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文
学
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
の
批
判
精
神
の
問
題
と
そ
の
解
釈
と
は
、
こ

の
三
四
年
来
、
随
分
特
別
異
常
な
待
遇
を
う
け
て
来
て
い
る
と
思
う
。

　
今
か
ら
四
年
ば
か
り
前
、
日
本
に
は
批
評
文
学
、
或
は
文
学
的
批
評
と
い

う
一
種
の
風
が
発
生
し
た
。
こ
れ
ま
で
文
芸
批
評
と
云
え
ば
文
学
現
象
の
客

観
的
評
価
を
そ
の
当
然
の
任
務
と
し
て
来
て
い
た
し
、
作
家
と
読
者
と
に
対

し
て
そ
の
評
価
の
責
任
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
四
年
前
の
そ
の
時
期
頃
か
ら
、
批
評
の
多
く
は
文
学
現
象
を
客

観
的
に
省
察
し
て
そ
れ
へ
の
評
価
を
与
え
て
ゆ
く
自
身
の
本
来
の
役
割
を
み

ず
か
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
様
々
の
文
学
現
象
が
次
々
と
現
わ

れ
て
来
る
に
跟つ
い
て
動
い
て
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
お
こ
る
動
機
を
ひ
と
し
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な
み
に
社
会
的
・
文
学
的
必
然
と
し
て
尊
重
し
、
結
果
と
し
て
は
現
実
に
対

す
る
自
己
欺
瞞
の
意
識
や
擬
態
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
作
家
と
読

者
と
の
相
関
の
い
き
さ
つ
の
な
か
に
文
学
の
動
向
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
く
現
実
の
作
用
は
喪
わ
れ
て
、
批
評
は
そ
れ
を
書
く
ひ
と
の
主
観
の
流
れ

に
応
じ
て
肆し
意い
的
に
自
身
の
渦
巻
き
を
描
く
も
の
と
な
っ
た
。
批
評
の
論
理

性
の
喪
失
、
そ
の
随
筆
化
と
い
う
こ
と
が
そ
の
頃
一
般
の
注
目
を
ひ
い
た
の

も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
批
判
精
神
の
そ
の
よ
う
な
衰
微
が
皆
の
注
目
を
ひ
き
な
が
ら
、
そ
の
時
分

そ
れ
の
健
康
な
道
へ
の
恢
復
の
た
め
の
努
力
が
充
分
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

理
由
は
ど
こ
に
在
っ
た
だ
ろ
う
。
或
は
少
数
の
努
力
が
そ
の
功
を
十
分
に
発

揮
せ
ず
大
勢
と
し
て
は
益
々
衰
弱
的
方
向
が
一
路
辿
ら
れ
て
今
日
に
及
ん
で
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い
る
と
い
う
の
は
何
故
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
こ
そ
は
、
四
年
前
に
、
批
判
の
精
神
が
自
身
の
性
能
の
本
来
な
る
力

の
放
擲
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
た
と
き
、
そ
の
根
源
の
理
由
と
し
て
、
従
来
文

学
に
携
っ
て
来
た
一
部
の
知
識
人
の
最
も
深
刻
な
歴
史
的
な
自
己
放
棄
・
自

己
の
存
在
価
値
へ
の
人
間
的
確
信
の
失
墜
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

当
時
批
判
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
殆
ど
感
情
的
な
反
撥
を
も
っ
て
ほ
か
な

ら
ぬ
批
評
家
自
身
に
見
ら
れ
て
い
た
。
批
評
家
に
と
っ
て
そ
こ
か
ら
自
身
の

骨
肉
を
わ
け
て
来
た
筈
の
そ
の
精
神
が
、
そ
ん
な
に
邪
魔
っ
け
で
憎
ら
し
い

荷
物
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
成
っ
た
と
い
う
の
は
誰
の
目
に
も
た
だ
ご
と
で
は

あ
り
得
な
い
。

　
当
時
よ
り
更
に
数
年
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
時
代
を
顧
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み
る
と
、
こ
の
時
代
に
は
、
批
判
の
精
神
と
い
う
も
の
は
こ
の
文
学
に
お
け

