
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争

ー
ナ
ル
プ
解
体
後
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
ー

桑
　
尾
　
光
太
郎

［
キ
ー
ワ
ー
ド

①
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
　
②
ナ
ル
プ
解
体

④
　
“
階
級
的
独
自
性
”
　
　
　
⑤
　
人
民
戦
線

③
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
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は
じ
め
に

　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
新
し
い
文
学
理
論
と
し
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動

に
対
す
る
弾
圧
が
苛
烈
を
極
め
た
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
だ
っ
た
。
翌
三
四
年
二
月
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
（
ナ
ル

プ
）
は
解
散
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
そ
の
解
体
声
明
書
の
な
か
で
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
創
造
社
会

主
義
的
競
争
」
の
指
針
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ナ
ル
プ
に
所
属
し
て
い
た
作
家
た
ち
は
ソ
ビ
エ
ト
の
創
作
方
法
を
積
極
的
に
摂
取

す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
の
再
生
を
め
ざ
し
た
。
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で
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
。

川
口
浩
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

一
九
三
四
年
末
、

　
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
移
植
さ
れ
た
当
初
は
、
旧
ナ
ル
プ
の
ほ
と
ん
ど
全
員
に
よ
つ
て
、
歓
呼
の
拍
手
を
も
つ

て
迎
へ
ら
れ
た
。
と
か
く
こ
の
場
合
の
熱
烈
な
歓
迎
は
、
よ
り
多
く
、
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
の
批
判
と
、
官
僚
的
図
式
的

批
評
の
排
撃
と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
推
せ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
新
し
い
道
が
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
な
ん

ら
か
の
他
の
道
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
も
し
も
そ
れ
が
彼
ら
を
悩
ま
し
て
ゐ
た
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
の
呪
縛
と
官
僚
的
批

判
の
栓
楷
を
打
破
す
る
も
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
や
は
り
同
じ
や
う
な
拍
手
を
も
つ
て
迎
へ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の

呪
縛
と
栓
桔
と
が
一
応
と
り
の
ぞ
か
れ
た
現
在
、
人
々
は
そ
つ
と
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
神
棚
に
ま
つ
つ
て
ゐ
る
か
に
見

え
る
。
だ
か
ら
こ
の
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
移
入
は
、
過
去
の
病
根
の
切
除
と
い
ふ
消
極

的
な
意
義
は
も
つ
た
に
し
て
も
、
建
設
的
意
義
を
ど
れ
ほ
ど
発
揮
し
て
ゐ
る
か
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
疑
問
と
い
は
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
向
を
導
く
と
こ
ろ
の
統
一
的
旗
印
と
な
つ
て
ゐ
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
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社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
創
作
方
法
論
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
も
っ
て
い
た
政
治
性
ー
文
学

は
日
本
の
現
実
に
ど
う
対
処
す
る
か
！
を
清
算
す
る
こ
と
（
非
政
治
化
）
で
、
作
家
の
創
作
活
動
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
面
を

も
っ
て
い
た
。
　
「
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
の
呪
縛
と
官
僚
的
批
判
の
栓
桔
」
は
、
共
産
党
の
影
響
下
に
お
か
れ
た
コ
ッ
プ
（
日
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本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
連
盟
）
・
ナ
ル
プ
（
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
）
　
の
組
織
構
造
が
作
家
に
要
請
し
た
政
治
的
任
務
か

ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
ナ
ル
プ
解
体
と
相
ま
っ
て
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
作
家
の
非
政
治
化
を
合
理
化
す
る
役
割
を
果
し

（
2
）

た
。
従
っ
て
、
個
々
の
作
家
の
活
動
を
刺
激
す
る
合
言
葉
に
は
な
っ
て
も
、
組
織
的
な
文
学
運
動
を
再
建
す
る
論
理
に
は
な
り
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
川
口
の
い
う
よ
う
に
作
家
た
ち
の
間
に
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
社
会
主
義
が
め
ざ
ま
し
く
発
展
す

る
ソ
ビ
エ
ト
の
創
作
方
法
で
あ
る
と
絶
対
化
し
、
内
容
も
問
わ
な
い
ま
ま
金
科
玉
条
と
し
て
済
ま
せ
て
し
ま
う
傾
向
が
生
ま
れ
た
。

　
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
傾
向
に
久
保
栄
・
神
山
茂
夫
・
伊
藤
貞
助
が
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
。
彼

ら
は
創
作
方
法
論
に
政
治
性
を
取
り
戻
す
こ
と
で
、
「
人
々
は
そ
つ
と
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
神
棚
に
ま
つ
つ
て
ゐ
る
」
状

況
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
森
山
啓
・
中
野
重
治
が
反
駁
し
、
雑
誌
『
文
学
評
論
』
を
中
心
に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ

ム
論
争
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
論
争
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
政
治
性
を
強
調
す
る
か
、
そ
れ
と
も
政
治
性
を
抜
き
に
し
て
作
家
の
創
作
活

動
を
擁
護
す
る
か
と
い
う
、
　
「
政
治
と
文
学
」
の
問
題
の
根
幹
に
か
か
わ
る
本
質
を
も
っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
調

の
主
唱
者
だ
っ
た
神
山
茂
夫
（
一
九
〇
五
～
一
九
七
四
）
と
森
山
啓
（
一
九
〇
四
～
一
九
九
一
）
を
中
心
に
、
論
争
の
行
方
と
、

そ
の
も
た
ら
し
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
　
神
山
茂
夫
・
伊
藤
貞
助
の
ナ
ル
プ
解
散
批
判

神
山
茂
夫
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
に
は
前
史
が
あ
る
。
神
山
は
盟
友
の
伊
藤
貞
助
（
一
九
〇
一
～
一
九
四
七
）

と
と
も

一39一
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に
、
雑
誌
『
文
化
集
団
』
に
ナ
ル
プ
解
散
反
対
の
論
陣
を
張
っ
た
。
二
人
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
は
、
ナ
ル
プ
解
散
と
い

う
組
織
問
題
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
伊
藤
の
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
！
　
日
和
見
主
義
的
リ

ア
リ
ズ
ム
が
！
」
（
筆
名
佐
分
武
、
『
文
化
集
団
』
一
九
三
四
年
四
月
）
を
紹
介
す
る
。

　
伊
藤
は
「
理
論
的
に
、
解
散
が
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
、
そ
れ
は
議
論
の
余
地
が
な
い
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
断
固
と
し
て

正
し
く
な
い
」
と
断
言
し
た
。
伊
藤
は
解
散
が
「
或
る
意
味
に
於
て
は
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
理
解
」
し
な
が
ら
、
　
「
ナ
ル
プ

中
央
部
が
時
の
流
れ
に
よ
つ
て
打
ひ
し
が
れ
敗
北
す
る
こ
と
は
歴
史
的
必
然
と
し
て
合
理
化
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」
と
す
る
。

必
然
だ
が
正
し
く
な
い
と
い
う
一
見
か
た
く
な
な
主
張
に
は
、
困
難
な
現
実
に
直
面
し
た
文
学
運
動
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
意
識
が
強
く
存
在
し
て
い
た
。
現
実
の
社
会
情
勢
に
よ
っ
て
解
散
を
必
然
と
受
け
止
め
る
に
と
ど
ま
り
、
結
局
現
状
肯
定

に
落
ち
着
い
た
多
く
の
作
家
た
ち
と
は
逆
に
、
情
勢
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
伊
藤
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
の
政
治
性

を
強
調
し
た
。
伊
藤
の
ナ
ル
プ
解
散
反
対
論
は
当
然
、
非
政
治
化
の
論
理
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対

す
る
批
判
に
続
く
。

　
ソ
ビ
エ
ト
と
日
本
の
現
実
と
の
差
異
を
見
な
い
ま
ま
、
あ
る
い
は
日
本
の
現
実
と
創
作
方
法
の
あ
り
方
と
を
区
別
し
て
社
会
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
主
唱
す
る
作
家
た
ち
を
、
伊
藤
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
鵬
鵡
達
」
と
郷
楡
し
た
。
伊
藤
に
と
っ
て
最
大
の

関
心
事
は
、
文
学
運
動
が
現
実
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
得
る
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ソ
の
創
出
だ
っ
た
。
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こ
の
国
の
労
働
者
農
民
及
び
一
切
の
勤
労
民
の
置
か
れ
た
生
活
的
真
実
、
既
に
述
べ
た
や
う
な
暗
黒
と
飢
と
…
…
…
…
と

…
・
：
の
真
実
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
直
面
し
つ
玉
あ
る
…
…
、
彼
等
の



明
日
の
た
め
に
役
立
つ
、
明
日
の
た
め
に
彼
等
を
教
育
し
、
…
…
せ
し
め
る
様
に
描
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
1
農
民
を
そ
の
封

