
人間性・政治・文学（１）

――いかに生きるかの問題――
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日
本
の
現
代
文
学
は
、
も
っ
と
も
っ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
現
実

の
歴
史
の
深
さ
、
鋭
さ
、
は
げ
し
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
文
学
精
神
と
方
法
と
の

上
に
立
て
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
欲
求
は
、
こ
ん
に
ち
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
欲
求
と
し
て
、
公
然
と
語
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
来
て
い

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
、
現
代
文
学
は
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
遠
か
ら
ず

大
い
に
変
ら
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
は
、
そ
れ
が
公
然
た
る
一

般
の
感
想
と
な
っ
て
来
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
者
（
小
説
家
、
詩

人
、
戯
曲
家
、
評
論
家
を
こ
め
て
）
に
よ
る
予
感
の
う
け
い
れ
か
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
ち
が
っ
て
表
現
さ
れ
は
じ
め
た
。
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そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
発
足
し
た
「
雲
の
会
」
が
あ
る
。
岸
田
国

士
、
福
田
恆
存
、
三
島
由
紀
夫
、
木
下
順
二
そ
の
ほ
か
相
当
の
数
の
文
学
者

た
ち
の
集
団
で
あ
る
。
小
説
や
評
論
の
現
在
の
状
態
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
一

種
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
、
「
も
っ
と
広
く
、
窓
を
外
に
開
こ
う
と
す
る
要
求
が

み
ら
れ
て
い
る
し
」
「
芝
居
が
文
学
の
広
い
領
域
か
ら
栄
養
を
摂
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
芸
術
文
学
の
ほ
か
の
領
域
で
も
同
じ
こ

と
が
云
え
る
時
代
だ
と
思
う
」
（
岸
田
国
士
、
展
望
、
十
一
月
号
座
談
会
）

と
い
う
共
通
の
見
解
の
上
に
結
ば
れ
て
い
る
の
が
「
雲
の
会
」
で
あ
る
。

　
こ
の
基
本
的
な
線
に
は
、
参
加
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
た
ち
の
文
学
的

見
解
か
ら
生
れ
た
こ
ま
か
な
内
容
が
加
わ
っ
て
い
て
、
三
島
由
紀
夫
は
次
の

よ
う
な
動
機
を
語
っ
て
い
る
。
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「
小
説
に
は
詩
の
よ
う
な
韻
律
的
拘
束
が
な
い
し
、
ま
た
は
っ
き
り
し
た
オ﹅

ル﹅
ソ﹅
ド﹅
ッ﹅
ク﹅
ス﹅
の﹅
小﹅
説﹅
の﹅
拘﹅
束﹅
が﹅
な﹅
い﹅
た﹅
め﹅
に﹅
、
そ﹅
れ﹅
を﹅
破﹅
ろ﹅
う﹅
と﹅
い﹅
う﹅
情﹅

熱﹅
が﹅
な﹅
い﹅
。
そ﹅
れ﹅
で﹅
そ﹅
れ﹅
を﹅
拘﹅
束﹅
す﹅
る﹅
手﹅
枷﹅
・
足﹅
枷﹅
み﹅
た﹅
い﹅
な﹅
も﹅
の﹅
、
そ﹅
れ﹅

を﹅
探﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
と﹅
、
は
か
ら
ず
も
芝
居
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
芝

居
は
、
ど
う
に
も
仕
方
の
な
い
形
式
上
の
拘
束
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
衝
い
て
行
け
ば
、
何﹅
か﹅
自﹅
分﹅
の﹅
情﹅
熱﹅
を﹅
形﹅
式﹅
で﹅
拘﹅
束﹅
し﹅
て﹅
、
掻﹅
き﹅
立﹅

て﹅
て﹅
ゆ﹅
く﹅
の﹅
に﹅
非
常
に
便
利
な
も
の
だ
と
思
っ
た
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い

う
も
の
を
足
掛
り
、
手
掛
り
に
し
、
中
心
に
し
て
、
ま
だ
形
を
な
さ
な
い
日﹅

本﹅
の﹅
小﹅
説﹅
に﹅
形﹅
を﹅
与﹅
え
て
ゆ
く
　
　
大
体
そ
う
い
う
気
持
な
の
で
す
」
（
同

上
）

　
福
田
恆
存
も
、
芝
居
が
「
便
利
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
は
三
島
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由
紀
夫
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
「
小
説
の
場
合
に
は
、
ウ﹅
ッ﹅
カ﹅
リ﹅
我﹅

﹅々

が﹅
ゴ﹅
マ﹅
カ﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
も﹅
の﹅
が﹅
演﹅
劇﹅
の﹅
場﹅
合﹅
に﹅
は﹅
ゴ﹅
マ﹅
カ﹅
シ﹅
が﹅
き﹅
か
な
い
。

そ
う
い
う
点
が
『
便
利
な
も
の
』
で
あ
る
。
」
「
現
代
で
は
文
学
や
小
説
が

段
々
平
面
的
に
な
っ
た
」
そ
れ
の
「
立
体
化
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に

お
い
て
は
、
全
人
性
の
獲
得
と
い
う
こ
と
と
も
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
」

（
同
上
、
傍
点
筆
者
）
「
雲
の
会
」
と
い
う
名
も
、
お
そ
ら
く
は
、
ギ
リ
シ

ァ
喜
劇
「
雲
」
へ
の
連
想
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
社
会
で
は
、
現
代
人
の
発
想
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の

