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倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
の
小
説
比
較
研
究

ー
l
『
パ
ル
タ
イ
』

の
「
わ
た
し
」
と
『
青
春
の
歌
』

の
林
道
静
を
巡
っ
て
｜
i

朴

銀

長臣

は
じ
め
に

｜
｜
研
究
動
機
及
び
問
題
意
識

倉
橋
由
美
子
と
楊f
i末三T
は）

一
九
五

0
年
代
末
か
ら
一
九
六

0
年
代
初
期
と
い
う
極
め
て
濃
厚
な
政
治
的
雰
囲
気
に
覆
わ
れ
た
時
代
に
、

創
作
活
動
を
始
め
た
女
性
作
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
性
と
政
治
は
、
常
に
二
人
の
小
説
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
主
な
作
品

に
は
、
倉
橋
由
美
子
の
『
パ
ル
タ
イ
』
、
楊
沫
の
『
青
春
の
歌
』
な
ど
が
あ
る
。
若
い
女
性
と
男
性
党
員
と
の
恋
、
恋
人
を
媒
介
に
し

た
政
治
と
の
接
触
、
こ
れ
が
二
つ
の
作
品
の
共
通
点
で
あ
る
が
、

ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
恋
の
行
く
手
は
逆
方
向
に
向
か
う
。

倉
橋
由
美
子
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
パ
ル
タ
イ
』
と
、
楊
沫
の
作
家
と
し
て
の
立
場
を
固
め
た
『
青
春
の
歌
』
の
、
発
表
当
時
の
反
響
は

大
き
か
っ
た
。

一
九
五
九
年
八
月
に
書
か
れ
、
芥
川
賞
候
補
作
品
、
第
十
二
回
女
流
文
学
者
賞
受
賞
作
品
と
な
っ
た
『
パ
ル
タ
イ
』
は
、
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沫
の
『
青
春
の
歌
』
は
、

そ
の
観
念
的
形
象
の
創
造
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
手
法
な
ど
で
話
題
を
呼
ん
だ
。

ヒ
ロ
イ
ン
の
恋
愛
関
係
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
忽
ち
社
会
各
領
域
に
激
し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。

一
九
五
八
年
一
月
か
ら
《
北
京
日
報
》
に
連
載
さ
れ
た
楊
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（

2）
 

ボ
l
ヴ
ォ
ア

i
ル
の
『
第
二
の
性
』
を
肯
定
し
た
倉
橋
由
美
子
は
、

そ
の
第
二
の
性
を
基
盤
に
そ
れ
を
超
え
る
第
三
の
性
を
描
い
た
。

方

マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
・
毛
沢
東
思
想
の
影
響
の
下
で
、
男
女
平
等
を
夢
見
て
い
た
楊
沫
は
女
性
英
雄
像
を
描
い
た
。

「
バ
ル
タ
イ
』
と
『
青
春
の
歌
」
に
見
ら
れ
る
、
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
の
女
性
観
、
政
治
観
は
そ
れ
ぞ
れ
作
家
個
人
の
特
有
の
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、

日
中
両
国
女
性
た
ち
の
女
性
観
、
政
治
観
の
一
般
性
を
帯
び
る
。
ま
た
そ
れ
が
現
在
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

『
パ
ル
タ
イ
』
と
『
青
春
の
歌
」

の
分
析
を
通
し
て
、

日
中
両
国
女
性
た
ち
の
女
性
観
、

政
治
観
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
今
だ
か
ら
こ
そ
偏
見
を
捨
て
て
怖
轍
す
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
も
あ
る
。

一
、
性
の
提
起

本
論
文
で
言
う
性
と
は

（
男
女
の
）
性
別
の
意
味
、
具
体
的
に
は
女
性
を
意
味
す
る
。
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
は
、
小
説
を
通
し
て

女
性
と
い
う
状
況
、
女
性
の
生
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
追
究
し
て
き
た
。
女
性
と
い
う
性
別
を
問
う
に
は
、
極
め
て
当
た
り
前
の
こ
と

だ
が
、
女
性
と
相
互
包
含
対
立
関
係
で
あ
る
、
男
性
を
間
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
は
小
説
の
中

で
、
色
々
な
男
性
像
や
男
女
聞
の
関
係
、
性
的
行
為
な
ど
に
つ
い
て
繊
細
に
描
い
た
。

①
 
「
パ
ル
タ
イ
』
の
「
わ
た
し
」
｜
｜
第
三
の
性

倉
橋
由
美
子
の
『
パ
ル
タ
イ
』
の
「
わ
た
し
」
に
は
、
後
の
作
品
の
女
性
像
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