建
的
泥
檸
の
中
か
ら
救
ひ
出
し
、
一
切
の
勤
労
民
の
…
…
の
た
め
に
助
力
し
、
然
も
彼
等
と
結
ん
で
自
ら
を
と
き
放
つ
た
め
の

途
を
突
進
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
ふ
、
二
重
の
複
雑
な
任
務
を
解
決
す
る
た
め
に
、
昨
日
を
示
し
、
亦
明
日
を
示
し
、
今
日
の
日

に
役
立
ち
、
…
…
対
…
…
の
突
角
の
…
…
…
…
…
…
の
日
に
準
備
す
る
や
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
「
：
：
：
」

は
伏
字
部
分
）
。

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
伊
藤
は
文
学
運
動
の
新
た
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
　
「
…
…
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
提
唱
し
た
。
そ
の
内
容
は
具
体
的
に
語
ら
れ

る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
非
政
治
化
と
、
そ
れ
に
伴
っ
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム

受
容
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
て
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
は
「
自
ら
労
働
者
農
民
、
一
切
の
勤
労
民
の
文
学
老
で
あ
る
と
自
負

す
る
作
家
は
、
角
度
を
失
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
。
角
度
と
は
何
か
P
　
弁
証
法
的
唯
物
論
の
世
界
観
を
持
つ
て
…
…
・
…
：
：
・
…

…
な
意
識
で
は
な
い
。
勤
労
民
に
味
方
す
る
も
の
」
…
…
…
…
情
熱
ー
怒
り
1
良
心
を
さ
す
の
で
あ
る
」
と
、
ナ
ル
プ
解
散

批
判
を
結
ぶ
。
「
角
度
」
1
1
「
情
熱
ー
怒
り
1
良
心
」
と
は
、
日
本
の
現
実
に
あ
っ
て
は
革
命
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ

ろ
が
ナ
ル
プ
解
散
と
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
受
容
に
は
、
そ
の
「
角
度
」
が
失
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
伊
藤

の
主
張
の
核
心
で
あ
っ
た
。
単
純
明
快
、
か
つ
堅
持
す
る
こ
と
の
困
難
な
「
角
度
」
を
も
っ
て
、
伊
藤
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

非
政
治
化
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
文
化
集
団
』
一
九
三
四
年
五
月
号
で
は
特
集
「
ナ
ル
プ
解
体
に
関
す
る
大
衆
的
討
論
」
が
組
ま
れ
、
上
原
清
三
（
神
山
茂
夫
）

ほ
か
一
〇
名
の
読
者
投
稿
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
伊
藤
に
呼
応
し
て
す
べ
て
が
解
散
反
対
の
態
度
を
取
り
、
①
ナ
ル
プ
解
散
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後
に
お
け
る
運
動
方
針
の
明
確
化
、
②
旧
ナ
ル
プ
指
導
部
、
ひ
い
て
は
過
去
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
対
す
る
自
己
批
判
、

③
①
②
に
関
連
し
た
大
衆
的
討
論
の
実
施
、
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
神
山
の
「
「
左
翼
」
作
家
へ
の
抗
議
」
は
、
ナ
ル
プ
解
散
の

誤
謬
と
指
導
部
の
無
責
任
と
を
糾
弾
し
、
ナ
ル
プ
幹
部
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
君
達
の
解
体
「
理
由
」
が
正
し
い
と
思
ふ
な
ら
、
未
だ
「
良
心
」
て
奴
が
残
つ
て
ゐ
る
な
ら
、
責
任
を
感
ず
る
な
ら
公
然
と

む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

述
ぺ
よ
。
お
そ
蒔
き
で
も
い
工
大
衆
討
論
を
組
織
せ
よ
そ
こ
で
我
々
は
、
堂
々
と
討
論
し
よ
う
で
は
な
い
か
！

　
「
過
去
の
全
活
動
の
徹
底
的
自
己
批
判
」
と
、
　
「
創
作
方
法
上
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
の
訂
正
」
と
「
情
熱
に
応
じ
た
再
組
織
」
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

々
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
ナ
ル
プ
の
大
会
を
開
催
し
「
改
編
」
を
含
め
て
今
後
の
方
針
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
初
出
誌

で
の
伏
字
部
分
は
圏
点
で
示
し
、
　
『
神
山
茂
夫
著
作
集
』
第
一
巻
コ
一
＝
書
房
　
一
九
七
五
年
］
に
よ
っ
て
補
充
し
た
。
神
山

の
引
用
資
料
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
）

一42一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
「
大
衆
的
討
論
」
の
要
求
に
こ
た
え
、
　
『
文
化
集
団
』
は
次
号
で
も
解
散
問
題
を
特
集
し
、
「
「
解
体
」
の
当
時
老
た
る
旧
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

プ
中
央
部
の
人
々
、
及
び
有
力
な
メ
ン
バ
ー
に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
た
黛
く
つ
も
り
」
と
予
告
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
翌
六
月
号
に
は
、
ナ
ル
プ
解
散
に
つ
い
て
の
意
見
は
一
つ
も
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
伊
藤
や
神
山
が
『
文
化
集
団
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

寄
稿
し
た
論
文
も
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
伊
藤
や
神
山
の
主
張
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
多
く
に
嫌
悪
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
政
治
的
重
圧
か
ら
逃
れ
る
た
め
ナ

ル
プ
を
解
散
し
、
創
作
実
践
の
発
展
を
期
し
て
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
支
持
し
た
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
主
に
組
織
論
の
見
地
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か
ら
解
散
に
反
対
し
た
こ
と
は
、
創
作
活
動
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

　
森
山
啓
は
、
「
最
近
の
「
文
化
集
団
」
に
の
つ
た
佐
分
、
上
原
と
い
ふ
二
氏
の
論
文
は
、
解
散
の
手
続
に
誤
り
が
あ
つ
た
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　

「
闘
は
ざ
る
敗
北
」
で
あ
つ
た
と
か
論
じ
て
ゐ
る
が
、
一
読
し
て
い
か
さ
ま
も
の
で
あ
り
、
陽
気
な
尻
尾
を
も
つ
た
野
次
馬
で
あ

る
こ
と
が
分
る
」
（
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
現
勢
」
　
『
中
央
公
論
』
一
九
三
四
年
七
月
、
傍
点
原
文
）
と
、
嘲
笑
ま
じ
り
に
非
難

し
た
。
森
山
に
は
伊
藤
ら
の
批
判
の
核
心
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
「
角
度
」
の
問
題
と
大
衆
的
討
論
の
要
求
に
あ
る
こ
と
を

理
解
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
作
家
は
、
伊
藤
や
神
山
の
主
張
を
批
判
の
対
象
に
さ
え
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
「
大

衆
的
討
論
」
の
要
求
は
黙
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
　
神
山
茂
夫
の
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム

　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
は
ど
ん
な
見
透
し
を
持
つ
て
ゐ
る
の
か
？
　
と
云
ふ
問
題
に
一
般
的
に
答
へ
る
こ
と
は
間
違
で
あ

る
。
そ
れ
は
そ
の
国
の
、
そ
の
時
期
の
、
そ
の
階
級
関
係
、
殊
に
そ
の
国
の
支
配
階
級
の
文
化
政
策
に
対
応
し
て
定
め
ら
れ
る
」

（「

v
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
戦
線
の
見
透
し
」
　
『
生
き
た
新
聞
』
一
九
三
五
年
一
月
）
と
す
る
神
山
茂
夫
に
、
　
「
見
透
し
」
を
与
え
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
く
三
二
年
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
神
山
は
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
て
、
次
の
よ
う
に
「
見
透
し
」
を
定
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
地
主
が
権
力
を
握
り
、
そ
れ
が
、
大
き
く
、
野
蛮
的
な
、
半
封
建
的
搾
取
を
や
つ
て
居
り
、
労
働
運
動
抑
圧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

当
面
し
て
ゐ
る
国
、
し
か
も
そ
の
国
の
特
殊
の
溝
成
的
矛
盾
、
経
済
的
政
治
的
矛
盾
に
よ
つ
て
、
む
し
ろ
自
然
発
生
的
な
ブ
ル

一43一
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む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
が
必
然
で
あ
り
、
そ
の
社
会
主
義
革
命
へ
の
急
速
な
転
化
の
可
能
性
の
多
い
国
か
玉
る
国
々
で
は
「
労

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

働
者
階
級
の
多
数
者
獲
得
」
で
は
な
く
、
先
づ
全
般
的
人
民
闘
争
の
中
に
於
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
確
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

す
る
こ
と
が
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
こ
x
で
は
「
多
数
者
獲
得
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
続
発
す
る
大
衆
運
動
に
参
加
し
、
基
準

と
方
向
と
指
導
を
与
へ
る
こ
と
が
任
務
で
あ
る
。
（
同
前
）

　
以
上
の
任
務
は
、
　
「
運
動
全
体
の
一
部
で
あ
る
文
化
運
動
」
に
も
課
せ
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
い
て
も
、