具
体
的
な
試
み
が
活
溌
に
実﹅
行﹅
さ
れ
て
こ
そ
結
構
な
時
期
で
あ
る
。
ま
し
て
、

す
べ
て
の
新
劇
団
が
、
一
九
五
〇
年
は
五
・
六
月
ご
ろ
か
ら
著
し
く
財
政
困

難
に
陥
っ
て
、
熱
心
で
技
量
の
あ
る
俳
優
た
ち
が
無
給
で
奮
闘
し
て
い
る
現
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在
、
芝
居
に
新
し
い
息
吹
き
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
い
い

こ
と
だ
と
思
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
る﹅
つ﹅
う﹅
さ﹅
と
「
非
常
に
職
業
化
し
て

来
て
い
る
日
本
の
小
説
壇
」
（
小
林
秀
雄
）
の
気
風
に
虚
無
感
を
誘
い
出
さ

れ
て
、
小
説
が
「
拘
束
」
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
苦
し
み
は
じ
め

た
若
い
能
才
の
作
家
・
批
評
家
た
ち
が
、
「
ゴ
マ
カ
シ
の
利
か
な
い
」
演
劇

へ
新
し
い
芸
術
意
欲
を
か
け
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
も
、
そ
う
感
じ
て
い
る

人
々
に
と
っ
て
は
無
意
味
で
な
か
ろ
う
。
（
も
っ
と
も
小
説
や
評
論
が
、
そ

ん
な
に
ゴ
マ
カ
シ
の
き
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
様
式
か
ら
の
拘
束
が

な
い
と
、
も
て
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
覚
そ
の
も
の
が
一
つ
の
異
常
で

あ
る
が
）

　
そ
の
結
果
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
雲
の
会
」
の
よ
う
な
脱
出
の
角
度
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と
形
態
は
、
そ
の
会
に
あ
つ
ま
っ
た
人
々
に
種
々
の
試
練
を
与
え
て
成
長
さ

せ
る
か
、
或
い
は
空
中
分
解
を
さ
せ
て
し
ま
う
か
す
る
で
あ
ろ
う
ほ
か
に
、

直
接
そ
の
会
に
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
一
般
の
人
た
ち
に
、
多
く
の
問
題
を

示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
「
雲
の
会
」
そ
の
も
の
が
地
上
に
ふ
か
く
舞

い
下
り
て
、
地
の
塩
と
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
刺
戟
か
ら
更
に
新
鮮
な

機
運
が
わ
き
出
て
、
一
九
三
三
年
ご
ろ
エ
リ
カ
・
マ
ン
が
ナ
チ
ス
政
権
の
も

と
で
組
織
し
て
い
た
「
ペ
ッ
パ
ー
ミ
ル
」
（
胡
椒
小
舎
）
に
似
た
演
劇
団
が

生
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
ま
で
思
い
を
は
せ
れ
ば
、

「
雲
の
会
」
も
そ
れ
と
し
て
の
限
界
の
う
ち
に
、
お
の
ず
か
ら
一
つ
の
フ
ェ

ノ
メ
ノ
ン
で
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
芸
術
の
本
質
か
ら
い
ま
の
文
学
の
ゆ
が
み
を
照
し
出
そ
う
と
す
る

8人間性・政治・文学（１）



そ
の
企
て
の
第
一
着
で
あ
る
「
キ
テ
ィ
颱
風
」
は
、
自
他
と
も
に
あ
れ
で
は

駄
目
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
芝
居
と
い
う
も
の
は
あ
ん
な
も
の
で
は
困
る

と
思
う
」
（
小
林
秀
雄
）
と
座
談
会
で
語
ら
れ
て
、
そ
の
言
葉
は
笑
声
と
と

も
に
う
け
が
わ
れ
て
い
る
。
作
者
自
身
に
よ
っ
て
「
キ
テ
ィ
颱
風
」
に
は

「
日
本
人
の
、
た
と
え
ば
社
会
性
の
な
さ
と
か
、
そ
の
他
色
々
な
弱
点
が
皆

出
て
い
る
訳
で
す
。
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
「
つ
ま
り
芝
居
に
成
り
た
た
な

い
よ
う
な
日
本
人
の
生
活
や
心
理
の
弱
点
を
、
皆
ま
と
め
て
芝
居
に
こ
し
ら

え
ち
ゃ
っ
た
も
の
な
の
で
す
。
従
っ
て
、
あ
れ
は
一
度
っ
き
り
の
も
の
で
、

あ
と
は
あ
の
手
で
は
ゆ
か
な
い
し
、
あ
れ
で
は
ほ
ん
と
う
の
芝
居
と
い
う
も

の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
」

　
こ
れ
を
客
観
的
に
云
い
あ
ら
わ
し
て
み
る
と
、
「
キ
テ
ィ
颱
風
」
は
い
ま
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の
文
学
の
ゆ
が
み
に
解
決
の
方
向
を
示
し
た
作
品
で
は
な
く
、
社
会
と
文
学

に
あ
る
ゆ
が
み
そ
の
も
の
を
反
映
し
た
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
自
己
批
判
と