小
説
は
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
話
し
か
け
る
、

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
語
り
方
を
採
っ
て
い
る
。
「
あ
な
た
」
に
話
し
か
け
て

い
る
「
わ
た
し
」
は
、
「
あ
な
た
」
と
対
等
な
人
物
と
し
て
、
「
あ
な
た
」
と
一
緒
に
登
場
し
た
。
パ
ル
タ
イ
に
入
る
か
入
る
ま
い
か
の



選
択
権
は
「
わ
た
し
」
に
あ
っ
て
、
「
あ
な
た
」
に
は
そ
れ
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
わ
た
し
」
は
今
自
由
を
縛
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
層
幸
せ
を
感
じ
る
た
め
に
パ
ル
タ
イ
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
志
を
「
あ
な
た
」
に
伝
え
る
。
だ
が
、
こ
の

（

3）
 

時
「
わ
た
し
」
に
は
、
「
あ
な
た
が
眼
鏡
を
光
ら
せ
す
ぎ
た
」
た
め
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
「
あ
な
た
」
の
ま
な
ざ
し
が
見
え
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
関
係
に
は
暖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
前
提
に
物
語
が
展
開
し
て
い
く
が
、
「
わ

た
し
」
は
終
始
主
体
で
あ
り
続
け
た
。

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

「
わ
た
し
」
は
「
仕
事
に
は
な
か
な
か
熱
心
だ
っ
た
」
（
十
二
ペ
ー
ジ
）
し
、
「
あ
な
た
」
の
な
か
ま
《
労
働
者
》
を
理
解
す
る
た
め

に
、
積
極
的
に
《
労
働
者
》
に
近
づ
き
交
わ
り
を
し
た
。
ま
た
、
《
経
歴
書
》
の
問
題
を
巡
っ
て
「
あ
な
た
」
と
口
論
を
す
る
が
、
「
わ

た
し
」
は
自
分
の
意
見
を
主
張
し
続
け
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係
は
ま
す
ま
す
対
立
し
て
い
く
。

そ
し
て
つ
い
に
「
わ
た
し
」
は
、
「
い
ま
で
は
パ
ル
タ
イ
に
は
い
ら
な
い
決
心
を
し
た
」
（
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
、
「
あ
な
た
」
に
ま
た
そ

の
意
志
を
伝
え
る
。
そ
の
時
、
「
わ
た
し
」
は
「
は
じ
め
て
あ
な
た
の
眼
が
ひ
ど
い
斜
視
で
あ
る
こ
と
に
き
づ
い
た
」
（
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

「
ざ
ら
ざ
ら
し
た
頬
の
肉
、
太
い
首
）
眼
鏡
、

そ
れ
ら
は
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
こ
に
あ
り
、

い
ま
で
は
わ
た
し
に
と
っ
て
な
ん
の
意
味

も
も
た
な
か
っ
た
」
（
三

0
ペ
ー
ジ
）
。
此
一
一
か
神
秘
的
で
、
尊
い
存
在
に
見
え
た
「
あ
な
た
」
は
、
今
や
蔑
ろ
の
存
在
と
な
っ
た
。
「
あ

な
た
」
を
「
ほ
と
ん
ど
完
全
な
程
度
に
あ
い
し
て
い
た
」
（
十
ペ
ー
ジ
）
「
わ
た
し
」
は
、
決
し
て
完
全
に
「
あ
な
た
」
に
従
う
こ
と
な

く
、
決
然
と
「
あ
な
た
」
を
離
れ
て
い
く
。

② 

『
青
春
の
歌
」
の
林
道
静
｜
｜
女
性
英
雄
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楊
沫
の
『
青
春
の
歌
』
は
、
家
出
を
じ
た
女
子
学
生
が
列
車
に
乗
っ
て
、
窓
外
の
ひ
ろ
ぴ
ろ
と
し
た
緑
の
平
原
を
望
ん
で
い
る
場
面
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リ
ン
ト
ウ
チ
ン

か
ら
始
ま
る
。
妾
の
娘
だ
っ
た
林
道
静
は
、
父
と
正
妻
が
そ
の
容
貌
を
発
見
し
て
く
れ
る
ま
で
、
「
毎
日
通
り
に
出
て
は
石
炭
ガ
ラ
ひ

（

4
）
 

ろ
い
の
子
供
た
ち
と
一
緒
に
遊
び
」
、
「
夜
は
使
用
人
と
一
緒
に
寝
か
さ
れ
た
」
、
た
だ
の
汚
い
子
供
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
父
の
呈
一