む
　
む
　
む
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

「
文
化
組
織
の
組
織
的
基
礎
を
ど
こ
に
お
く
か
、
ど
ん
な
層
を
動
員
す
べ
き
か
の
問
題
が
、
従
つ
て
ナ
ル
プ
の
再
組
織
の
問
題
が
」

（
同
前
）
、
　
「
見
透
し
」
に
沿
っ
た
形
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
し
か
し
ナ
ル
プ
解
散
後
に
お
け
る
文
学
運
動
は
、
　
「
革
命
的
文
化
運
動
の
危
機
を
叫
ぶ
者
は
多
い
。
と
こ
ろ
が
只
の
一
人
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

こ
の
戦
略
的
問
題
を
大
胆
に
提
起
し
て
ゐ
る
も
の
は
い
な
い
」
状
態
に
あ
っ
た
。
　
「
革
命
的
文
化
運
動
の
真
の
危
機
は
、
危
機
そ

の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
に
こ
こ
に
、
即
ち
危
機
の
本
質
的
根
拠
の
追
及
を
全
く
放
棄
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ

る
」
（
同
前
）
。
神
山
に
と
っ
て
真
の
危
機
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
非
政
治
化
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
運
動
へ
の
無
批
判
・

現
状
肯
定
で
あ
っ
た
。

　
神
山
は
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
批
判
」
（
『
生
き
た
新
聞
』
三
五
年
二
月
）
を
発
表
し
、
創
作
方
法
論
に
参
加
し
た
。
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
国
は
社
会
的
経
済
的
構
成
に
お
い
て
、
か
の
国
に
お
く
れ
て
ゐ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
当
面
封
建
勢
力
の
清

む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

掃
を
戦
略
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
跳
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
客
観
的
現
実
の
差
異
、
全
見
透
し
の
差
異
が
あ
る
」
と
現

状
を
把
握
す
る
神
山
に
と
っ
て
、
文
学
運
動
に
は
「
単
な
る
創
作
或
は
批
評
の
方
法
の
問
題
で
は
な
い
」
、
「
作
家
の
プ
ロ
レ
タ
リ

一44一
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む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

ア
ー
ト
に
対
す
る
積
極
的
態
度
お
よ
び
全
国
的
な
統
一
的
組
織
の
結
成
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
の
、
文
学
及
び
批
評
の
基
準
と
し
て

の
文
学
ス
ロ
ー
ガ
ソ
」
が
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
「
今
日
の
こ
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
の
支
持
者
と
自
称
し
て
い
る
多
く
の
人
々
」
は
、
　
「
社
会
主
義
が
我
国
の
現
実
に
一
定
の
前
提
条
件
と
し
て
存
在
し
て
ゐ

る
こ
と
を
一
面
的
に
評
価
し
、
何
よ
り
全
体
的
な
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
経
済
的
諸
制
度
を
見
失
ひ
、

他
方
そ
の
変
革
に
一
定
の
独
自
性
を
も
つ
て
参
加
す
べ
き
文
学
の
積
極
的
役
割
を
過
少
評
価
し
、
且
つ
「
社
会
主
義
」
と
い
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

つ
の
政
治
的
傾
向
を
か
つ
ぎ
廻
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
全
人
民
的
文
学
の
建
設
と
そ
の
指
導
を
放
棄
し
、
最
後
に
自
ら
の
文
学
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

の
再
建
を
回
避
し
て
い
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
彼
ら
は
、
心
で
何
を
思
つ
て
い
る
に
せ
よ
、
客
観
的
に
は
敗
北
現
象
や
解
体
的
現

象
の
「
理
論
」
的
擁
護
者
の
役
割
を
現
実
に
演
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
達
は
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
支
持
す
る
と
い
う
こ
と

だ
け
を
前
面
に
出
し
、
他
の
問
題
を
背
後
に
押
し
や
り
、
国
の
真
に
リ
ア
ル
な
姿
に
目
を
お
ほ
つ
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
神
山
は
、
　
「
こ
の
国
」
に
お
け
る
文
学
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
の
か
。
神
山
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

文
学
の
指
導
下
に
お
け
る
全
人
民
的
革
命
文
学
、
革
命
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
内
に
含
む
と
こ
ろ
の
「
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
」
を

提
唱
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。

　
単
に
「
社
会
主
義
」
的
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
に
お
け
る
凡
ゆ
る
政
治
的
傾
向
の

む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

革
命
文
学
ー
国
の
革
命
の
性
質
が
強
行
的
に
社
会
主
義
に
転
化
す
る
可
能
性
を
も
つ
と
は
い
え
、
当
面
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主

む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

義
的
な
の
だ
か
ら
ま
と
ま
つ
た
政
治
的
傾
向
を
も
た
ず
思
想
も
も
た
ず
と
も
、
又
農
民
的
に
、
都
市
貧
民
的
に
、
或
は
民
族
的

一45一
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む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
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に
そ
の
階
級
的
立
場
や
層
が
違
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
米
と
平
和
と
自
由
と
い
ふ
点
で
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
全
人
民
文
学
の

統
一
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
る
。

　
神
山
は
「
社
会
主
義
革
命
へ
の
強
行
的
転
化
の
傾
向
を
も
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
々
義
革
命
」
と
い
う
、
三
二
年
テ
ー
ゼ
に
沿
っ

た
文
学
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
う
ち
だ
し
た
。
そ
の
主
張
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
を
当

面
の
目
標
に
お
く
こ
と
で
、
　
「
革
命
的
文
学
運
動
」
の
担
い
手
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
神
山
は
ス
ロ
ー
ガ
ソ
に
明

確
な
政
治
目
標
を
与
え
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
傾
向
や
思
想
を
ふ
く
む
統
一
戦
線
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
成
長
す
る
こ
と
を

期
待
し
た
。
神
山
の
「
見
透
し
」
は
、
非
政
治
化
に
陥
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
現
実
変
革
の
契
機
を
与
え
、
さ
ら
に
多
様
な

階
層
を
含
む
統
一
戦
線
の
組
織
と
い
う
、
具
体
的
な
運
動
方
針
を
う
ち
だ
し
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
三
二
年
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
統
一
戦
線
論
に
は
、
人
民
戦
線
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
契
機
と
な
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
認
識
、

と
く
に
日
本
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
天
皇
制
と
の
関
係
の
認
識
に
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
。
神
山
は
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
「
米

と
平
和
と
自
由
と
い
う
点
で
一
致
す
る
と
こ
そ
の
全
人
民
文
学
の
統
一
的
ス
ロ
ー
ガ
ソ
」
と
説
き
、
そ
の
中
に
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

を
含
め
な
か
っ
た
。

　
『
生
き
た
新
聞
』
一
九
三
五
年
一
月
号
に
は
神
山
の
「
幽
霊
フ
ア
ツ
シ
ヨ
論
」
が
、
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
戦
線
の
見
透
し
」

と
並
ん
で
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
の
最
終
形
態
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
自
己

の
支
配
を
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
日
本
に
あ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
実
態
は
、
　
「
幽
霊
フ
ア
ツ
シ
ョ
イ
ク
オ
ー
ル
「
封
建
勢
力
の
増

大
」
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
神
山
は
日
本
に
顕
在
化
し
て
い
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
現
象
を
、
　
「
む
し
ろ
派
生
的
な
副
次
的
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な
も
の
」
に
過
ぎ
ず
「
封
建
的
勢
力
の
本
質
と
、
そ
の
最
近
の
強
化
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
み
役
立
つ
て
ゐ
る
」
と
見
た
。
こ
う
し

た
見
地
か
ら
は
、
封
建
的
勢
力
の
打
倒
を
目
標
と
し
た
場
合
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
は
革
命
の
本
質
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
認

識
が
生
ま
れ
る
。
神
山
に
お
け
る
天
皇
制
打
倒
と
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
の
峻
別
も
、
三
二
年
テ
ー
ゼ
で
強
調
さ
れ
た
社
会
フ
ァ

シ
ズ
ム
論
の
引
き
写
し
だ
っ
た
。

　
神
山
が
描
く
統
一
戦
線
と
は
、
　
「
階
級
的
立
場
や
層
が
違
っ
て
い
る
」
作
家
た
ち
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下

に
統
一
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
下
か
ら
の
」
統
一
が
成
立
条
件
だ
っ
た
。
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
統
一
戦
線
の
目
標
と

な
ら
な
け
れ
ぽ
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
志
向
す
る
自
由
主
義
作
家
た
ち
は
、
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
か
ら
除
外
さ
れ

る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
他
の
階
級
的
立
場
に
あ
る
作
家
と
の
共
同
闘
争
、
と
い
う
意
味
で
の
統
一
戦
線
の
意
義
は
失
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
三
二
年
テ
ー
ゼ
自
身
の
矛
盾
ー
統
一
戦
線
志
向
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
認
識
に
示
さ
れ
る
セ
ク
ト
性