し
て
よ
み
と
ら
れ
る
。

　
伊
藤
整
は
、
「
芸
術
の
本
来
の
性
質
か
ら
、
」
「
日
本
の
実
作
家
の
ペ
ン

と
紙
と
の
間
に
入
り
こ
ん
で
、
そ
こ
で
の
結
び
つ
き
な
る
創
作
行
為
そ
の
も

の
を
変
え
る
」
何
か
の
歯
車
の
発
見
に
つ
い
て
、
不
断
の
関
心
を
示
し
て
い

る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
「
イ
デ
エ
・
近
代
の
論
理
、
人
間
の
組
み
合
わ
せ

か
た
と
し
て
の
秩
序
の
認
識
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
皮
膚
感
覚
と
暴
力
の
み

が
実
在
す
る
。
そ
の
二
つ
の
も
の
の
合
成
で
あ
る
現
在
の
日
本
文
学
は
、
日

本
そ
の
も
の
の
、
反
映
な
の
だ
」
、
カ
ミ
ュ
の
「
ペ
ス
ト
」
、
オ
オ
ウ
ェ
ル
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の
「
一
九
八
四
年
」
、
ゲ
オ
ル
ギ
ゥ
の
「
二
十
五
時
」
な
ど
が
、
日
本
の
中

堅
作
家
と
同
年
代
の
外
国
作
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば

「
明
ら
か
に
盲
目
と
無
力
と
い
う
言
葉
が
日
本
の
作
家
に
冠
せ
ら
れ
て
も
仕

方
が
な
い
」
（
「
歯
車
の
空
転
」
）
伊
藤
整
の
こ
の
感
想
は
共
感
さ
れ
る
。

彼
に
「
い
ま
の
文
学
の
ゆ
が
み
」
は
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
「
芸
術

の
本
来
の
性
質
か
ら
い
ま
の
文
学
の
ゆ
が
み
を
照
し
出
そ
う
と
す
る
企
て
」

を
も
つ
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
い
ま
の
文
学
の
ゆ
が
み
そ
の
も
の
を
、
そ
の

一
文
の
中
で
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
風
に
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
痛
ま

し
い
と
思
う
。
一
人
の
作
家
伊
藤
整
が
い
た
ま
し
い
と
い
う
よ
う
な
高
飛
車

な
感
想
で
は
な
く
、
日
本
よ
！
　
こ
う
い
う
も
の
云
い
の
あ
る
一
九
五
〇
年

の
日
本
よ
。
小
説
を
書
く
か
か
な
い
に
か
か
わ
り
な
く
そ
こ
に
生
き
て
い
る
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わ
た
し
た
ち
み
ん
な
よ
！
　
と
痛
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
近
代
的
な
小
説
の
成
立
と
い
う
問
題
を
、
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
し
情
熱

を
も
っ
て
、
わ
た
し
ど
も
の
生
き
て
い
る
き
ょ
う
の
こ
こ
ろ
に
引
き
つ
け
て

吟
味
し
よ
う
と
す
る
意
欲
は
、
抑
え
が
た
い
。
こ
ん
に
ち
、
「
明
ら
か
に
盲

目
と
無
力
と
い
う
言
葉
が
日
本
の
作
家
に
冠
せ
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
に

し
ろ
、
「
日
本
の
芸
術
の
基
本
的
方
法
は
イ
デ
エ
の
根
を
も
た
ぬ
感
覚
に
よ

る
の
だ
か
ら
、
近
代
風
な
イ
デ
エ
の
操
作
と
実
作
と
は
歯
車
が
合
わ
な
い
の

だ
」
（
同
上
）
と
い
う
、
現
状
解
明
の
場
に
と
ど
ま
り
か
ね
る
思
い
が
あ
る
。

「
巨
大
な
冷
酷
な
秩
序
の
ヒ
ダ
に
は
さ
ま
れ
て
も
が
く
虫
の
よ
う
な
存
在
と

し
て
自
己
を
意
識
し
」
て
、
そ
こ
に
伊
藤
整
の
人
間
及
び
文
学
者
と
し
て
の
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存
在
感
が
定
着
し
き
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
彼
自
身
、
き
わ
め
て
具

体
的
な
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
も
っ
て
「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の

恋
人
」
の
告
発
状
の
中
に
は
、
検
察
当
局
が
そ
の
作
品
を
ち
ゃ
ん
と
よ
ん
で

い
な
い
節
が
あ
る
こ
と
を
公
表
す
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ダ
に
は
さ
ま
れ
て
も
が
く

ど
の
虫
も
、
権
力
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
告
発
状
そ
の
も
の
が
、
訴
訟
法
に

反
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
法
廷
に
た
た
か
う
決
意

を
示
し
た
た
め
し
は
な
い
。

　
戦
争
に
反
対
し
、
戦
争
の
挑
発
に
抗
議
す
る
現
代
人
の
要
求
は
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
文
学
者
の
心
底
に
あ
る
。
し
か
し
、
平
和
愛
好
の
公
然
た
る
意

志
表
示
、
何
か
の
行
動
に
あ
た
っ
て
、
政﹅
治﹅
的﹅
に﹅
な﹅
る﹅
こ
と
は
、
意
識
し
て

さ
け
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
」
の
起
訴
問
題
は
、
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一
面
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
文
学
者
の
社
会
行
動
に
関
連
し

