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水
林
章
著

『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』

み
す
ず
書
房　
二
〇
〇
三
年
月
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
幸
福
へ
の
意
志
』、『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
埋
葬
』
に
つ
づ
く
本
書
『
公
衆

の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』
を
読
む
者
が
ま
ず
経
験
す

る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
な
が
ら
オ
ペ
ラ
の
序
曲

の
よ
う
な
雰
囲
気
と
味
わ
い
を
も
つ
『
幸
福
へ
の
意
志
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
モ

ー
ツ
ア
ル
ト
の
い
る
風
景
」
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
と
き
の
驚
き
と
快
感
を
、
私

は
い
ま
で
も
思
い
出
す
。
こ
の
著
者
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
は
い
つ
も
、
き
わ

め
て
厳
密
な
学
術
性
に
く
わ
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
でsuave

と
言
い
た
く
な
る

ほ
ど
の
甘
美
さ
、
心
地
よ
さ
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
独
特
の
味
わ
い
は
ど
こ
か
ら

く
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

水
林
章
の
日
本
語
の
文
章
は
そ
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
て
も
、
い
さ

さ
か
も
不
自
然
さ
が
生
じ
な
い
も
の
と
断
言
で
き
る
が
、
こ
れ
は
自
然
科
学
の

論
文
な
ら
と
も
か
く
、
文
学
を
対
象
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
ご
く
ま
れ
な
こ
と

で
あ
る
。
私
た
ち
が
文
章
を
書
く
と
き
、
大
体
は
日
本
語
の
内
部
で
し
か
意
味

を
も
た
な
様
々
な
暗
黙
の
前
提
、
自
動
的
な
機
能
に
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
さ

え
な
く
依
拠
し
て
い
る
も
の
な
の
に
、
彼
の
場
合
は
そ
ん
な
傾
向
が
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
の
だ
。
で
は
彼
の
散
文
が
日
本
語
の
様
々
な
暗
黙
の
前
提
、
自
動

的
な
機
能
な
ど
に
頓
着
し
な
い
外
国
人
の
文
章
、
あ
る
い
は
科
学
者
の
書
い
た

論
文
に
近
い
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
と

い
う
異
質
の
言
語
空
間
を
全
的
に
通
過
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
る
日

本
語
の
新
鮮
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
じ
つ
に
繊
細
に
掬
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
い

わ
ば
濾
過
さ
れ
再
発
見
さ
れ
た
日
本
語
の
散
文
、
そ
こ
に
こ
そ
私
がsuave 

と

言
い
た
く
な
る
彼
の
文
章
独
特
の
瑞
々
し
い
魅
力
が
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
要
素
が
こ
れ
に
く
わ
わ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
音

楽
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
一
字
一
句
は
も
と
よ
り
、
句
読
点
ひ
と
つ

に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
文
章
の
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
展
開
の
仕
方
に

そ
の
音
楽
的
な
感
性
が
秘
か
に
う
か
が
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の
音
楽
性
が
彼
の
テ

ク
ス
ト
を
多
く
の
学
術
論
文
と
画
然
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
と

り
わ
け
本
書
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
『
告

白
』『
ル
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
を
裁
く̶

対
話
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト

に
参
入
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
不
可
欠
な
資
質
な
の
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
が
中
江
兆
民
に
よ
っ
て
『
民
約
約
解
』
の
題
名

で
翻
訳
さ
れ
、
明
治
の
自
由
民
権
運
動
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
だ

れ
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
子
供
た
ち
が
幼
稚
園
で
歌
う
童
謡
「
結
ん
で
ひ
ら
い

て
、
ま
た
ひ
ら
い
て
結
ん
で
・
・
・
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
の

作
者
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
人

が
思
い
出
す
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
上
屈
指
の
名
文
家
で
あ
る

ル
ソ
ー
は
オ
ペ
ラ
作
品
『
村
の
占
い
師
』
が
宮
廷
で
上
演
さ
れ
た
ほ
ど
の
作
曲

家
で
あ
っ
て
、
彼
は
社
会
思
想
家
で
あ
る
ま
え
に
文
学
者
で
あ
り
、
文
学
者
で

あ
る
ま
え
に
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
ろ
、
す
く
な
く
と
も
文
学
者
で
あ
る