ー
を
孕
ん
で
お
り
、
階
級
枠
を
超
え
た
と
い
う
意
味
で
の
、
人
民
戦
線
的
な
発
想
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
藤
森
成
吉
が
プ
ロ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

タ
リ
ア
作
家
と
自
由
主
義
的
作
家
と
の
協
力
を
説
い
て
い
た
こ
と
を
、
神
山
は
次
の
よ
う
に
非
難
を
し
て
い
る
。
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労
働
者
農
民
の
革
命
的
民
主
的
独
裁
を
め
ざ
す
場
合
、
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
の
場
合
の
同
盟
者
は
、
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

お
よ
び
都
市
貧
民
と
で
あ
り
、
妥
協
的
、
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
孤
立
化
さ
せ
る
こ
と
に
主
要
努
力
を
む
け
る
。

（
中
略
）
藤
森
の
自
由
主
義
と
の
同
盟
論
は
大
問
違
ひ
で
、
「
政
論
的
に
」
語
る
か
ぎ
り
、
逆
に
自
由
主
義
と
対
立
し
、
同
盟
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

と
し
て
の
民
主
々
義
的
農
民
及
び
都
市
貧
民
の
上
に
お
け
る
影
響
と
指
導
権
を
争
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
自
由
主
義
者
と
の
同
盟
ど
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こ
ろ
か
、
正
に
彼
ら
に
向
か
つ
て
攻
撃
を
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
新
聞
』
一
九
三
五
年
三
月
）

（「

ｶ
壇
の
諸
大
家
へ
一
言
ず
つ
」
『
生
き

　
神
山
の
「
幽
霊
フ
ァ
ッ
シ
ョ
論
」
は
、
野
坂
参
三
ら
に
よ
る
『
国
際
通
信
』
で
、
　
「
来
る
べ
き
政
府
に
は
、
天
皇
制
要
素
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
緊
密
に
、
よ
り
強
力
に
結
び
つ
い
た
独
占
資
本
が
政
治
的
重
要
性
を
倍
加
す
る
で
あ
ら
う
事
実
」
を
見
落
と
し
て
い
る
と
批
判

さ
れ
た
。
　
『
国
際
通
信
』
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
認
識
は
、
日
本
の
共
産
主
義
者
が
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
目
標
と
す
る
自
由
主

義
者
や
社
会
民
主
主
義
者
と
の
共
同
闘
争
ー
人
民
戦
線
の
結
成
ー
へ
向
か
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
一
方
神
山
も
三
二
年
テ

ー
ゼ
の
矛
盾
を
内
包
し
な
が
ら
、
共
産
主
義
者
と
社
会
民
主
主
義
者
と
の
協
力
に
よ
る
『
労
働
雑
誌
』
の
創
刊
準
備
を
す
す
め
て

　
　
　
　
（
8
）

い
た
と
い
う
。

　
し
か
し
神
山
は
、
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
人
民
戦
線
的
な
方
向
へ
導
く
暇
も
な
く
、
一
九
三
五
年
七
月
伊
藤
貞
助
ら
と
と
も
に

共
産
党
再
建
容
疑
で
検
挙
さ
れ
た
。
人
民
戦
線
へ
の
発
展
の
可
能
性
を
少
な
か
ら
ず
有
し
て
い
た
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
主
唱

者
を
奪
わ
れ
、
理
論
的
成
長
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一48一

三
　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
擁
護
ー
森
山
啓
1

　
「
あ
ら
ゆ
る
文
学
方
法
と
様
式
の
そ
の
本
質
、
根
本
的
性
格
を
規
定
す
る
も
の
は
、
下
部
構
造
一
般
で
は
な
く
て
、
階
級
社
会

で
は
そ
の
文
学
の
代
表
す
る
階
級
層
の
特
定
時
代
に
お
け
る
実
践
な
の
で
あ
る
」
（
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
「
批
判
」
」
『
文



学
評
論
』
一
九
三
五
年
三
月
）
と
い
う
の
が
、
森
山
啓
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
森
山
に
と
っ
て
、
日
本
の
社
会
情
勢
や
階
級

闘
争
へ
の
展
望
に
合
わ
せ
て
創
作
ス
ロ
ー
ガ
ソ
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
作
家
の
創
作
家
践
お
よ
び
主
体
性
の
無
視
を
意
味
し
た
。

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
吾
々
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
方
法
に
つ
い
て
語
り
得
る
。
吾
々
は
農
民
及
び
小
市
民
層
の
…
…
的
文
学
に
つ
い
て
語
り
得

る
。
そ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
獲
得
以
前
の
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
文
学
の
具
体
的
な
任
務
と
農
民
及
び
小

市
民
の
…
…
的
文
学
と
の
同
盟
に
つ
い
て
語
り
得
る
し
又
知
り
得
る
。
だ
が
吾
々
は
そ
の
た
め
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
階
級

的
独
自
性
の
抹
消
が
あ
り
え
な
い
こ
と
、
　
「
…
…
的
文
学
」
一
般
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
自
明
の
こ
と
と
知
つ
て
ゐ
る
。
し

か
る
に
北
君
（
北
厳
二
郎
”
神
山
茂
夫
、
引
用
者
注
）
ら
は
、
巧
妙
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
独
自
性
を
消
し
て
ゐ
る
。
し
か

も
吾
々
の
作
家
の
仕
事
か
ら
、
単
に
小
市
民
性
の
み
を
引
き
出
し
て
、
客
観
的
に
は
明
か
な
る
嘲
笑
を
あ
び
せ
る
の
み
で
激
励

を
も
つ
て
具
体
的
批
判
を
せ
ず
、
揚
句
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
側
へ
の
僅
か
な
努
力
や
、
そ
の
可
能
性
を
見
ず
に
、
　
「
…

…
的
」
文
学
の
堵
内
に
と
ど
ま
ら
せ
て
ゐ
る
。
（
同
前
）

　
森
山
は
神
山
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
「
階
級
的
独
自
性
の
抹
消
」
と
非
難
す
る
。
前
に
見

た
と
お
り
神
山
の
主
張
は
運
動
論
・
組
織
論
で
あ
り
、
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
獲
得
以
前
の
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
文
学
の
具
体
的
な
任
務
と
農
民
及
び
小
市
民
の
…
…
的
文
学
と
の
同
盟
に
つ
い
て
」
語
っ
た
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
政
治
性
を
付
与
さ
せ
よ
う
と
す
る
主
張
が
、
森
山
に
と
っ
て
は
階
級
的
独
自
性
の
抹
消
な
の
で
あ
る
。

　
平
野
謙
は
神
山
の
主
張
を
、
　
「
主
と
し
て
革
命
運
動
再
建
の
立
場
に
た
つ
一
種
の
政
策
論
、
戦
術
論
」
で
あ
り
「
文
学
理
論
上

一49一



社会主義リアリズム論争（桑尾光太郎）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
問
題
提
起
と
し
て
み
れ
ぽ
、
内
部
事
情
に
く
ら
い
政
論
者
流
の
政
策
論
」
と
評
し
た
。
そ
の
た
め
に
文
学
理
論
と
し
て
社
会
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
論
じ
た
森
山
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
と
見
て
い
る
。
だ
が
森
山
に
顕
著
な
傾
向
は
、
政
策
論
・
運
動
論

的
な
批
判
お
よ
び
提
唱
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し
て
反
駁
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
平
野
の

よ
う
に
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
済
ま
さ
ず
、
な
ぜ
森
山
が
政
策
論
を
無
視
し
た
議
論
に
陥
る
か
を
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
森
山
は
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
、
　
「
未
だ
作
品
の
実
践
に
充
分
に
結
び
つ
か
ず
、
又
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
：
ト
の
一
時
的
敗

退
と
い
ふ
事
情
の
た
め
に
も
影
響
さ
れ
て
甚
だ
し
く
政
治
的
力
を
去
勢
さ
れ
て
来
て
い
る
」
（
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
「
批

判
」
」
）
現
状
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
展
を
阻
害
す
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
」
時
的
敗
退
」
と

い
う
現
実
に
ど
う
対
処
す
る
か
を
、
文
学
創
作
上
の
課
題
に
挙
げ
な
か
っ
た
。
　
「
い
か
な
る
社
会
現
実
に
当
面
し
て
も
、
作
家
は

高
い
世
界
観
と
、
創
作
実
践
の
た
め
に
研
究
さ
れ
た
正
し
い
方
法
を
も
て
ば
持
つ
ほ
ど
、
文
学
は
優
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
」

（
同
前
）
と
い
う
森
山
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
の
「
世
界
観
」
「
党
派
性
」
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
気

概
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
姿
勢
は
、
結
果
と
し
て
社
会
現
実
と
創
作
実
践
と
を
切
り
離
す
方
向
に
進
ん
だ
。
換
言
す
れ
ば