て
き
わ
め
て
意
味
ふ
か
い
他
の
一
面
を
語
っ
て
い
る
。

「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
」
の
問
題
に
関
し
て
、
一
部
に
は
、
つ
ま
り
は
、

翻
訳
家
た
ち
に
共
通
な
経
済
問
題
の
擁
護
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。

こ
う
い
う
経
済
主
義
的
な
考
え
か
た
に
、
わ
た
く
し
は
く
み
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
ま
た
、
「
皮
膚
感
覚
」
に
よ
っ
て
創
作
し
て
い
る
日
本
の
作
者
に

と
っ
て
ひ
と
ご
と
で
な
い
か
ら
だ
と
い
う
、
シ
ニ
ズ
ム
に
も
賛
成
し
な
い
。

「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
」
の
問
題
で
、
日
本
の
文
学
者
が
総
立
ち
に
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
類
の
理
性
の
防
衛
で
あ
り
、
権
力
の
暴
威
に

対
す
る
人
間
、
文
学
者
と
し
て
の
抗
議
で
あ
る
。
そ
こ
に
文
学
者
と
し
て
文

学
者
で
な
い
一
般
社
会
人
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
う
る
大
義
名
分
が
あ
る
。
そ
の
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大
義
名
分
に
よ
っ
て
、
文
学
者
た
ち
も
市
民
と
し
て
、
事
実
に
も
と
づ
か
な

い
根
拠
に
よ
っ
て
圧
迫
し
て
来
る
法
律
と
た
た
か
う
必
然
が
人
々
に
共
感
さ

れ
る
。
文
学
者
と
世
界
平
和
運
動
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
は
、
そ
の
こ
と
に
関

す
る
公
然
た
る
意
志
表
示
や
行
為
を
政
治
的
で
あ
る
と
し
て
さ
け
が
ち
な
日

本
の
文
学
者
も
、
こ
の
作
品
の
翻
訳
に
関
し
て
侵
略
し
て
来
た
告
発
、
思
想

と
言
論
に
対
す
る
権
力
の
圧
迫
に
は
、
面
を
そ
む
け
ず
に
た
た
か
っ
て
、
捏

造
を
拒
否
し
つ
つ
あ
る
。

　
伊
藤
整
が
、
七
月
一
日
の
朝
日
新
聞
に
「
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』

の
訳
者
と
し
て
」
書
い
た
一
文
は
、
は
な
は
だ
暗
示
に
と
ん
で
い
る
。
彼
は

云
っ
て
い
る
。
「
文
学
者
や
思
想
家
が
、
既
存
の
社
会
通
念
に
無
批
判
に
服

従
す
る
こ
と
で
の
み
仕
事
を
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
は
、
人
類
に
進
歩
が
あ
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る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
害
な
考
え
で
あ
る
。
既
存
の
社
会
通
念
を
批
評

し
訂
正
す
る
と
い
う
思
想
家
や
芸
術
家
の
働
き
が
、
現
在
の
文
化
を
形
成
し

て
来
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
こ
の
毅
然
と
し
た
数
行
に
は
、
こ
の
作
家
が
断
定
し
に
く
い
問
題
に
対
し

た
と
き
に
示
す
機
智
・
燕
が
え
し
の
修
辞
法
は
一
つ
も
な
い
。
真
正
面
か
ら
、

歴
史
の
現
実
は
、
か
く
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
憚
ら
ず
語
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
文
学
の
言
葉
で
あ
る
。
同
時
に
政
治
の
言
葉
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政

治
は
文
学
現
象
に
タ
ッ
チ
し
な
い
で
は
い
な
い
し
、
国
家
権
力
の
表
現
と
し

て
出
て
来
た
告
発
問
題
に
抗
議
し
て
闘
う
こ
と
は
、
文
学
者
と
し
て
、
最
も

直
接
に
政
治
闘
争
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
な
い
。
ど
う
い
う
形

を
通
し
て
来
て
も
政
治
と
は
、
権
力
に
関
す
る
諸
課
題
な
の
だ
か
ら
。
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自
身
の
無
智
を
意
識
し
な
い
ほ
ど
無
智
な
今
日
の
権
力
に
対
し
て
、
憤
り

を
も
っ
て
頭
を
高
く
も
た
げ
て
い
る
伊
藤
整
が
、
朝
日
に
発
表
し
た
文
章
の

冒
頭
の
数
行
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
真
実
を
、
わ
た
し
は
、
こ
の
作
者
が
近
代

的
な
小
説
の
成
立
に
ふ
れ
て
か
い
て
い
る
「
歯
車
の
空
転
」
に
補
足
し
た
い

と
思
う
。
「
既
存
の
社
会
通
念
」
の
内
容
は
複
雑
広
汎
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

既
存
の
社
会
通
念
の
一
つ
と
し
て
、
「
既
存
の
文
学
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

の
通
念
」
が
あ
り
、
ま
た
他
の
一
つ
と
し
て
「
政
治
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

の
既
存
の
通
念
」
も
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

既
存
の
社
会
通
念
と
た
た
か
っ
て
、
人
類
の
生
活
と
文
化
と
を
進
歩
さ
せ
て

来
た
の
が
芸
術
家
、
思
想
家
た
る
も
の
の
才
能
に
天
賦
の
義
務
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
ん
に
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
確
信
を
も
っ
て
「
日
本
の
芸
術
の
基
本
的
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方
法
は
イ
デ
エ
の
根
を
も
た
ぬ
感
覚
に
よ
る
の
だ
か
ら
」
近
代
の
理
性
或
は

