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文
学
と
い
ふ
も
の
は
政
治
と
違
つ
て
、
こ
と
人
性
に
即
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
戦
争
に
負
け
た
か
ら
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
文
学
の
戦
犯
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
か
ら
し
て
妙
な
こ
と
で
、
尤
も

中
に
は
暴
力
に
訴
へ
て
言
論
に
圧
迫
を
加
へ
た
右
翼
主
義
者
が
あ
つ
た
が
、

こ
の
連
中
は
論
外
だ
。
時
局
便
乗
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
犯
罪
で
は
な
く
、

つ
ま
り
、
通
俗
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
、
た
ゞ
、
そ
れ
だ
け
の
話
だ
。
い
つ
の

世
に
も
時
流
便
乗
作
家
は
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
通
俗
作
家
と
称
す
る
。
決

し
て
犯
罪
者
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
日
本
の
文
壇
で
は
、
時
流
便
乗
家
が
、
通
俗
作
家
と

し
て
ゞ
な
く
、
純
粋
な
文
学
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
た
。
こ
の
根
本
的
な
誤
り
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を
さ
と
ら
ず
に
、
時
局
便
乗
作
家
を
戦
犯
作
家
な
ど
ゝ
称
す
る
の
は
、
つ
ま

り
、
さ
う
い
ふ
御
本
人
が
時
局
の
便
乗
家
で
あ
り
、
通
俗
作
家
、
通
俗
批
評

家
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
証
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
当
の
文
学
は
戦
争
に
負
け
た
か
ら
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。
さ
う
か
と
い
つ
て
、
だ
か
ら
、
旧
態
依
然
と
し
て
戦
争
の
さ

な
か
に
「
踊
子
」
だ
の
「
来
訪
者
」
だ
の
「
問
は
ず
語
り
」
を
書
い
て
ゐ
た

荷
風
が
偉
い
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
人
間
が
生
き
て
ゐ
る
の
は
現
実

の
中
に
生
き
て
ゐ
る
こ
と
な
の
で
、
常
に
現
実
に
重
な
り
あ
ひ
見
究
め
て
生

き
て
ゐ
る
故
、
作
家
自
体
の
足
跡
が
お
の
づ
か
ら
時
代
の
風
俗
を
語
つ
て
ゐ

る
だ
け
の
こ
と
、
戦
争
の
さ
な
か
に
戦
争
を
見
つ
め
ず
、
「
踊
子
」
や
「
来

訪
者
」
や
「
問
は
ず
語
り
」
を
書
い
て
ゐ
た
荷
風
は
、
要
す
る
に
、
小
説
の
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趣
味
家
で
あ
つ
て
、
文
学
者
で
は
な
か
つ
た
の
だ
。

　
作
家
は
い
く
ら
で
も
変
貌
す
る
が
よ
い
。
生
長
は
常
に
変
化
だ
。
け
れ
ど

も
外
部
だ
け
の
変
貌
は
真
実
の
変
貌
で
は
な
い
。
か
ゝ
る
外
部
の
変
貌
を
、

要
す
る
に
便
乗
的
な
変
貌
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
い
つ
た
い
こ
の
戦
争
で
、
真
実
、
内
部
か
ら
の
変
貌
を
と
げ
た
作

家
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
た
ゞ
一
人
、
小
林
秀
雄

が
あ
る
だ
け
だ
。
彼
は
別
段
、
戦
争
に
協
力
す
る
や
う
な
一
行
の
煽
動
的
な

文
章
も
書
い
て
は
ゐ
な
い
。
た
ゞ
彼
は
、
戦
争
の 

跫  

音 

あ
し
お
と

と
共
に
、
日
本
的

な
諦
観
へ
ぐ
ん
ぐ
ん
落
ち
こ
み
、
沈
ん
で
行
つ
た
。
人
々
は
、
或
ひ
は
小
林

自
身
も
、
こ
れ
は
た
ゞ
、
彼
の
自
然
の
歩
み
で
あ
つ
た
と
思
つ
て
ゐ
る
か
も

知
れ
ぬ
。
私
は
さ
う
は
思
は
な
い
。
戦
争
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
か
う
は
な
ら
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な
か
つ
た
。
か
う
い
ふ
も
の
に
な
つ
た
に
し
て
も
、
か
う
い
ふ
形
に
は
な
ら

な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
要
す
る
に
小
林
の
魂
は
生
長
し
つ
ゝ
あ
つ
た
か
ら
、