森
山
の
い
う
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
階
級
的
独
自
性
」
と
は
、
政
治
に
対
す
る
文
学
の
自
立
性
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
政
治
性
－
現
実
に
働
き
か
け
る
契
機
1
を
解
消
し
て
し
ま
う
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
矛
盾
は
、

森
山
が
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
擁
護
を
重
ね
る
度
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
「
生
産
諸
関
係
と
し
て
の
社
会
主
義
が
存
在
し
な
い
限
り
、
た
と
え
ぽ
森
山
啓
君
が
ど
う
主
張
し
よ
う
と
、
日
本
的
現
実
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
し
た
吾
々
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
、
社
会
主
義
と
い
ふ
字
を
冠
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
」
と
の
久
保
栄
の
批
判
に
反

駁
す
べ
く
、
森
山
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
」
　
（
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
四
月
）
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を
発
表
し
た
。
森
山
は
久
保
に
、
　
「
社
会
主
義
的
経
済
体
系
の
基
礎
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
の
「
社
会
主
義
的
リ
ア

リ
ズ
ム
」
が
、
日
本
に
今
存
在
し
得
る
な
ど
と
は
考
え
て
ゐ
な
い
」
と
応
じ
る
。
こ
れ
は
「
け
だ
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
作
家
は
、

歴
史
的
必
然
の
道
に
お
け
る
歓
喜
に
溢
れ
た
建
設
の
諸
過
程
に
対
し
て
も
、
歴
史
的
没
落
の
道
に
お
け
る
他
の
階
級
の
醜
悪
に
充

た
さ
れ
た
生
活
過
程
に
対
し
て
も
、
ひ
と
し
く
一
つ
の
芸
術
的
態
度
を
も
つ
て
臨
む
べ
き
だ
」
　
（
「
「
否
定
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
批

判
」
　
『
文
学
評
論
』
一
九
三
四
年
五
月
）
と
い
う
か
つ
て
の
発
言
と
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
森
山
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
援
用
し
な
が

ら
、
生
産
諸
関
係
と
し
て
の
社
会
主
義
が
存
在
し
な
く
と
も
「
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
可
能
な
発

展
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
、
そ
れ
を
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
び
得
る
」
と
力
説
す
る
。

　
「
生
産
力
と
生
産
方
法
と
の
矛
盾
は
、
例
え
ぽ
人
間
の
原
罪
と
神
の
正
義
と
の
矛
盾
の
如
く
人
間
の
頭
の
中
で
生
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
全
然
客
観
的
な
、
我
々
の
外
に
あ
る
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
人
々
の
意
志
や
行
動
な
ど
か
ら
独
立
せ
る
、
事
実
の

中
に
厳
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
に
近
代
社
会
主
義
は
か
x
る
矛
盾
の
思
想
的
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
就
中
先
づ
、
直
接
か
x

る
矛
盾
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
階
級
ー
労
働
階
級
の
頭
の
中
に
於
け
る
そ
の
観
念
的
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
」
（
岩
波
版
「
空
想
か

ら
科
学
へ
」
六
五
頁
。
）

　
さ
う
だ
、
資
本
主
義
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
社
会
主
義
的
性
質
は
、
資
本
家
社
会
の
現
実
の
矛
盾
の

文
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
反
映
に
よ
つ
て
こ
そ
生
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
斯
か
る
社
会
の
経
済
的
事
実
に
お
け
る
矛
盾
に
こ
そ
現

実
的
根
拠
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
久
保
君
か
ら
斯
か
る
事
実
を
見
な
い
ぽ
か
り
か
、
中
野
（
重
治
1
1
引
用
者
注
）
君
が
批

評
し
た
や
う
に
、
「
日
本
的
現
実
」
な
る
も
の
を
世
界
の
現
実
よ
り
切
り
離
し
、
「
生
産
諸
関
係
と
し
て
の
社
会
主
義
が
」
地
上
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に
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
に
こ
の
国
の
現
実
を
も
規
定
し
、

の
如
く
で
あ
る
。

そ
の
社
会
的
政
治
的
文
化
的
生
活
に
反
応
し
て
ゐ
る
か
を
見
な
い
か

　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
　
「
資
本
家
社
会
に
お
け
る
矛
盾
の
文
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
反
映
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
創
作
方

法
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
本
で
も
成
立
し
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
「
当
面
の
任
務
」
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
の
中
で
運
動
が
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
と
階
級
矛
盾

が
存
在
す
る
限
り
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
運
動
の
現
状
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
森
山
は
「
文
学
方
法
の
問
題
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
時
代
か
ら
、
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
と

呼
ぼ
れ
て
ゐ
た
時
代
を
通
つ
て
、
究
明
さ
れ
た
新
た
な
多
く
の
基
本
的
知
識
を
加
え
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
今
日
に
お
い
て
発
展
し
得

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
「
社
会
主
義
的
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
勿
論
、
ソ
ビ
エ
ト
文

学
の
「
基
本
的
方
法
」
と
規
定
さ
れ
た
、
社
会
主
義
的
生
産
諸
関
係
の
下
で
の
創
作
方
法
で
は
な
い
。
か
つ
て
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
や
「
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
」
か
ら
政
治
性
を
除
去
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
っ
た
。
ナ
ル
プ
解
散
後
に
お
け

る
指
導
的
創
作
方
法
と
目
さ
れ
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
政
治
性
を
失
っ
た
合
言
葉
、
つ
ま
り
運
動
論
と
し
て
み
れ
ば
空
手

形
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
空
手
形
が
、
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
差
異
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
あ
た

か
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
を
約
束
す
る
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
森
山
自
身
の
言
葉
か
ら
暴
露
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
森
山
は
、
「
政
治
と
文
学
」
の
緊
張
関
係
を
云
々
す
る
こ
と
へ
の
関
心
を
喪
失
し
て
い
た
。
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神
山
茂
夫
が
「
こ
の
国
の
見
透
し
」
か
ら
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
う
ち
だ
し
た
こ
と
に
対
し
、

が
ら
、
　
「
見
透
し
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
の
関
心
も
抱
か
な
い
。

森
山
は
そ
れ
を
正
し
い
と
認
め
な

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
同
君
が
日
本
と
ソ
同
盟
の
各
々
の
社
会
に
お
け
る
客
観
的
及
び
主
体
的
な
条
件
の
差
異
に
つ
い
て
行
つ
て
ゐ
る
分
析
は
正
し

い
と
思
ふ
。
北
君
は
私
達
が
「
客
観
的
現
実
」
な
る
も
の
を
一
般
化
し
て
真
の
具
体
性
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
の
を
怠
つ
て
ゐ

る
と
指
摘
し
（
中
略
）
ま
た
単
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
み
な
ら
ず
「
全
人
民
的
文
学
の
建
設
と
そ
の
…
…
…
…
」
に
つ
い
て

書
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
重
要
で
あ
る
。
だ
が
私
達
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
度
と
な
く
聞
か
さ
れ
、
又
み
つ
か
ら

論
文
の
中
で
も
認
め
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
北
君
の
い
ふ
「
見
透
し
」
は
ア
イ
マ
イ
に
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
が
（
中
略
）
そ
ん

な
一
般
的
な
事
を
何
百
遍
口
ず
さ
ん
で
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
創
作
の
具
体
的
指
針
は
得
ら
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
（
「
中
条
の
『
乳
房
』
そ
の
他
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
五
月
）

　
森
山
は
神
山
の
「
見
透
し
」
を
、
あ
く
ま
で
コ
般
的
な
こ
と
」
「
何
度
と
な
く
語
ら
れ
て
来
た
」
「
暗
唱
さ
れ
た
経
文
の
一
節
」

と
受
け
流
し
、
そ
れ
を
批
判
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
運
動
論
な
ど
ウ
ソ
ザ
リ
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
「
本
当
の
批

評
は
生
活
の
中
か
ら
生
れ
、
且
つ
生
活
の
た
め
に
戦
ひ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
（
「
批
評
家
不
平
あ
り
」
　
『
文
学
案
内
』

一
九
三
五
年
九
月
）
と
い
っ
た
森
山
自
身
の
発
言
も
、
現
実
を
無
視
し
た
空
疎
な
言
葉
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
正
し
く
現
実

を
認
識
し
、
真
実
を
芸
術
的
表
現
に
高
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
唱
老
は
、
創
作
方
法
論
か
ら
政
治
的

契
機
を
取
り
去
る
こ
と
で
、
現
実
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
失
う
に
至
っ
た
。
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久
保
栄
は
森
山
を
、
　
「
資
本
主
義
的
現
実
の
な
か
に
実
在
的
「
可
能
性
」
と
し
て
存
在
す
る
社
会
主
義
を
「
現
実
性
」
と
見
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