理
念
の
操
作
は
日
本
文
学
の
現
実
の
創
作
と
く
い
ち
が
う
も
の
だ
と
い
う

「
既
存
の
通
念
」
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
ん
で
よ
い
の
だ
と
思
う
。

「
歯
車
の
空
転
」
の
な
か
で
、
伊
藤
整
は
「
こ
の
時
代
に
生
き
る
作
家
の
運

命
と
い
う
も
の
を
」
「
作
家
は
そ
の
不
調
和
を
外
界
と
人
間
の
衝
動
の
中
に

あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
と
い
う
仮
り
の
調
和
体
を
作
る
こ
と
し
か

出
来
な
い
」
も
の
と
し
て
受
取
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
や
Ｄ

・
Ｈ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
か
ら
多
く
の
も
の
を
摂
取
し
て
来
た
一
人
の
日
本
の
文

学
者
と
し
て
、
以
上
の
言
葉
は
、
そ
の
人
の
真
実
を
告
げ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
表
現
は
「
こ
の
時
代
に
生
き
る
作
家
の
運
命
」
の
す
べ
て
の
面
に

ふ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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文
学
の
た
め
に
　
　
人
類
の
理
性
の
発
展
の
た
め
に
、
国
家
権
力
の
圧
迫

と
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
文
学
者
伊
藤
整
の
こ
ん
に
ち
の
現

実
。
そ
し
て
、
そ
の
伊
藤
整
の
現
実
を
、
お
の
れ
の
生
活
と
文
学
に
も
つ
な

が
る
問
題
と
し
て
ひ
ろ
い
線
の
上
に
う
け
と
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
日
本
の
文
学
者
た
ち
の
社
会
に
対
す
る
生
存
感
。
よ
し
や
、
そ
れ
ら
の
文

学
者
の
う
ち
に
、
盲
目
と
無
力
の
要
素
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
に
し

ろ
、
や
は
り
そ
こ
に
は
、
一
九
三
三
年
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
日
本
の
一
九

五
〇
年
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。

　
権
力
は
常
に
保
守
の
要
素
を
も
つ
。
文
学
の
本
質
は
、
人
間
性
の
う
ち
に

あ
る
抑
え
が
た
い
展
開
と
発
見
へ
の
欲
求
に
立
っ
て
い
る
。
文
学
・
思
想
の

問
題
を
は
さ
ん
で
行
わ
れ
る
権
力
と
人
間
性
の
係
争
で
は
、
権
力
が
つ
ね
に
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勝
利
に
お
い
て
敗
北
し
て
来
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伊
藤
整
が
信
念
を
も
っ
て

述
べ
て
い
る
と
お
り
、
人
類
の
進
歩
が
な
り
た
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
人
間
と
し
て
当
然
な
理
性
の
主
張
は
、
「
外
界
と
人
間
の
衝
動

の
中
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
告
発
文

の
違
法
や
非
真
実
性
は
、
人
間
の
衝
動
の
中
に
あ
と
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
思
え
ば
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
現
代
文
学
は
、
衝
動
と
い
う
言
葉
に
、

理
性
の
や
み
が
た
い
抵
抗
と
、
そ
の
行
為
ま
で
を
、
包
括
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
伊
藤
整
が
、
「
美
と
い
う
仮﹅
り﹅
の﹅
調
和
体
を
つ
く
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」

日
本
の
文
学
者
の
運
命
を
い
う
と
き
、
そ
の
文
脈
の
底
に
は
、
「
日
本
の
文
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学
は
日
本
そ
の
も
の
の
反
映
な
の
だ
」
「
日
本
の
芸
術
の
基
本
的
方
法
は
イ

デ
エ
の
根
を
も
た
ず
感
覚
に
よ
る
の
だ
」
と
い
う
、
き
ょ
う
で
は
も
う
半
過

去
に
な
り
つ
つ
あ
る
事
実
に
執
し
す
ぎ
て
い
る
た
め
に
、
感
傷
を
さ
け
が
た

い
知
性
の
響
き
が
あ
る
。
「
美
と
い
う
仮﹅
り﹅
の﹅
調
和
体
」
と
い
う
と
き
、
こ

の
文
学
者
は
、
仮
り
で
な
い
美
が
人
類
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
知
覚
し
て
い

る
の
だ
。
こ
ん
に
ち
の
世
界
文
学
の
状
況
に
お
い
て
、
「
仮
り
の
調
和
体
」

と
こ
と
な
っ
た
強
壮
な
、
人
類
に
根
ざ
し
た
美
は
、
外
国
作
家
の
文
学
の
中

に
し
か
あ
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
と
い
う
島
の
国
が
面

し
て
い
る
明
日
の
運
命
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
単
純
な
見
か
た
だ
と
思
う
。

日
本
の
い
ま
の
ま
ま
の
現
代
文
学
は
、
歴
史
の
将
来
の
あ
る
期
間
に
、
と
び

散
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ふ
た
た
び
日
本
の
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民
族
が
自
身
の
文
学
を
生
み
出
す
と
き
、
そ
れ
は
、
も
は
や
「
感
覚
に
よ
る
」