、つに、

「
女
子
才
な
き
は
徳
な
り
」
と
い
う
の
は
も
は
や
時
代
お
く
れ
と
な
り
、
容
貌
と
学
歴
は
当
時
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
が
金
持
ち
で

勢
力
家
の
男
の
も
と
へ
嫁
ぐ
た
め
の
絶
対
条
件
だ
っ
た
の
で
、
親
は
道
静
を
女
子
学
校
へ
や
っ
て
J

「
金
に
な
る
木
に
」
し
よ
う
と
し

て
い
た
。

親
が
取
り
決
め
た
婚
姻
を
拒
ん
で
家
を
出
た
に
し
て
も
、
道
静
は
頼
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
進
退
窮
ま
っ
て
海
に
身
を
投
げ
よ

ウ
イ
ユ
ン
ゾ

う
と
し
た
時
、
北
平
大
学
の
学
生
余
永
沢
が
現
れ
た
。
二
人
は
愛
し
合
い
同
棲
生
活
を
始
め
た
。
愛
の
溢
れ
る
小
家
庭
は
道
静
に
幸
せ

を
与
え
て
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
毎
日
雑
多
な
家
事
に
追
わ
れ
て
、
好
き
な
読
書
も
で
き
な
く
な
っ
た
道
静
は
次
第
に
倦
怠
を
感
じ
始

め
た
。
そ
れ
に
、
親
の
意
思
に
従
っ
て
既
に
結
婚
し
て
い
た
永
沢
は
、
恋
愛
結
婚
に
は
憧
れ
て
い
た
も
の
の
、
彼
が
求
め
て
い
た
女
性

は
良
妻
賢
母
で
あ
っ
た
。
夫
は
家
事
に
影
響
を
与
え
る
妻
の
社
会
活
動
に
反
対
し
た
。
従
順
の
み
を
望
ま
し
い
と
す
る
鳥
篭
は
、
道
静

に
絶
望
を
感
じ
さ
せ
た
。

ル
ジ
ャ
チ
ュ
ア
ン

そ
の
時
、
道
静
は
共
産
党
員
の
芦
嘉
川
に
出
会
っ
た
。
嘉
川
は
ま
ず
、
「
女
が
貞
操
を
守
ら
な
い
と
い
っ
て
、

一
番
攻
撃
す
る
の
は

妾
を
三
人
も
四
人
も
持
っ
て
い
る
道
徳
家
」
（
一
二

0
ペ
ー
ジ
）
を
批
判
し
た
。
次
に
、
小
家
庭
の
安
逸
を
図
っ
て
妻
を
家
庭
の
中
に

閉
じ
込
め
る
余
永
沢
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
道
静
を
デ
モ
に
誘
い
、
家
庭
と
い
う
小
世
界
か
ら
飛
び
出
て
革
命
に
参
加
し
て

ロ
ウ
フ
ヅ

と
道
静
に
勧
め
た
。
老
夫
子
（
時
代
遅
れ
の
知
識
人
）
永
沢
に
決
然
と
別
れ
を
告
げ
た
道
静
は
、
積
極
的
に

「
成
長
」
す
る
よ
う
に
、

嘉
川
に
随
っ
て
革
命
活
動
に
加
わ
っ
た
。
道
静
は
心
か
ら
嘉
川
を
愛
し
て
い
た
が
、
嘉
川
が
獄
死
し
た
噂
を
耳
に
し
た
。

希
望
を
失
っ
た
む
な
し
さ
と
身
寄
り
の
な
い
孤
独
感
で
、
耐
え
難
き
日
々
を
送
っ
て
い
る
道
静
の
と
こ
ろ
に
党
員
の
出
需
が
や
っ



て
来
た
。
道
静
は
久
し
く
別
れ
て
い
た
嘉
川
に
逢
っ
た
気
持
ち
で
嬉
し
さ
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
「
よ
く
似
て
い
る
二
人
」
で
あ
っ
た
。

江
華
の
指
導
の
下
で
道
静
の
「
成
長
」
は
速
く
、

つ
い
に
入
党
し
た
。
だ
が
、
革
命
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
国
民
党
長
官
の
説
得

と
金
持
ち
の
誘
惑
も
あ
っ
た
が
、
女
性
を
人
形
の
よ
う
に
操
り
、
妾
を
要
る
彼
ら
に
道
静
は
ち
っ
と
も
興
、
味
を
持
た
な
か
っ
た
。