り
、
観
念
体
系
と
経
済
体
系
を
混
ぜ
こ
ぜ
に
し
て
考
え
て
ゐ
る
」
と
攻
撃
し
た
。
　
「
可
能
性
」
と
「
現
実
性
」
と
の
混
同
は
、
現

実
社
会
に
存
在
す
る
社
会
主
義
的
要
素
に
対
す
る
過
大
評
価
を
生
む
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
文
学
運
動
に
お
け
る
現
実
に
対
す
る
働

き
か
け
ー
政
治
的
要
素
1
を
弱
く
し
、
現
状
肯
定
に
陥
っ
て
い
く
態
度
を
準
備
す
る
。
か
く
し
て
久
保
は
、
　
「
森
山
啓
の
社

会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
、
退
却
的
な
も
の
と
な
り
、
す
で
に
述
べ
た
と
ほ
り
吾
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
と
…
…
…
芸
術
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

当
面
の
具
体
的
任
務
に
対
し
て
何
ら
の
指
標
を
も
与
へ
得
な
い
ま
で
に
無
力
化
し
た
」
と
断
定
し
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
批
判
は
決
定
的
だ
っ
た
。
森
山
は
た
だ
ち
に
反
駁
し
た
が
、
そ
の
大
筋
は
、
久
保
や
神
山
が
日
本
の
現
実
に
お
け
る
生
き

た
文
学
の
流
れ
や
作
家
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
何
ら
歴
史
的
・
具
体
的
に
つ
か
ん
で
い
な
い
、
さ
ら
に
は
文
学
方
法
が
「
社
会
運

動
全
体
の
一
問
題
た
る
と
同
時
に
、
個
々
の
作
家
達
の
自
己
の
成
長
の
た
め
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
没
却
し
て
ゐ
る
」
（
「
反
対

論
者
に
答
へ
る
1
生
活
、
世
界
観
（
承
前
）
ー
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
六
月
）
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
で
は
久

保
の
批
判
点
か
ら
ず
れ
た
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
批
判
へ
の
回
答
に
な
っ
て
い
な
い
。
力
な
く
久
保
に
応
じ
た
あ

と
、
森
山
は
論
争
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。

一54一

四
　
論
争
の
終
結

　
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
三
月
号
か
ら
連
載
さ
れ
た
特
集
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
再
検
討
」
は
、
同
年
七
月
号
を
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

後
に
打
ち
切
ら
れ
た
。
理
由
は
作
家
の
多
く
が
論
争
に
無
関
心
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
論
争
の
打
ち
切
り
に
は
、
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反
対
者
が
い
た
。
反
対
者
と
は
い
わ
ゆ
る
作
家
批
評
家
で
は
な
い
、
　
『
文
学
評
論
』
の
読
老
た
ち
で
あ
る
。
一
九
三
六
（
昭
和
一

一
）
年
に
入
る
と
読
者
投
稿
欄
「
批
判
と
主
張
」
に
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
の
再
開
を
要
求
す
る
投
書
が
し
ば
し
ぼ
掲

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
南
龍
夫
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
確
立
の
た
め
に
」
（
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
一
一
月
）
は
、
久
保
栄
が
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
を
文
学
の
創
作
方
法
と
し
て
で
は
な
く
、
文
学
運
動
を
組
織
す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
に
言
及
し
、

そ
の
こ
と
自
体
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
が
、
　
「
か
く
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
ど
こ
へ
行
つ
た
か
、
そ
し
て
彼
ら
は
一
体
ど
の

や
う
に
文
学
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
は
消
え
て
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」
と
批
判
し
た
。
一
方
で
南
は
、
　
「
所
詮
吾
国
の
プ
ロ
作
家
達

は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
機
械
的
輸
入
を
企
て
そ
れ
を
盾
に
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
過
少
評
価
、
従
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
現

実
へ
の
実
践
的
潜
入
の
拒
否
を
合
理
化
し
た
如
く
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
擁
護
論
の
非
政
治
化
も
追

及
し
、
　
「
資
本
主
義
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
作
家
達
に
は
強
い
世
界
観
が
強
く
強
く
要
求
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
的
実

践
が
激
し
く
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
こ
こ
で
い
う
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
実
践
」
に
は
、
単
な
る
創
作
実

践
で
は
な
い
階
級
闘
争
の
一
翼
を
担
う
実
践
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
南
の
主
張
は
、
　
「
資
本
主
義
国
に
お
け

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
社
会
主
義
的
性
質
は
、
資
本
家
社
会
の
現
実
の
矛
盾
の
文
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
映
」
だ
と

す
る
森
山
啓
と
は
鋭
く
対
立
す
る
。
南
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
に
と
っ
て
創
作
方
法
と

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
現
実
へ
の
実
践
的
潜
入
」
の
指
針
と
な
る
戦
術
論
と
を
、
同
時
に
議
論
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
島
田
照
夫
と
い
う
投
稿
者
は
、
南
の
論
文
が
「
我
々
の
注
意
を
喚
起
す
る
多
く
の
老
を
持
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
我
々
の

間
に
殆
ん
ど
問
題
と
な
つ
て
ゐ
な
い
」
現
状
に
飽
き
た
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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社会主義リアリズム論争（桑尾光太郎）

　
南
氏
に
於
い
て
は
窪
川
鶴
次
郎
氏
が
指
摘
し
た
や
う
に
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
絶
対
確
保
を
全
面
に
強
調
し
た
余
り
、
或

ひ
は
技
術
的
方
法
の
問
題
が
陰
を
う
す
め
て
ゐ
る
き
ら
ひ
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
し
て
ま
た
森
山
啓
氏
が
云
は
れ
て
ゐ
る
や

う
に
、
今
ま
で
の
論
争
の
途
上
で
立
て
ら
れ
た
一
般
論
を
、
し
か
し
新
に
明
確
に
処
理
裁
断
し
て
は
ゐ
る
が
、
繰
り
返
し
て
ゐ

る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
南
氏
が
正
し
い
原
則
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
に
新
な
し
か
も
重
要
な
課
題
を
提
出
し
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
（
「
社
会
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
ー
南
龍
夫
氏
へ
の
感
想
と
し
て
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
二
月
）

　
南
や
島
田
の
ね
ら
い
は
、
何
の
成
果
も
生
ま
な
い
ま
ま
立
ち
消
え
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
論
争
を
、
再
び
活
性
化
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
。
彼
ら
は
、
森
山
啓
・
神
山
茂
夫
・
久
保
栄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
止
揚
す
る
論
理
の
出
現
を
期
待
し
た
。
そ
れ
は
強
い

世
界
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
創
作
実
践
の
指
針
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
実
の
階
級
闘
争
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
と
し
て
の
要
素
も
兼
ね
備
え

た
方
法
論
の
要
求
で
あ
り
、
こ
う
し
た
要
求
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
関
す
る
読
者
投
稿
の
ほ
と
ん
ど
に
共
通
し
て
い
る
。

一56一

　
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
そ
の
適
用
の
可
否
に
関
す
る
無
限
の
論
議
は
不
必
要
な
の
で
あ
る
。
一
歩
出
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

国
の
文
学
へ
の
実
際
化
の
命
題
こ
そ
が
解
か
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
こ
と
こ
れ
に
関
し
て
は
熱
意
も
積
極
性
も
殆
ん

ど
み
ら
れ
ず
、
い
ま
だ
に
具
体
化
の
た
め
の
緒
口
に
さ
へ
到
達
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
（
新
郷
悟
「
「
批
判
と
主
張
」
欄
の
意

義
」
　
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
三
月
、
傍
点
原
文
）



学習院大学人文科学論集HI（1994）

　
作
品
は
現
実
の
要
求
に
立
ち
遅
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
批
評
は
更
に
作
品
に
立
遅
れ
て
ゐ
る
。
何
よ
り
も
現
実
が
研
究
さ
れ
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
（
中
略
）
し
か
し
眼
前
に
あ
る
の
は
未
だ
に
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
認
識
論
的
契
機
に
つ
い
て
の
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

て
し
も
知
ら
ぬ
論
理
的
検
討
で
あ
り
、
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
尻
に
つ
い
て
廻
つ
て
そ
の
引
用
主
義
者
と
な
り
こ
と
で
あ
る
。
理
論
は

現
実
の
行
動
の
指
針
と
し
て
、
現
実
の
分
析
の
中
か
ら
樹
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
屡
々
抽
象
理
論
の
図
式

的
演
繹
と
し
て
立
現
れ
、
或
は
印
象
批
評
の
仮
面
を
被
つ
て
恣
ま
ま
に
現
実
を
裁
断
す
る
。
何
よ
り
も
現
実
へ
の
肉
薄
を
こ
そ

作
家
と
評
論
家
は
競
ひ
、
格
闘
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
（
乃
代
恒
次
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
道
i
覚
え
書
と
し

て
ー
」
　
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
四
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