基
本
的
方
法
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　
こ
の
よ
う
な
文
学
の
変
革
は
、
き
ょ
う
の
日
本
の
昼
夜
を
と
お
し
て
、
あ

の
現
象
、
こ
の
現
象
の
う
ち
に
見
え
つ
つ
、
か
く
れ
つ
つ
、
既
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
、
民
主
主
義
に
立
つ
文

学
運
動
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を
平
面
的
に
文
学
陣
営
別
に
わ
け
て
そ
の

間
で
の
ま
ま
ご
と
を
許
さ
な
い
大
き
い
底
か
ら
の
力
で
、
歴
史
の
舞
台
は
、

わ
た
し
た
ち
み
ん
な
を
の
せ
た
ま
ま
、
文
学
的
営
み
の
各
種
各
様
を
の
せ
た

ま
ま
、
ゆ
る
や
か
に
、
し
か
も
急
速
に
旋
回
し
つ
つ
、
移
っ
て
い
る
。

　
き
ょ
う
に
予
感
さ
れ
る
こ
の
推
移
と
変
革
の
過
程
で
は
、
一
九
四
五
年
八

月
か
ら
の
ち
、
日
本
の
文
学
評
論
の
上
に
活
溌
に
云
わ
れ
は
じ
め
た
「
後
進
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日
本
」
の
知
性
を
制
約
し
て
い
る
社
会
条
件
の
解
剖
さ
え
も
、
「
既
存
の
通

念
」
の
一
つ
と
化
し
は
じ
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
「
お

く
れ
た
日
本
」
に
つ
い
て
、
身
に
し
み
て
わ
か
ら
せ
ら
れ
て
来
た
し
、
し
た

が
っ
て
、
も
う
「
お
く
れ
た
日
本
」
の
、
感
覚
に
た
よ
り
主
情
に
流
れ
る
生

活
と
文
学
の
基
本
的
方
法
に
よ
っ
て
、
美
と
い
う
仮
り
の
調
和
体
を
構
成
し

て
ゆ
く
こ
と
に
は
あ
き
た
り
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
日
本
を
反
映
し
つ
つ

も
、
日
本
の
可
能
を
展
望
す
る
文
学
が
欲
望
さ
れ
る
。
こ
の
欲
望
は
は
げ
し

く
感
覚
さ
れ
る
も
の
で
、
人
間
に
理
性
を
肯
定
す
る
か
ぎ
り
、
生
の
欲
望
と

よ
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
内
容
の

範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
伊
藤
整
の
衝
動
と
い
う
用
語
を

も
っ
て
表
現
す
れ
ば
、
歴
史
に
内
包
す
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い
文
学
へ
の
潜
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在
的
な
衝
動
こ
そ
、
か
え
っ
て
多
く
の
人
間
的
欲
求
を
も
つ
文
学
者
の
頭
脳

に
反
射
作
用
し
、
逆
に
日
本
の
知
性
へ
の
不
信
を
表
明
さ
せ
も
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
歯
車
の
空
転
」
の
中
に
、
「
現
代
の
社
会
人
と
し
て
の
生
活
意
識
を
確
立

し
て
創
作
に
立
ち
も
ど
る
べ
き
だ
と
す
る
オ
オ
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
か
た
」

と
し
て
、
わ
た
し
が
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
に
ふ
れ
て
の
べ

た
考
え
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
う
す
こ
し
正
確
に
表
現
さ

れ
た
方
が
い
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
、
先
ず
「
生
活
意
識
を
確
立
し
て
」
そ

れ
か
ら
、
「
創
作
に
立
ち
も
ど
る
べ
き
だ
」
と
い
う
段
階
を
も
っ
た
考
え
か

た
を
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
風
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
先
に
た
て
て
、
あ
と
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か
ら
創
作
を
つ
け
て
ゆ
く
考
え
か
た
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
時
代
の

考
え
か
た
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
、
わ
た
し
は
、
本
当
に
豊
富
な
、
リ
ア
ル
な

文
学
を
求
め
て
現
実
に
生
き
、
そ
し
て
創
作
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
や
で
も

社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
自
分
に
、
そ
し
て
人
と
の
関
係
に
ぶ
つ
か
ら
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
で
生
き
れ
ば
、
ひ
ろ

い
意
味
で
社
会
的
意
識
の
鋭
く
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
現

し
た
い
と
思
え
ば
、
生
き
つ
つ
あ
る
現
実
に
絡
み
あ
っ
て
創
作
の
方
法
も
変

化
し
て
ゆ
か
な
い
わ
け
に
は
行
く
ま
い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
オ
オ
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
な
ら
ば
、
人
間
は
理
性
の
あ
る
も
の
で
、
発
展

的
な
人
間
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は

不
可
抗
的
に
社
会
生
活
関
係
の
う
ち
に
生
ま
れ
、
生
き
る
、
と
い
う
事
実
。
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そ
の
事
実
に
附
随
し
て
お
こ
っ
て
来
る
歴
史
的
諸
事
実
が
、
そ
も
そ
も
オ
オ

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
な
の
だ
と
考
え
る
と
思
う
。

　
文
学
に
お
け
る
社
会
性
、
あ
る
い
は
政
治
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
わ
た

し
た
ち
は
、
ま
だ
初
歩
的
な
経
験
し
か
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
今
の
と