戦
争
の
影
響
を
受
け
て
生
長
し
た
。
彼
は
た
ぶ
ん
、
真
実
、
愛
国
者
で
あ
つ

た
で
あ
ら
う
。
彼
は
戦
争
に
は
協
力
し
な
か
つ
た
が
、
祖
国
の
宿
命
に
は
身

を
以
て
魂
を
以
て
協
力
し
た
。
そ
し
て
彼
は
知
ら
ざ
る
戦
争
の
、
否
、
殉
国

の
愛
情
の
影
響
に
よ
つ
て
、
い
つ
か
ず
る
〳
〵
と
日
本
的
諦
観
の
底
へ
沈
み

こ
ん
で
行
つ
た
の
だ
。

　
愛
国
の
情
熱
は
羞
ぢ
悲
し
む
必
要
は
毫
も
な
い
。
小
林
は
戦
争
に
協
力
せ

ず
、
た
ゞ
、
祖
国
の
悲
痛
な
る
宿
命
に
協
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
真
実
己
れ
を
愛
す
る
人
は
隣
人
を
愛
し
、
祖
国
を
愛
し
、
人
類
を
愛
し
、

人
間
を
愛
す
る
で
あ
ら
う
。
な
ん
と
ま
あ
、
日
本
の
作
家
は
戦
争
と
共
に
変
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貌
し
な
か
つ
た
こ
と
よ
。
彼
等
は
そ
ろ
つ
て
変
貌
し
た
、
形
だ
け
。

　
然
し
小
林
が
戦
争
の
影
響
に
よ
つ
て
、
「
無
常
と
い
ふ
こ
と
」
の
如
き
諦

観
へ
落
ち
こ
ん
で
行
つ
た
こ
と
に
就
て
は
、
多
く
の
論
ず
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

彼
は
イ
コ
ヂ
で
、
常
に
傲
然
肩
を
怒
ら
し
て
、
他
に
対
し
て
屈
す
る
こ
と
が

な
い
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
風
に
も
そ
よ
ぐ
や
う
な
素
直
な
魂

の
人
で
、
実
は
非
常
に
鋭
敏
に
外
部
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
内
部
か
ら
変

貌
し
つ
ゞ
け
た
人
で
あ
り
、
こ
の
戦
争
の
影
響
で
、
反
抗
や
或
ひ
は
逆
に
積

極
的
な
力
の
論
者
と
な
り
得
ず
に
諦
観
へ
沈
み
こ
ん
で
行
つ
た
こ
と
な
ぞ
も
、

彼
に
と
つ
て
自
然
で
あ
つ
て
も
、
私
は
必
ず
し
も
文
学
的
に
「
望
ま
し
い
」

変
貌
で
あ
つ
た
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
。
勝
利
の
変
貌
で
あ
る
よ
り
も
、
敗
北

の
変
貌
で
あ
つ
た
や
う
だ
。
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彼
は
祖
国
の
宿
命
に
負
け
た
の
だ
。
然
し
、
こ
れ
に
就
て
は
、
私
は
近
く

「
小
林
秀
雄
論
」
を
書
く
予
定
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
今
は
こ
れ
だ
け
で
や

め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
丹
羽
文
雄
の
「
現
代
史
」
は
形
だ
け
の
変
貌
の
悪
見
本
だ
。
日
本
が
戦
争

に
勝
つ
た
な
ら
ば
こ
の
小
説
は
発
表
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、

と
丹
羽
は
序
文
に
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
の
発
表
す
る
、
さ
れ
な
い

の
焦
点
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
関
心
で
、
文
学
者
の
関
心
と
は
話
が
違
ふ
。

　
だ
い
た
い
、
こ
の
小
説
の
構
成
原
理
は
、
文
学
で
な
し
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
原
理
に
よ
つ
て
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
、
人
間
が

動
き
だ
す
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
内
部
的
な
又
外
部
的
な
必
然
か
ら
、
（
或
ひ

は
偶
然
で
も
構
は
な
い
）
事
件
が
生
起
し
構
成
さ
れ
て
く
る
の
で
な
し
に
、
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た
ゞ
ノ
リ
と
ハ
サ
ミ
と
文
章
に
よ
つ
て
歴
史
的
事
象
を
つ
な
ぎ
合
せ
組
み
合

せ
た
読
物
に
す
ぎ
な
い
。
読
物
と
文
学
を
ゴ
ッ
チ
ャ
に
し
て
は
い
け
な
い
。

　
今
ま
で
の
日
本
は
文
学
で
な
し
に
読
物
が
多
す
ぎ
た
。
お
ま
け
に
読
物
が

読
物
と
し
て
ゞ
な
し
に
、
文
学
と
し
て
、
純
文
学
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