　
森
山
が
よ
く
使
ふ
「
現
実
か
ら
出
発
す
る
」
と
か
「
未
来
を
書
く
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
創
作
方
法
に
具
体
化
し
様
と
し
て
真

面
目
に
考
察
す
る
と
、
粉
飾
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
か
、
さ
も
な
け
れ
ぽ
意
味
の
不
明
瞭
な
空
語
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

（
治
田
一
「
逆
立
せ
る
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
四
月
、
傍
点
原
文
）

　
『
文
学
評
論
』
が
い
ら
だ
ち
に
も
似
た
論
争
再
燃
要
求
を
掲
載
し
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
編
集
者
サ
イ
ド
（
編
集
責
任
者
は
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

辺
順
三
）
の
意
図
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
森
山
啓
・
徳
永
直
・
中
野
重
治
と
い
っ
た
『
文
学
評
論
』
に
関
係
し
た
と
み

ら
れ
る
作
家
評
論
家
は
、
読
者
か
ら
の
要
望
に
反
応
を
示
さ
ず
、
創
作
方
法
に
関
す
る
議
論
を
再
開
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

わ
ず
か
に
、
窪
川
鶴
次
郎
の
以
下
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
目
に
つ
く
。
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社会主義リアリズム論争（桑尾光太郎）

　
私
の
知
る
限
り
、
芸
術
的
方
法
と
世
界
観
の
問
題
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ま
だ
少
し
も
解
決
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
解
決
さ
れ

て
ゐ
な
い
の
み
で
は
な
い
（
中
略
）
こ
の
問
題
が
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
と
つ
て
今
日
い
か
に
、
重
要
な
意
義
を
持
つ

て
ゐ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ん
ど
理
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ま
た
、
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が

解
決
を
迫
ら
れ
て
ゐ
る
根
本
的
な
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
的
な
問
題
と
の

関
連
が
ど
の
程
度
に
考
察
さ
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
（
「
芸
術
的
方
法
と
世
界
観
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
四
月
）

　
こ
こ
で
い
う
「
根
本
的
な
問
題
」
と
は
結
局
、

問
題
に
、
江
口
漢
が
明
快
に
答
え
て
い
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
日
本
の
現
実
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
に
尽
き
る
。
こ
の

　
わ
れ
わ
れ
の
文
学
は
、
断
じ
て
少
数
老
の
文
学
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
広
い
範
囲
の
人
民
大
衆
の
文
学
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
人
民
に
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
広
汎
な
支
持
の
力
に
よ
つ
て
、
客
観
的
情
勢
の
圧
力
の
鉄

壁
に
抗
し
得
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
ひ
ろ
い
文
学
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
中
略
）
先
づ
わ
れ
わ
れ
は
広
汎
な
る
人
民
層

の
有
ゆ
る
部
分
に
結
び
つ
く
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
文
学
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
視
野
を
、
在
来
の
そ
れ
と
は
打
つ
て
変
つ
た

ほ
ど
に
、
思
い
切
つ
て
ひ
ろ
く
押
し
ひ
ろ
げ
な
け
れ
ぽ
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
ひ
ろ
く
人
民
大
衆
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
る
こ
と

に
先
づ
新
し
い
考
慮
が
払
は
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
後
ま
す
ま
す
強
ま
り
行
く
政
治
的
圧
力
に
対
し
て
、
さ
う
す
る
以
外

に
わ
れ
わ
れ
の
文
学
を
生
か
す
方
法
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
「
文
芸
時
評
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
五
月
）
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こ
の
発
言
は
、
二
・
二
六
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
国
内
で
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
の
進
行
と
、
一
方
で
は
フ
ラ
ソ
ス
や
ス
ペ
イ
ン
に
お

け
る
人
民
戦
線
運
動
の
成
功
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
た
。
江
口
は
当
時
文
化
運
動
に
お
け
る
人
民
戦
線
実
現
に
む
け
て
尽
力
し
た

一
人
で
あ
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
圧
力
に
抵
抗
す
る
力
を
も
っ
た
「
人
民
大
衆
の
」
広
汎
な
文
化
地
盤
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

文
学
運
動
の
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
課
題
を
窪
川
が
「
解
決
を
迫
ら
れ
て
ゐ
る
根
本
的
な
問
題
」
と

し
て
、
芸
術
的
方
法
と
世
界
観
の
関
係
か
ら
検
討
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
姿
勢
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
再
検
討
を
要
求
す
る
読

者
の
声
に
、
作
家
の
側
か
ら
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
人
民
戦
線
的
に
展
開
し
て
い

く
た
め
に
は
、
創
作
方
法
論
と
運
動
論
さ
ら
に
戦
術
論
の
両
面
か
ら
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
批
判
的
再
検
討
が
必
要
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
多
く
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
・
評
論
家
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
再
検
討
ー
現
実
に
対
す
る
た
め
の
ス
ロ
ー

ガ
ソ
の
創
造
ー
に
消
極
的
だ
っ
た
。
　
『
文
学
評
論
』
は
発
行
元
の
ナ
ウ
カ
社
が
一
九
三
六
年
七
月
に
弾
圧
を
う
け
、
同
年
八
月

号
を
最
後
に
発
行
不
能
と
な
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
活
動
拠
点
を
失
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
日
本
で
も
取
り
沙

汰
さ
れ
て
い
た
人
民
戦
線
に
関
し
、
積
極
的
な
活
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
人
民
戦
線
と
の
ー
個
々
の
活
動
は
あ
り
、
そ
れ
ら
を
過
小
評
価
で
き
な
い
と
し
て
も
1
理
論

的
な
接
続
は
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
文
化
運
動
に
お
け
る
人
民
戦
線
は
、
組
織
的
な
活
動
と
し
て
成
立
し
な
い
ま

ま
、
そ
れ
に
む
け
て
の
繭
芽
的
段
階
の
う
ち
に
、
時
勢
に
押
し
流
さ
れ
る
形
で
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
要
因
に
は
、
日
本
に

お
け
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
扱
い
方
が
影
を
落
と
し
て
い
た
。
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社会主義リアリズム論争（桑尾光太郎）

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
を
通
し
て
、
ナ
ル
プ
解
体
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
運
動
論
．
組
織
論
を
検

討
し
て
き
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
現
実
に
対
応
し
た
論
理
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
戦
線
運
動
を

形
成
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
作
家
た
ち
を
覆
っ
た
非
政
治
化
に
あ
っ
た
。

　
実
質
的
に
共
産
主
義
運
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
ナ
ル
プ
の
作
家
が
、
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
」
と
手
を
組
み
人
民
戦
線
を
成

立
さ
せ
る
に
は
、
現
実
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
と
い
う
政
治
姿
勢
ー
戦
術
1
が
必
要
と
な
る
。
非
政
治
化
は
現
実
と
の
関

係
を
拒
否
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
党
派
性
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
勢
と
し
て
現
れ
た
。
社
会
主
義
リ
ア

リ
ズ
ム
と
い
う
合
言
葉
は
、
「
ソ
ビ
エ
ト
の
方
法
」
と
い
う
だ
け
で
、
「
階
級
的
独
自
性
」
の
保
持
と
い
う
名
分
の
下
、
戦
術
の
放

棄
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
的
内
容
を
追
究
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
と
も
か
く

社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
人
民
戦
線
運
動
の
中
で
「
ソ
連
作
家
と
西
側
の
進
歩
的
作
家
と
を
創
作
的
に
結
び

つ
け
る
鷺
と
な
・
．
削
．
」
と
評
さ
れ
て
い
る
・
し
か
し
日
歪
お
い
て
・
社
会
嚢
リ
ア
リ
ズ
・
の
紹
介
は
人
民
戦
線
の
成
立
に

と
っ
て
、
ま
っ
た
く
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
。
久
保
栄
や
神
山
茂
夫
に
よ
る
政
策
論
・
戦
術
論
の
見
地
か
ら
の
批
判
は
あ
っ
た

が
、
あ
く
ま
で
も
少
数
派
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
文
化
運
動
に
影
響
力
を
も
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
　
『
文
学
評
論
』
の
投
稿
に

あ
ら
わ
れ
た
論
争
徹
底
化
の
要
求
も
、
無
視
さ
れ
る
結
果
に
終
わ
っ
た
。
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本
稿
で
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
受
容
を
通
し
て
の
非
政
治
化
の
担
い
手
と
し
て
、
森
山
啓
と
い
う
人
物
を
と
り
あ
げ
た
。
森

山
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
擁
護
す
る
が
ゆ
え
に
、
日
本
の
階
級
運
動
が
お
か
れ
て
い
る
現
実
に
目
を
つ
ぶ
り
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
の
正
当
性
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
森
山
個
人
の
問
題
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

に
お
け
る
典
型
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
戦
術
を
持
と
う
と
し
な
い
分
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
に
は
現
実
に
対
す
る
抵
抗
の
契
機
が
少
な
く
な
る
。
一
九
三
五
、
六