こ
ろ
き
わ
め
て
素
朴
に
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
次
第
だ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
で
も
、
こ
の
五
年
間
に
は
、
す
べ
て
の
文
学
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
何
か

を
体
得
し
て
来
た
。
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
よ
ば
れ
る
創
作
方
法
が
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
者
た
ち
の
珍
重
す
る
ソ
ヴ
ェ
ト
わ
た
り
の
手
品
の
鞠

の
よ
う
に
傍
観
さ
れ
て
い
た
時
代
も
、
す
ぎ
た
。

　
文
学
に
お
け
る
社
会
性
の
課
題
、
政
治
と
文
学
と
の
関
係
を
文
学
の
立
場

か
ら
も
っ
と
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
は
、
日
本
の
文
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学
に
新
鮮
な
血
行
を
与
え
る
た
め
に
一
般
的
な
必
要
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

　
民
主
的
な
立
場
に
立
つ
文
学
者
は
、
裾
を
か
か
げ
て
水
中
に
ふ
み
入
っ
た

者
で
あ
る
か
ら
、
中
流
に
佇
ん
で
雲
の
う
つ
り
を
見
上
げ
て
い
て
も
意
味
が

な
い
。
率
直
に
、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
い
ろ
い
ろ
の
文
学
課
題
と
、
自
身

と
し
て
も
ま
だ
結
論
に
達
し
て
い
な
い
諸
実
験
に
つ
い
て
話
し
出
し
て
、
そ

う
い
う
風
に
文
学
を
愛
す
る
こ
こ
ろ
に
お
い
て
互
を
う
ち
ひ
ら
く
信
頼
　
　

共
通
な
発
展
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
に
、
馴
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
期
だ
と
思
う
。

　
と
く
に
政
治
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
民
主
的
な
立
場
を
も
つ
文
学
者

は
、
過
去
五
年
の
間
に
、
も
っ
と
も
っ
と
ま
め
な
報
告
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

27



な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
必
要
な
だ
け
さ
れ
な
か
っ
た
。
「
中
野
重

治
議
会
演
説
集
」
一
巻
が
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
と
文
学
と
の
問
題
が
、
一

般
文
学
の
分
野
で
考
え
ら
れ
る
場
合
、
「
中
野
重
治
議
会
演
説
集
」
そ
の
も

の
だ
け
で
は
問
題
の
解
答
に
な
ら
な
か
っ
た
。
「
楽
し
き
雑
談
」
の
中
野
重

治
、
「
五
勺
の
酒
」
の
中
野
重
治
、
そ
し
て
議
会
演
説
集
第
一
巻
を
も
つ
中

野
重
治
と
、
そ
こ
に
立
体
的
に
統
一
さ
れ
た
何
か
の
新
し
い
文
学
者
と
し
て

の
存
在
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
、
そ
の
確
立
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
ど
の
点
に

お
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
角
度
か
ら
問
題
は
き
り
こ
ま
れ
て
来
る
の

で
あ
る
。

　
民
主
的
な
作
家
が
、
こ
の
五
年
の
間
、
活
溌
な
報
告
者
と
し
て
自
身
の
活

動
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
は
、
わ
た
し
た
ち
が
多
く
の
点
で
、
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政
治
と
文
学
と
の
関
係
に
処
す
る
に
未
熟
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た

ち
の
政
治
的
な
能
力
が
低
く
て
、
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
た
め
に
、
民
主
主
義

革
命
そ
の
も
の
の
規
定
に
つ
い
て
の
、
立
ち
お
く
れ
た
認
識
に
ひ
き
ず
ら
れ

た
。
こ
の
弱
点
は
、
出
発
の
最
初
に
、
民
主
的
文
学
が
包
括
す
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
伝
統
の
評
価
を
ぐ
ら
つ
か
せ
た
し
、
そ
の
後
に
は
、
民
主
的
文

学
運
動
の
う
ち
に
占
め
る
労
働
者
階
級
の
文
学
の
位
置
づ
け
を
不
分
明
に
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
一
部
に
極
端
な
文

化
文
学
上
の
経
済
主
義
を
お
こ
す
こ
と
に
な
り
、
政
治
と
文
学
と
の
関
係
は
、

一
九
二
〇
年
代
の
初
期
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
発
芽
時
代
に
一
部
の

実
践
家
（
平
沢
計
七
そ
の
ほ
か
）
に
よ
っ
て
云
わ
れ
た
よ
う
な
、
機
械
論
に

ま
で
逆
行
し
て
行
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
過
程
に
、
民
主
的
な
文
学
者
が
、
心
に
苦
汁
を
か
み
し
め
な
が

ら
、
日
本
文
学
の
問
題
と
し
て
、
文
学
全
野
に
こ
の
問
題
を
語
り
か
け
な
か

っ
た
の
は
何
故
だ
っ
た
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
自
分
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
。

そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
民
主
的
文
学
者
と
し
て
の
わ
た
し
の
政
治
的
生
き
か
た

の
未
熟
さ
か
ら
来
て
い
る
。
自
分
の
属
し
て
い
る
政
治
の
組
織
と
、
文
学
の

大
衆
的
な
組
織
は
、
お
の
ず
か
ら
別
個
な
二
つ
の
も
の
で
あ
る
。
文
学
者
た

る
自
分
が
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
は
っ
き
り
語
っ
て
よ
い
限
度
と
、
政
治