る
独
自
な
性
格
で
あ
る
自
己
の
存
在
意
義
へ
の
歴
史
的
な
確
信
と
主
動
性
と

と
も
に
極
め
て
溌
剌
と
動
い
た
。
け
れ
ど
も
、
文
芸
理
論
と
し
て
の
若
さ
か

ら
、
批
判
の
精
神
は
文
学
以
前
の
社
会
的
見
地
と
い
う
も
の
と
多
か
れ
少
な

か
れ
混
同
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
世
界
観
と
芸
術
性
と
が
、

文
学
の
内
部
で
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
に

も
う
か
が
え
る
。
文
学
作
品
と
読
者
と
に
対
し
て
評
価
の
責
任
あ
る
作
用
を

営
む
も
の
と
し
て
の
批
判
精
神
は
、
そ
の
場
合
と
か
く
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
、

文
学
以
前
の
現
実
現
象
に
対
す
る
作
者
の
観
か
た
如
何
か
ら
、
評
価
の
一
歩

を
踏
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
作
品
の
内
容
、
形
式
と
、
二
つ
の
別

の
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
困
難
が
克
服
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

形
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式
は
と
り
も
直
さ
ず
内
容
そ
の
も
の
の
具
顕
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
に
そ
れ
ぞ

れ
の
芸
術
性
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
世
界
観
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う

生
き
た
ま
ま
の
肉
体
を
対
象
と
し
て
、
批
判
が
縦
横
の
洞
察
を
行
う
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
時
分
ま
だ
批
判
精
神
は
理
知
的
・
論
理

的
・
意
志
的
な
も
の
で
あ
り
、
芸
術
性
は
感
情
的
・
感
性
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
昔
風
な
知
情
意
の
区
分
が
、
統
一
さ
れ
た
人
間
精
神
の
発
動

の
各
面
と
い
う
理
解
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
時
代
の
文
芸
批
評
に
あ
っ
た
以
上
の
よ
う
な
未
熟
さ

は
、
当
然
そ
の
発
展
成
長
の
た
め
の
強
い
批
判
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
非
常
に
興
味
あ
る
こ
と
は
、
当
時
そ
の
理
論
的
未
熟
な
点
に
向
っ
て
行
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わ
れ
た
批
判
は
、
常
に
そ
の
文
学
の
本
質
に
対
立
す
る
社
会
的
層
か
ら
発
せ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
そ
の
創
作
方
法

に
お
い
て
大
衆
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
と
対
立
す
る

所
謂
純
文
学
は
、
従
来
の
個
人
主
義
に
立
っ
て
の
個
人
の
文
学
の
主
張
で
あ

り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
創
作
方
法
と
し
て
対
象
は
自
我
で
あ
り
自
己
の
世

界
で
あ
り
、
私
小
説
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
後
者
は
純
文
学
の
芸

術
性
の
擁
護
、
文
学
精
神
と
し
て
の
芸
術
至
上
の
論
拠
に
立
っ
て
、
批
判
を

行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
事
情
は
推
移
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
時
代
は
過
ぎ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
文
学
を
押
し
流
し
た
時
代
の
波
は
、
純
文
学
を
主
唱
し
た
知
識
人
の
社

会
的
あ
り
よ
う
に
も
激
し
く
荒
っ
ぽ
い
動
揺
を
加
え
た
。
そ
し
て
そ
の
ひ
ど
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い
震
盪
は
、
純
文
学
の
枢
軸
で
あ
っ
た
人
間
と
し
て
の
自
我
の
拠
り
ど
こ
ろ

を
全
く
見
失
わ
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
純
文
学
の
悲
劇
は
、
し
か
し
な
が
ら

既
に
数
年
に
亙
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
。
何
故

な
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
対
立
の
時
期
に
於
て
も
、
純
文
学
の
自
我

は
、
そ
の
自
我
の
歴
史
的
な
成
長
の
過
程
と
し
て
、
よ
り
ひ
ろ
い
動
的
な
社

会
の
客
観
的
現
実
と
し
て
の
関
係
の
中
に
自
我
を
見
る
目
を
育
て
よ
う
と
は

せ
ず
、
反
対
に
個
性
と
い
う
自
我
の
一
つ
の
属
性
の
範
囲
に
人
間
の
自
我
の

可
能
性
を
ち
ぢ
め
て
、
そ
の
個
性
の
芸
術
的
完
成
の
意
味
で
の
芸
術
性
の
み

を
強
調
し
て
来
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
の
必
要
に
立
っ
て
、
自
我
の