年
以
降
、
多
く
の
作
家
が
な
し
く
ず
し
的
な
転
向
の
深
化
1
1
体
制
迎
合
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
一
因
も
、
文
学
運
動
の
非
政
治
化

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
　
　
　
　
補
　
注

（
1
）
　
「
歴
史
的
検
討
へ
の
要
望
」
『
理
論
』
一
九
三
四
年
一
二
月
。

（
2
）
　
拙
稿
「
森
山
啓
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
ー
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
人
民
戦
線
に
関
す
る
一
考
察
i
」
（
『
学
習
院
史
学
』
三
〇

　
　
号
　
一
九
九
二
年
）
参
照
。
本
稿
は
こ
の
続
編
と
な
る
。

（
3
）
　
伊
藤
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
再
認
識
の
た
め
ー
コ
ッ
プ
の
自
己
解
散
を
要
求
す
る
ー
」
（
『
文
化
集
団
』
一
九
三
三
年
一

　
　
一
月
）
で
、
　
「
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
推
測
で
き
る
創
作
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
説
明
部
分
は
、
伏
字
と
削
除

　
　
の
た
め
ほ
と
ん
ど
意
味
が
取
れ
な
い
。

（
4
）
　
『
文
化
集
団
』
一
九
三
四
年
五
月
。
同
号
「
編
輯
ノ
ー
ト
」
で
も
「
ナ
ル
プ
解
体
し
て
問
題
尚
つ
き
ず
（
中
略
）
何
れ
が
是
か
非
か
？

　
編
輯
部
は
更
に
来
月
号
を
ま
つ
て
数
十
頁
を
さ
い
て
凡
て
の
腹
の
中
の
陳
列
会
場
と
す
る
こ
と
を
恐
れ
ず
。
然
し
問
題
は
ど
し
ど
し
発
展

　
　
せ
し
め
ら
れ
た
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
僕
は
昨
年
の
四
月
号
『
文
化
集
団
』
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
。
其
後
も
色
々
書
き
た
い
こ
と
が
あ
り
、
書
い
た
の
で
あ
る

　
　
が
、
す
べ
て
暗
に
葬
ら
れ
た
」
（
佐
分
武
「
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
論
ず
ー
て
ん
こ
う
文
士
退
治
」
『
や
あ
諸
君
』
一
九
三
五
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社会主義リアリズム論争（桑尾光太郎）

　
　
年
三
月
）
。

（
6
）
　
「
二
つ
の
問
題
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
一
月
。

（
7
）
　
「
天
皇
制
と
プ
ア
シ
ズ
ム
」
『
現
代
史
資
料
（
1
4
）
』
。
一
九
六
四
年
　
み
す
ず
書
房
。

（
8
）
　
「
日
本
に
お
け
る
人
民
戦
線
の
問
題
」
（
『
神
山
茂
夫
著
作
集
』
第
二
巻
）
参
照
。

（
9
）
　
「
文
学
・
昭
和
十
年
前
後
」
『
平
野
謙
全
集
』
第
四
巻
。

（
1
0
）
　
「
迷
へ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
」
『
都
新
聞
』
一
九
三
五
年
一
月
二
〇
～
二
三
日
。

（
1
1
）
（
1
2
）
　
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
x
x
×
《
反
資
本
主
義
》
リ
ア
リ
ズ
ム
ー
前
者
の
中
野
・
森
山
的
歪
曲
に
対
し
て
ー
」
　
『
文

　
　
学
評
論
』
一
九
三
五
年
五
月
。
久
保
栄
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
に
お
け
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
本
多
秋
五
「
久
保
栄
と
社
会
主
義

　
　
リ
ア
リ
ズ
ム
」
）
『
久
保
栄
全
集
』
第
六
巻
、
　
一
九
六
二
年
　
三
一
書
房
）
参
照
。

（
1
3
）
　
「
不
思
議
に
思
は
れ
る
の
は
、
本
誌
に
連
載
中
の
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
再
検
討
」
で
あ
る
。
森
山
、
久
保
、
金
、
川
口
、
小
堀
、

　
　
中
野
等
が
参
加
し
て
ゐ
る
が
、
他
の
実
に
多
く
の
作
家
は
無
関
心
の
や
う
に
み
え
る
。
何
故
か
。
こ
の
再
検
討
が
人
を
無
関
心
に
す
る
や

　
　
う
に
出
来
上
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
森
山
は
作
品
に
即
し
て
問
題
を
進
め
て
ゐ
る
が
、
大
部
分
は
文
芸
政
策
を
抽
象
的
に
論
じ
て
ゐ
る

　
　
に
す
ぎ
ぬ
。
文
芸
政
策
を
論
ず
る
の
が
悪
い
と
は
言
は
な
い
。
し
か
し
、
人
を
眠
く
さ
せ
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の

　
　
再
検
討
は
一
応
う
ち
き
る
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
方
が
い
エ
と
思
ふ
。
」
（
亀
井
勝
一
郎
「
文
芸
時
評
」
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
八
月
）
。

　
　
こ
う
し
た
発
雷
か
ら
も
、
当
時
の
作
家
が
い
か
に
「
文
芸
政
策
」
に
無
関
心
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
『
文
学
評
論
』
一
九
三
六
年
五
月
号
の
「
批
判
と
主
張
」
に
は
、
投
稿
の
撰
者
に
中
野
重
治
の
名
が
あ
る
。
中
野
は
「
三
つ
の
問
題
に

　
　
つ
い
て
の
感
想
」
（
『
文
学
評
論
』
一
九
三
五
年
三
月
）
で
、
森
山
の
主
張
を
支
持
し
久
保
・
神
山
に
激
し
い
非
難
を
浴
び
せ
た
。
し
か
し

　
　
後
に
、
　
「
僕
は
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
、
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
ふ
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
日
本
文
学

　
　
の
全
体
に
非
常
に
強
く
盛
り
上
が
つ
て
こ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
お
も
つ
て
ゐ
る
（
中
略
）
な
お
こ
の
問
題
で
は
、
僕
も
こ
れ
か
ら
も
つ
と

　
　
勉
強
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
次
第
だ
」
　
（
「
最
近
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
感
想
」
『
生
き
た
新
聞
』
一
九
三
五
年
五
月
）
と
意
見
を
変

　
　
更
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
江
口
換
の
文
化
運
動
に
お
け
る
人
民
戦
線
の
提
唱
に
つ
い
て
は
、
　
「
学
芸
自
由
同
盟
の
復
活
に
つ
い
て
」
（
『
社
会
評
論
』
一
九
三
六
年

　
　
二
月
）
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
・
「
新
し
き
人
民
文
学
の
建
設
の
た
め
に
」
・
「
行
動
主
義
は
何
処
へ
行
く
」
　
（
『
人
民
文
庫
』
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The　controversy　in　Socialist　Realism

－The　proletarian　literary　movement　after　the　disbandment　of　the　NALP一
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Kotaro　KUWAO

　The　Socialist　Realism，　which　was　proposed　in　the　Soviet　Union　as　a　literary　theory，　was　recognized　in　Japan

as　a　guide　of　wrlting　for　authors　of　proletarian　literature　after　the　disbandment　of　the　NALP（the　association　of

Japanese　pfoletarian　literature　authors）in　1934．　Nevertheless，　the　failure　to　consider　the　difference　of　social

gysteins　between　the　Soviet　Union　and　Japan　caused　the　original　concept　of　proletarian　literature　to　be　transformed

intQ　a　new　concept－namely　the‘‘intentional　ignorance　of　reality”．　KAMIYAMA　SHIGEO　and　ITO　TEISUKE

criticized　Socialist　Realism　from　the　aspect　of　communist　reformational　movement　and　proposed　Revolutionary

Realism　as　the　slogan　of　their　literary　movement．　Contrary　MORIYAMA　KEI　argued　against　their　idea　in　order
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to　supPort　the　proletarian　idea　of‘‘class　originality’，．

　　This　controversy’s　main　issue　was　the　emphasis　on“politics　or　literature”－whether　the　proletarian　literary

movement　should　emphasize　its　political　aspect　to　promote　socialism　or　instead　should　purely　consider　its　existence

as　a　Iiterary　movement．　Despite　the　public　readers’requests　for　clarification，　the　controversy　ended　without

any　results．

　　Consequently，　Soclalist　Realism　caused　the　authors　of　proletarian　literature　to　disregard　political　aspects　alld

led　to　the　disbandment　of　the　proletariall　literary　movement　in　Japan．　This　was　the　main　factor　for　the　failure

of　proletarian　literature　of　play　any　significant　role　in　the　Popular　Front　in　Japan　from　1935　to　1936．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卦細酬く紳く報誌朴応駕誌避荊巡罧離騨叡聾脚督）
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