団
体
の
内
部
の
条
件
か
ら
う
け
る
刺
戟
に
よ
っ
て
、
湧
き
立
つ
精
神
の
処
理

の
方
法
を
学
ぶ
ま
で
に
、
わ
た
し
と
し
て
長
い
訓
練
が
必
要
だ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
、
共
産
主
義
者
で
あ
る
前
に
進
歩
的
な
要
素
を
も
つ
人
間
で
あ

り
、
女
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
、
文
学
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
お﹅
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お﹅
ね﹅
を
ゆ
す
ぶ
っ
て
迫
る
政
治
の
面
で
の
問
題
を
、
技
術
と
し
て
き
り
は
な

し
政
治
の
面
で
の
規
約
に
し
た
が
っ
た
理
論
的
な
方
法
で
処
理
す
る
躾
が
身

に
つ
く
ま
で
に
、
複
雑
な
五
年
間
が
必
要
だ
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
に
は
い
っ
て
き
ょ
う
ま
で
の
十
ヵ
月
に
、
わ
た
し
と
し
て
は
、

フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
と
そ
れ
自
身
の
成
長
発
展
の
た
め
に
、
前
衛
組
織
の
規
約

は
、
ど
の
よ
う
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
厳
粛
な
事
実
を

学
ん
だ
。
こ
れ
は
革
命
の
信
義
の
課
題
で
も
あ
る
。
そ
の
半
面
、
文
学
の
分

野
で
は
ど
の
よ
う
に
語
る
べ
き
こ
と
を
ま
っ
す
ぐ
に
語
り
、
検
討
し
あ
う
責

任
が
あ
る
か
と
い
う
事
実
も
学
ん
だ
　
　
民
主
主
義
文
学
に
つ
い
て
枠
内
で

語
る
の
で
は
な
く
、
民
主
主
義
文
学
者
と
し
て
の
責
任
に
お
い
て
、
日
本
の

文
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
　
　
。
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政
治
と
文
学
の
課
題
を
選
ぶ
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
或
は
冒
険
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
わ
た
し
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
、
こ
の

年
々
に
、
一
番
多
く
の
血
を
費
し
た
の
は
、
こ
の
問
題
と
の
と
り
く
み
で
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
き
ょ
う
の
文
学
者
に
と
っ
て
は
直
接
で
あ
る
に
し
ろ

間
接
で
あ
る
に
し
ろ
い
か
に
生
き
る
か
、
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
来
て
い
る
。

菅
季
通
の
自
殺
は
、
太
宰
治
の
死
、
田
中
英
光
の
死
に
ま
さ
っ
て
、
こ
ん
に

ち
の
す
べ
て
の
良
心
に
、
人
間
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
の
表
現
と
し
て
の

政
治
と
文
学
の
関
係
、
そ
の
な
り
ゆ
き
を
注
視
さ
せ
て
い
る
。

　
こ
ん
に
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
を
よ
む
ひ
と
は
、
一
つ
の
不
便
に
め
ぐ

り
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年
に
は
い
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家

同
盟
に
属
し
な
が
ら
も
出
版
さ
れ
て
今
日
に
の
こ
っ
て
い
る
発
言
、
著
書
な
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ど
は
、
あ
る
一
部
の
人
々
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
は

別
個
の
見
解
を
も
っ
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
の
討
論
は
、
文
献
の

表
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
一
九
四
六
年
か
ら
の
ち
、
一
時
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
す

る
過
小
評
価
の
論
を
流
行
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
文
献
的
欠
陥

と
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
日
本
の
前
衛
組
織
は
非
合
法
に
お
か
れ
、
小
さ
い

規
模
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
運
動
に
、
他
の
一
つ
の
運
動
の
必
要
が
重
な
っ
て

来
て
し
ま
う
ほ
ど
、
人
的
に
も
そ
の
組
織
は
苦
し
く
働
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
及
び
当
時
の
文
化
活
動
に
は
、
多
分
に
そ
の
よ

う
な
事
情
に
あ
る
前
衛
的
性
格
が
お
り
こ
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
大
衆
的
な
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文
学
団
体
で
あ
る
同
盟
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
作
家
が
当
時
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
他
の
人
々
の

よ
う
に
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
場
面
と
し
て
の
、
個
々
的
な
発
言
を
抑
え

ら
れ
た
。
組
織
の
内
の
こ
と
は
、
組
織
の
内
で
解
決
す
る
べ
き
も
の
だ
、
と

い
う
こ
と
が
、
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
の
論
議
と
、
文
学
問
題
一
般
に
つ
い

て
の
発
言
と
の
け
じ
め
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
る
立
場
と
し
て
、
求

め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
現
在
、
こ
の
状
態
は
、
一
変
し
て
い
る
。
政
党
が
存
在
し
て
い
る
。
労
働

組
合
も
あ
る
。
多
く
の
文
化
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
に
お
い
て
存

在
し
て
い
る
。
民
主
的
な
文
学
者
と
し
て
文
学
の
諸
問
題
を
語
る
こ
と
は
わ

た
し
の
属
す
文
学
団
体
そ
の
も
の
の
内
部
を
語
る
こ
と
で
さ
え
も
あ
り
得
な
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い
。

　
こ
の
了
解
に
立
っ
て
、
わ
た
し
は
語
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
一
年
一
月
〕
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