　
徳
永
直
の
「
は
た
ら
く
一
家
」
と
い
ふ
の
も
読
ん
だ
が
、
こ
れ
も
、
や
つ

ぱ
り
、
読
物
だ
。
私
は
読
物
の
存
在
は
否
定
し
な
い
。
読
物
と
い
ふ
も
の
が

存
在
し
、
そ
れ
が
多
く
の
人
に
（
然
り
、
文
学
な
ど
よ
り
も
、
も
つ
と
遥
に

多
く
の
人
に
）
読
ま
れ
る
こ
と
は
当
然
な
の
だ
が
そ
れ
を
文
学
だ
と
思
つ
て

は
い
け
な
い
。

　
文
学
は
報
告
書
で
は
な
く
、
暴
露
史
で
も
な
い
。
別
に
変
つ
た
も
の
で
は
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な
く
、
た
ゞ
人
性
の
真
実
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
階

級
の
も
の
で
は
な
く
、
た
ゞ
、
人
間
の
た
め
の
も
の
だ
。

　
政
治
の
発
見
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
人
間
の
発
見
が
更
に
よ
り
以
上
大
切
だ
。

よ
り
良
き
政
治
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
政
治
に
よ
つ
て
真
実
人
間
の
救
は
れ

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
こ
の
地
上
か
ら
貧
乏
な
人
だ
の
病
気
で
苦
し
む
人
な
ど
が
な
く
な
る
こ
と

は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
幸
な
人
は
な
く
な
ら
な
い
。
悲
し

み
や
切
な
さ
や
虚
し
さ
や
苦
し
み
の
根
は
な
く
な
る
時
が
な
い
。
こ
ん
な
こ

と
は
分
り
き
つ
た
こ
と
だ
。

　
文
学
は
さ
う
い
ふ
も
の
に
解
決
を
与
へ
る
や
う
な
大
そ
れ
た
も
の
で
は
な

い
の
で
、
悲
し
さ
だ
の
不
幸
な
ど
ゝ
い
ふ
も
の
に
元
々
解
決
な
ど
は
有
り
得
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な
い
。
毒
を
以
て
毒
を
制
す
と
い
ふ
が
、
い
は
ば
、
ま
ア
、
魂
の
病
人
の
鎮

痛
薬
の
や
う
な
も
の
で
、
劇
薬
だ
か
ら
、
病
人
以
外
に
は
有
害
無
役
か
も
知

れ
な
い
。
私
は
然
し
大
し
て
利
く
薬
だ
と
も
思
は
な
い
の
で
、
ま
ア
、
せ
い

ぜ
い
気
休
め
の
オ
モ
チ
ャ
程
度
に
し
か
考
へ
て
ゐ
な
い
。

　
だ
か
ら
私
は
別
段
読
物
を
軽
蔑
し
て
は
を
ら
ぬ
の
で
、
否
、
文
学
と
い
ふ

も
の
を
、
大
し
た
シ
ロ
モ
ノ
だ
と
は
考
へ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
た
ゞ
読
物
は
健

康
人
の
オ
モ
チ
ャ
で
あ
り
、
文
学
は
病
人
の
オ
モ
チ
ャ
だ
と
い
ふ
だ
け
の
こ

と
、
然
し
、
こ
の
違
ひ
だ
け
は
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
魂
の
病
人
と
は
何
者
か
。
た
ゞ
、
人
間
と
い
ふ
こ
と
だ
。
人
間
と
し
て
生

き
て
を
り
、
自
我
を
見
つ
め
て
生
き
て
を
り
、
自
我
の
真
実
な
生
き
方
を
考

へ
て
ゐ
る
人
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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文
学
は
、
い
く
ら
面
白
く
て
も
構
は
な
い
。
ハ
ラ
ン
重
畳
、
手
に
汗
を
に

ぎ
ら
せ
、
溜
息
を
つ
か
せ
て
も
、
結
構
だ
。
さ
う
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
文
学

の
本
質
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
の
文
学
は
、
面
白
く
な
さ
す
ぎ
た
。

あ
ん
ま
り
直
接
た
ゞ
一
服
の
鎮
痛
薬
で
あ
る
ば
か
り
で
、
病
人
の
長
々
の
オ

モ
チ
ャ
に
徹
す
る
だ
け
の
戯
作
者
魂
が
乏
し
か
つ
た
。

　
徳
田
秋
声
の
「
縮
図
」
は
淡
々
と
女
の
数
奇
な
一
生
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
淡
々
さ
が
神
品
だ
な
ど
ゝ
、
愚
に
も
つ
か
な
い
こ
と
を
云
ふ
。
芸
術
は

力
の
世
界
だ
。
淡
々
だ
の
風
格
だ
の
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
対
象
に
く
ひ

こ
む
深
さ
が
低
け
れ
ば
、
文
学
の
価
値
は
低
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の

文
人
達
は
、
対
象
に
く
ひ
こ
む
よ
り
も
、
淡
々
と
ま
と
ま
る
方
が
高
い
も
の

だ
と
考
へ
、
さ
う
い
ふ
淡
々
さ
の
退
屈
千
万
な
骨
董
性
を
弄
ん
で
、
そ
れ
が
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高
級
な
文
学
だ
な
ど
ゝ
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
た
。
淡
々
だ
の
、
退
屈
だ
の
、
面
白