拡
大
の
た
め
の
重
大
な
消
化
機
能
で
あ
る
現
実
的
な
批
判
精
神
と
い
う
も
の

は
拒
否
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
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社
会
情
勢
の
波
瀾
が
内
外
の
圧
力
で
純
文
学
末
期
の
無
力
な
自
我
か
ら
最

後
の
足
が
か
り
を
引
攫
お
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
苛
烈
な
現
実
を
歴

史
的
な
動
き
の
中
に
把
握
し
て
ゆ
く
精
神
を
既
に
喪
っ
て
い
た
自
我
が
そ
れ

ぞ
れ
の
と
り
い
そ
い
だ
転
身
の
術
に
よ
っ
て
自
ら
歴
史
の
中
に
立
つ
気
力
を

失
っ
た
自
我
を
託
す
べ
き
地
盤
を
さ
が
し
求
め
た
。
急
速
に
移
り
動
く
何
か

の
よ
り
つ
よ
い
力
に
自
我
の
破
船
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
力
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
省
察
す
る
責
任
を

自
分
に
向
っ
て
求
め
る
こ
と
は
も
う
止
め
ら
れ
た
。
人
間
的
自
己
の
尊
重
の

精
神
は
我
か
ら
捨
て
ら
れ
て
、
批
評
は
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
よ
う
な
文
学
以
前

の
現
象
、
又
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
発
す
る
雑
多
な
文
学
現
象
の
動
機
へ
の

肯
定
的
尊
重
と
な
り
、
そ
の
結
果
文
学
批
評
と
し
て
本
質
的
な
客
観
性
を
失
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い
、
評
価
の
力
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
避
け
が
た
い
必
然
の
成
行
で
あ

っ
た
と
思
う
。

　
批
判
の
精
神
と
い
う
声
さ
え
、
憎
悪
を
も
っ
て
聞
か
れ
た
当
時
の
心
理
も
、

こ
う
見
て
来
れ
ば
肯
け
よ
う
。
批
判
の
精
神
が
人
間
精
神
の
不
滅
の
性
能
で

あ
る
こ
と
や
そ
の
価
値
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
客
観
的
観
照

の
明
々
白
々
な
光
の
下
に
自
身
の
自
我
の
転
身
の
社
会
的
文
学
的
様
相
を
隈

な
く
曝
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
主
観
的
な
出
発
点
に
立
っ
て
い

る
精
神
に
と
っ
て
決
し
て
愉
快
な
こ
と
で
あ
り
得
な
い
。
の
ぞ
ま
し
い
こ
と

で
も
な
い
。
日
本
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
一
つ
の
画
期
を
示
し
た
こ
の
自
我

の
転
落
は
、
当
事
者
た
ち
の
主
観
か
ら
、
未
来
を
語
る
率
直
悲
痛
な
堕
落
と

し
て
は
示
さ
れ
ず
、
何
か
世
紀
の
偉
観
の
彗
星
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
粉
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飾
と
擬
装
の
下
に
提
示
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
文
学
的
随
筆
的
批
評
と
い
う
よ

う
な
も
の
も
生
じ
た
次
第
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
純
文
学
の
悲
劇
は
、
自

我
を
よ
り
強
力
な
文
学
以
外
の
力
に
托
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
や
が
て
文
学
を
語
る
に
、
文
学
の
外
の
と
こ
ろ
か
ら
云
い
出
す
と
い

う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
嘗
て
純
文
学
の
精
神
の
守
護
で
あ
っ
た
芸
術
性
は
と

ん
ぼ
返
り
を
う
っ
て
、
鬼
面
人
を
脅
か
す
類
の
も
の
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
瞥
見
は
、
私
た
ち
に
今
日
、
何
を
教
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
現

実
に
即
し
た
観
察
は
、
批
判
精
神
と
い
う
も
の
が
決
し
て
抽
象
架
空
に
存
在

し
得
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
に 

犇  

々 

ひ
し
ひ
し

と
歴
史
の
な
か
に

息
づ
き
、
生
成
し
、
変
貌
さ
え
も
辞
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
と
思
う
。
批
判
精
神
は
情
緒
感
性
と
切
り
は
な
さ
れ
て
存
在
し
得
る
も
の
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ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
精
神
活
動
の
諸
要
素
の
極
め
て
綜
合
さ
れ
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
こ
と
も
肯
け
る
。