と
同
時
に
音
楽
家
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
に
は
音

楽
的
な
感
性
が
是
非
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
わ
が
国
有
数
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
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い
手
で
あ
る
と
同
時
に
稀
代
の
メ
ロ
マ
ニ
ア
で
あ
る
水
林
│
こ
の
こ
と
は
本
書

で
も
随
所
に
う
か
が
わ
れ
る
│
は
、
こ
の
意
味
で
理
想
に
近
い
ル
ソ
ー
の
読
み

手
で
も
あ
る
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
『
幸
福
へ
の
意
志
』
か
ら
本
書
ま
で
の
水
林
章
の
研
究
お
よ
び
論
述
の
方
法
、

ス
タ
イ
ル
は
ま
た
、
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
批
評
と
歴
史
社
会
学
を
結
合
さ
せ
る
意

志
に
よ
っ
て
も
一
貫
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
い
う
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
い
か

に
社
会
、
時
代
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
反
映
さ
れ
、
表
象
さ
れ
て
い
る

か
│
著
者
の
好
き
な
言
葉
で
言
え
ば
、「
打
刻
さ
れ
て
」
い
る
か
│
を
精
緻
、

細
心
に
読
み
と
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
方
法
の
急
所
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
分
析
す
べ
き
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
選
び
、
そ
の
語
彙
を
吟

味
し
、
文
体
特
徴
を
見
極
め
る
か
に
あ
る
。
こ
れ
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
れ
ば
、

ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
歴
史
社
会
学
的
見
解
で
あ
っ
て
も
、
た
ん
な
る
思
弁
的
な

言
説
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
彼
の
場
合
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の

選
択
お
よ
び
分
析
の
手
際
が
ほ
と
ん
ど
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
キ
ー
並
み

に
見
事
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
細
部
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
さ
き
に

私
が
言
っ
た
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
の
な
か
に
は
、
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
も
含
ま

れ
て
い
る
。

　

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
題
名
に
も
あ
る
と
お
り
、
公
衆public 
で
あ
る
。
だ

が
、そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
語
のpublic 

は
公
衆
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

一
六
世
紀
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
国
家respublica

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
属
す
意
味
を

担
っ
て
い
た
の
だ
が
、
一
七
世
紀
の
絶
対
王
政
の
確
立
と
と
も
に
「
文
芸
の
国

家
」
の
意
味
に
、
そ
し
て
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
の
成
熟
と
と
も
に
、
逆
に
国

家
や
君
主
権
に
対
抗
す
る
「
公
衆
」
の
意
味
に
転
化
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ

が
公
衆
の
歴
史
的
な
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
著
者
は
各
種
の
辞
書
は
も
と

よ
り
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
経
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
い
た
る
ま

で
の
厳
密
な
文
献
学
的
考
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
だ
が
、
一
八
世
紀
の

啓
蒙
主
義
の
時
代
に
生
ま
れ
た
公
衆public

は
、
一
九
世
紀
以
降
資
本
制
市
場

経
済
の
圧
倒
的
な
展
開
と
と
も
に
、
誕
生
の
当
初
に
も
っ
て
い
た
批
判
的
理
性

を
有
す
る
公
衆
が
対
等
な
言
説
を
ぶ
つ
け
合
う
と
い
っ
た
公
共
性
の
枠
を
突
き

破
り
、
次
第
に
文
化
や
文
学
を
ひ
た
す
ら
個
人
的
な
消
費
の
対
象
に
し
て
疑
わ

な
い
「
大
衆
」
な
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
私
た
ち
は
久
し
く
そ
ん
な
時
代
を
生

き
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ばpublic

か
ら
派
生
し
たpublicité

言
え
ば
、
い

ま
や
公
開
性
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
広
告
の
意
味
で
の
み
つ
か
わ
れ
る
。
批
判

的
理
性
を
も
ち
、
と
き
に
は
国
家
や
君
主
権
に
対
抗
さ
え
す
る
公
衆
の
黎
明
期

に
、
の
ち
の
時
代
に
な
っ
て
次
第
に
露
わ
に
な
っ
て
く
る
そ
ん
なpublic

の
両

義
性
、
危
険
性
を
い
ち
は
や
く
敏
感
に
察
知
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
ジ
ャ

ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
だ
っ
た
。

　

本
書
の
題
名
『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』
に

も
う
一
度
注
意
し
て
み
よ
う
。
裏
表
紙
に
は
こ
れ
と
は
別
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
題

名
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
直
訳
す
れ
ば
、「
専
制
的
な
言
語
の
彼
方
に
│

公
論
の
時
代
に
お
け
る
文
学
の
出
現
、
ル
ソ
ー
の
経
験
」
と
な
る
。
こ
れ
は
水

林
章
の
仕
事
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
質
だ
が
、
彼
の
研
究
は
つ
ね
に
現
在
の
関
心

か
ら
出
発
し
て
、
専
門
領
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
一
七
世
紀
、
あ
る
い
は
一
八
世

紀
の
テ
ク
ス
ト
批
評
に
遡
り
、歴
史
社
会
学
的
考
察
を
く
わ
え
る
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
的
意
味
に
お
け
る
現
代
と
い
う
時
代
の
考
古
学
、

こ
れ
が
お
そ
ら
く
彼
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
の
言

う
と
お
り
、私
た
ち
の
「
現
代
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
商
品
価
値
を
基
準
と
す
る
「
専

制
的
な
言
語
」
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
支
配
す
る
時
代
で
あ
る
。「
わ
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た
し
た
ち
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
が
も
っ
と
も
単
純
な
貨
幣
の
言
語

に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
た
世
界
の
悲
し
い
住
人
で
あ
る
」
と
彼
も
断
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
う
つ
づ
け
る
。「
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
を
奴
隷
の
よ
う
に

つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
世
界
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
問
題
化
し
、
わ
た
し
た
ち
の
疑
似

植
民
地
人
と
し
て
の
悲
惨
を
消
費
の
快
楽
の
な
か
に
埋
も
れ
さ
れ
な
い
反
言
語

0

0

0

的
な
0

0

営
み
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
お
そ
ら
く
〈
文
学
〉
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
圧
倒
的
な
勢
い
で
流
通
す
る
画
一
化
さ
れ
た
言
語
の

な
か
に
、
そ
れ
に
抗
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
を
叩
き
あ
げ
る
密
猟
的
な
言
語

活
動
│
そ
れ
を
人
は
「
詩
的
な
」
と
形
容
す
る
だ
ろ
う
か
│
に
一
筋
の
希
望
を

見
出
す
人
々
に
共
感
を
抱
く
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
声
を
探
し
求
め
る
旅
に

出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
広
大
な
社
会
空
間
を
ぽ
っ
て
り
埋
め

尽
く
し
た
公
衆
の
言
説
＝
他
者
の
言
説
の
運
搬
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果
に

す
ぎ
な
か
っ
た〈
フ
ラ
ン
ス
人
〉に
み
ず
か
ら
の
言
葉

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
さ
せ
、も
っ
て「
三

重
の
壁
か
ら
な
る
闇
」
の
な
か
か
ら
、
そ
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
死
滅
し
か
か
っ

て
い
た
お
の
れ
の
声
を
救
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル

ソ
ー
に
な
ら
っ
て
」。　

　

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
ほ
と
ん
ど
正
気
の
沙
汰
と
も
思
え
な
い
く

ら
い
徹
底
的
に
「
公
衆
」
を
疑
い
、
ほ
ぼ
完
全
な
孤
立
無
援
の
状
態
で
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
「
公
論
」
と
闘
っ
た
様
は
、
本
書
で
は
『
告
白
』
の
テ
ク
ス
ト
の
胸
の

す
く
よ
う
な
読
解
を
中
心
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
の
よ
う
に
「
公
衆
の
誕
生
」
の
歴
史
的
・
文
献
学
的
考
証
も
間
然
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
が
も
っ
と
も
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
ず
に
は

お
れ
な
い
「
文
学
の
出
現
」
の
ほ
う
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
引
用
文
で
も
言
及
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
公
論
の
時
代
に
お
け
る
文
学
の
出
現
」
は
『
ル
ソ

ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
を
裁
く̶

対
話
』
の
精
緻
な
テ
ク
ス
ト
分
析
に
よ
っ

て
見
定
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
III 

「
言
語
の
専
制
の
彼
方
へ
│
『
対

話
』
に
お
け
る
公
衆
と
公
論
」、
と
く
に
そ
の
終
わ
り
の
数
十
頁
が
そ
れ
に
該

当
す
る
。
ル
ソ
ー
研
究
者
が
こ
の
『
対
話
』
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
は

そ
も
そ
も
稀
な
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
彼
は
「
公
衆
の
誕
生
」
と
い
う
歴
史

的
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
こ
の
奇
書
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

視
点
を
獲
得
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
〈
ル
ソ
ー
〉
と
公
衆
の
言
説
＝
他
者
の
言

説
の
運
搬
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〈
フ
ラ
ン
ス
人
〉
と

の
対
話
を
克
明
に
た
ど
り
、「
第
一
の
対
話
」
の
後
半
か
ら
、「
第
二
の
対
話
」

を
経
て
「
第
三
の
対
話
」
に
い
た
っ
て
、
他
者
の
言
説
の
囚
人
だ
っ
た
〈
フ
ラ

ン
ス
人
〉
が
〈
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
〉
の
テ
ク
ス
ト
を
み
ず
か
ら

0

0

0

0

読
ん
で
み
る

と
い
う
「
直
接
的
＝
無
媒
介
的
な
経
験
」
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
「
公
衆
」
か
ら

最
終
的
に
離
脱
す
る
様
に
着
目
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
〈
ル
ソ
ー
〉、〈
フ
ラ
ン

ス
人
〉、
そ
し
て
〈
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
〉
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
反
言
説

の
主
体
」
と
な
り
、「
専
制
的
な
言
語
の
彼
方
」
に
「
精
神
の
共
同
体
」
を
形

成
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
成
り
行
き
に
「
文
学
の
言
葉
」
の
「
劇
的

な
誕
生
」
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
公
衆
の
誕
生
」
と
並
べ
て
「
文
学
の
出
現
」
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
非

対
称
的
、
エ
レ
ジ
ー
的
、「
密
猟
的
」
で
な
い
か
、
と
感
じ
る
読
者
も
い
る
だ

ろ
う
。
じ
つ
は
私
自
身
も
そ
ん
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、
よ
く
よ

く
考
え
て
み
れ
ば
、
公
衆
と
い
っ
て
も
一
八
世
紀
の
そ
れ
は
ま
だ
そ
れ
な
り
に

批
判
的
理
性
を
も
ち
、
し
か
も
「
読
書
す
る
公
衆
」
の
側
面
を
具
え
て
い
た
。

こ
れ
に
反
し
て
現
代
の
公
衆
は
と
い
え
ば
、
著
者
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
が
も
っ

と
も
単
純
な
貨
幣
の
言
語
に
よ
っ
て
植
民
地
化
」
さ
れ
、「
疑
似
植
民
地
人
と
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し
て
の
悲
惨
を
消
費
の
快
楽
の
な
か
に
埋
も
れ
さ
せ
て
い
る
」
公
衆
だ
と
「
観

念
」
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
あ
ま
り
「
読
書
」
を
し
な
い
公
衆
で
も
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、「
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
」
と
い
う
問
題
を
ま
と
も
に
見
つ
め

よ
う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
著
者
が
い
く
ら
「
臓
腑
の
底
か
ら
苛
立
ち
」
を
覚
え

て
も
、「
文
学
、
存
在
の
故
郷
」
と
い
う
い
く
ぶ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
響
き
も

感
じ
ら
れ
る
「
反
言
説
」
を
、
ど
う
し
て
も
た
だ
小
声
で
し
か
口
に
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
も
「
孤
独
な
夢
想
者
」
の
顔
つ
き
で
、
低
く
呟
い

て
み
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
よ
う
に「
文
学
の
出
現
」

の
一
言
に
期
待
の
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
読
者
は
、
そ
ん
な
「
密
猟
的
」
な
呼
び

か
け
の
声
に
共
感
を
覚
え
つ
つ
、
本
書
で
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

水
林
章
の
『
孤
独
な
夢
想
者
の
散
歩
』
論
に
、「
一
筋
の
希
望
」
を
つ
な
ぐ
べ

き
な
の
だ
ろ
う
。

（
西
永
良
成
）