く
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
純
粋
な
文
学
の
境
地
だ
と
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
た
の
で

あ
る
。

　
だ
か
ら
、
文
学
は
面
白
く
な
い
、
退
屈
す
ぎ
る
、
も
つ
と
面
白
く
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
さ
う
気
が
つ
く
と
、
文
学
も
読
物
も
区
別
が
つ
き
や
し
な
い
。

読
物
も
文
学
だ
と
思
ひ
こ
ん
で
し
ま
ふ
。

　
然
り
、
文
学
は
ど
ん
な
に
面
白
く
て
も
構
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
ハ
ラ
ン
に

と
み
、
手
に
汗
を
に
ぎ
ら
せ
、
溜
息
を
も
ら
さ
せ
て
も
構
は
な
い
。
た
ゞ
、

文
学
は
常
に
文
学
で
あ
り
、
読
物
は
常
に
読
物
だ
。
こ
の
二
つ
は
根
本
的
に

違
ひ
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
ゐ
る
。

　
対
象
に
く
ひ
こ
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
ハ
ラ
ン
は
起
る
筈
だ
、
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魂
か
ら
の
ハ
ラ
ン
が
。
そ
の
ハ
ラ
ン
は
、
や
つ
ぱ
り
病
人
以
外
に
は
、
用
の

な
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
た
ゞ
、
淡
々
だ
の
、
枯
淡
な
る
風
格
だ
の
、
退
屈
だ
の
、
面
白
く
な
い
、

と
い
ふ
こ
と
自
体
に
意
味
も
高
さ
も
な
い
こ
と
だ
け
は
、
ハ
ッ
キ
リ
知
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
作
家
の
肉
体
力
は
カ
ゲ
ロ
ウ
の
羽
の
如
く
に
病
み
衰
へ

て
も
、
作
家
精
神
と
い
ふ
も
の
は
常
に
最
大
の
貪
慾
を
失
つ
て
は
な
ら
ぬ
。

芸
術
の
貪
慾
と
放
蕩
の
中
で
作
家
は
自
爆
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
小
林
秀
雄
は
、
作
家
は
何
を
書
い
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
、
何
を
書

か
な
か
つ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
の
方
に
意
味
が
あ
る
と
い
ふ
。
そ
ん
な
馬
鹿

げ
た
屁
理
窟
が
あ
る
も
の
か
。
芸
術
作
品
と
い
ふ
も
の
は
、
力
の
権
化
で
あ

る
。
力
自
体
の
貪
慾
と
放
蕩
の
中
で
常
に
自
爆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
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だ
。
芸
術
作
品
が
作
家
自
身
の
創
造
で
あ
り
、
発
見
で
あ
る
の
は
、
か
ゝ
る

自
爆
に
よ
つ
て
ゞ
あ
る
。
作
品
は
書
か
れ
た
こ
と
に
し
か
意
味
が
な
い
。

　
小
林
は
骨
董
品
を
さ
が
す
や
う
に
文
学
を
探
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
小
さ

な
掘
出
し
物
を
し
て
、
む
や
み
に
理
屈
を
つ
け
す
ぎ
、
有
難
が
り
す
ぎ
て
ゐ

る
。
埃
を
か
ぶ
つ
て
寝
て
ゐ
る
奴
を
ひ
き
だ
し
て
き
て
、
修
繕
し
た
り
説
明

を
つ
け
て
陳
列
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
西
行
だ
の
実
朝
の
歌
な
ど
、

君
の
解
説
ぬ
き
で
、
手
ぶ
ら
で
、
お
つ
ぽ
り
出
し
て
み
た
ま
へ
。
何
物
で
も

な
い
で
は
な
い
か
。
芸
術
は
自
在
奔
放
な
も
の
だ
。
そ
れ
自
体
が
力
の
権
化

で
、
解
説
ぬ
き
で
、
横
行
闊
歩
し
て
ゐ
る
も
の
だ
。

　
芸
術
は
「
通
俗
」
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
い
か
ほ
ど
「
俗
悪
」
で
あ
つ

て
も
よ
い
。
人
間
自
体
が
俗
悪
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
俗
悪
に
徹
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す
る
こ
と
だ
。
素
朴
や
静
寂
に
徹
す
る
よ
り
も
、
俗
悪
に
徹
す
る
こ
と
は
、

は
る
か
に
困
難
な
大
事
業
だ
。
そ
こ
に
は
人
の
全
心
全
霊
の
あ
ら
ゆ
る
力
が

賭
け
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
道
は
自
爆
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

16通俗と変貌と
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