　
文
学
精
神
を
云
い
更
え
れ
ば
批
判
精
神
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
が
、
こ
の

場
合
批
判
精
神
の
実
体
を
、
文
学
以
前
の
社
会
的
現
実
を
明
瞭
確
実
に
把
握
、

判
断
す
る
社
会
的
見
地
或
は
社
会
を
見
る
眼
と
い
う
だ
け
の
内
容
づ
け
に
止

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
文
学
と
の
現
実
な
か
か
わ
り
合
い
に
於
て

見
ら
れ
る
と
き
、
批
判
の
精
神
は
一
人
の
作
家
の
内
面
に
発
動
し
て
そ
の
作

家
が
現
実
社
会
の
下
で
置
か
れ
て
い
る
一
定
の
関
係
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
た

多
種
多
様
な
社
会
的
現
実
に
対
し
て
客
観
的
な
評
価
を
与
え
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
そ
の
主
題
が
芸
術
化
さ
れ
て
ゆ
く
創
作
の
過
程
で
、
作
品
の
対
象
と

創
作
方
法
と
の
間
に
あ
る
べ
き
必
然
の
繋
が
り
を
も
、
吟
味
し
て
ゆ
く
精
神
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
嘗
て
純
文
学
は
、
対
象
を
自
我
に
お
い
て
、
従
っ
て
読
者
と
い
う
も
の
は

作
者
の
創
作
過
程
の
内
部
へ
及
ぼ
す
有
機
的
な
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
。
自

我
が
喪
失
さ
れ
る
と
と
も
に
純
文
学
は
創
作
の
内
面
的
対
象
と
し
て
の
読
者

大
衆
で
は
な
く
、
外
面
的
な
転
身
の
足
が
か
り
と
し
て
読
者
を
意
識
し
、
大

衆
生
活
を
描
く
に
不
可
欠
な
創
作
方
法
の
探
求
は
ぬ
き
に
、
作
者
の
主
観
で
、

自
己
の
作
品
の
購
読
者
と
し
て
の
読
者
を
意
識
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
具
体

的
な
人
間
群
と
し
て
の
大
衆
は
作
品
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
な

っ
た
と
と
も
に
、
自
己
の
作
品
の
世
界
に
対
す
る
作
家
の
人
間
的
社
会
的
な

責
任
と
い
う
も
の
も
無
視
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
文
学
に
人
間
が
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
昨
今
頻
り
に
き
く
要
求
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で
あ
る
。
明
日
に
向
っ
て
人
間
の
自
己
は
、
よ
り
成
長
し
、
よ
り
責
任
あ
る

社
会
的
な
性
格
を
も
っ
て
文
学
に
甦
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
目
安
を
も
っ
て
私
た
ち
が
自
己
の
再
発
見
を
な
し
得
る
た
め
の
客
観
的

な
力
と
し
て
、
現
実
に
在
る
の
は
、
批
判
の
精
神
を
お
い
て
他
に
無
い
。

　
文
学
が
ど
ん
な
に
社
会
的
の
も
の
に
な
ろ
う
と
も
、
創
作
の
現
実
で
は
め

い
め
い
一
人
一
人
の
人
間
の
極
め
て
具
体
的
な
綜
合
的
な
社
会
意
識
の
内
部

か
ら
作
品
が
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
益
々
批
判
の
精
神
の
役
割
は
重

大
に
な
っ
て
来
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
批
判
の
精
神
の
無
私
な
努
力
だ
け

が
、
世
紀
の
諸
相
の
示
し
て
い
る
歴
史
の
制
約
と
各
自
が
属
し
て
い
る
社
会

層
の
限
界
と
の
間
に
あ
る
相
互
的
な
矛
盾
や
対
立
を
自
身
の
も
の
と
し
て
作

家
に
自
省
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
し
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
の
形
象
的
な
統

15



一
の
あ
ら
わ
れ
の
う
ち
に
そ
の
矛
盾
や
対
立
を
克
服
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
人

間
の
心
情
の
動
向
を
発
見
さ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。
〔
一
九
四
〇
年
六
月
〕
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