一
緒

に
革
命
活
動
を
行
な
う
う
ち
に
道
静
と
江
華
二
人
は
情
が
深
ま
り
、
「
革
命
夫
婦
」
と
な
っ
て
、

肩
を
並
べ
て
革
命
運
動
に
加
わ
っ
た
。

江
華
は
前
の
夫
余
永
沢
と
は
違
っ
て
家
事
も
よ
く
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
江
華
の
支
持
が
あ
っ
て
、
道
静
は
「
共
産
主
義
戦

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

士
に
成
長
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
何
度
も
逮
捕
さ
れ
死
を
覚
悟
し
て
い
た
道
静
は
、

そ
の
度
秋
瑳
な
ど
女
性
革
命
家
、
芦
嘉
川
な
ど

革
命
英
雄
の
形
象
に
自
分
を
重
ね
て
み
た
。

要
す
る
に
道
静
は
、
過
去
に
清
末
挙
人
で
あ
っ
て
、
近
代
の
繋
明
期
に
は
私
立
大
学
を
運
営
す
る
ハ
イ
カ
ラ
な
紳
士
で
あ
る
親
に
、

初
め
て
女
と
い
う
性
を
与
え
ら
れ
た
。
道
静
に
と
っ
て
新
学
（
西
洋
の
学
問
）
者
は
挙
人
と
何
の
変
わ
り
の
な
い
抑
圧
の
制
度
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
親
の
強
制
か
ら
逃
れ
て
自
由
恋
愛
結
婚
を
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
所
謂
夫
婦
愛
を
基
盤
に
す
る
近
代
小
家
庭
を
築
い
た
。

だ
が
、
個
性
解
放
（
女
性
解
放
を
含
む
）
を
主
張
す
る
一
方
、
女
性
の
内
的
役
割
に
固
執
す
υ

る
永
沢
に
よ
っ
て
、
道
静
は
性
的
分
別
を

決
め
ら
れ
た
。
道
静
は
妾
を
要
る
父
を
封
建
的
家
父
長
と
解
っ
た
。
そ
の
理
に
従
う
と
、
開
明
紳
士
の
面
を
か
ぶ
っ
た
父
と
は
違
っ
て
、

「
東
西
の
近
代
文
学
に
詳
し
く
」
、
小
家
庭
の
幸
せ
を
図
る
永
沢
は
近
代
的
家
父
長
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
父
と
夫
が
道
静
に
拒
ま

れ
た
。
道
静
は
あ
こ
が
れ
の
新
家
庭
｜
｜
中
国
現
代
家
庭
を
築
こ
う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
社
会
と
家
庭
に
お
け
る
男
女
平
等
と
い
う
神

話
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

57 

『
青
春
の
歌
』

そ
の
出
発
点
に
お

の
道
静
と
江
華
の
平
等
関
係
は
、
『
パ
ル
タ
イ
』
の
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
対
等
関
係
と
、



れ
も
男
性
よ
り
低
い
女
性
の
地
位
を
物
語
っ
て
い
る
が
、

い
て
共
通
点
を
持
つ
。
『
青
春
の
歌
』
の
平
等
関
係
は
、
抑
圧
に
抗
っ
て
獲
得
し
た
女
権
で
あ
る
。
『
パ
ル
タ
イ
』
の
対
等
関
係
は
、

（

5
）
 

「
女
で
あ
り
な
が
ら
女
で
あ
る
こ
と
に
居
心
地
の
わ
る
さ
を
感
じ
る
」
倉
橋
由
美
子
の
劣
等
感
を
裏
付
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず

（

6）
 

さ
ら
に
、
「
性
は
与
え
ら
れ
た
」
と
す
る
点
に
お
い
て
は
倉
橋
由
美
子
の
観

（

7）
 

か
つ
て
同
じ
儒
教
文
化
圏
に
あ
っ
て
、
早
く
も
近
代
を
完
成
し
て
束
ア
ジ
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点
は
楊
沫
と
一
致
し
て
い
る
。
倉
橋
由
美
子
の
劣
等
感
は
、

ア
諸
国
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
日
本
の
｜
｜
上
述
し
た
中
国
近
代
家
父
長
制
と
似
通
っ
た

（
こ
こ
で
相
違
点
は
排
除
す
る
）
｜
｜
近
代
家

父
長
制
を
背
景
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、

『
青
春
の
歌
』

の
道
静
と
江
華
の
平
等
関
係
は
、
道
静
が
政
治
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
と
江
華
が
家
事
を
手
伝
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
女
性
の
半
男
性
化
と
男
性
の
半
女
性
化
を
条
件
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
男
女
平
等
関
係
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、

道
静
は
女
性
英
雄
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
パ
ル
タ
イ
』
の
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
対
等
関
係
は
、
「
わ
た
し
」
の
終
始

一
貫
し
た
明
断
さ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
分
の
主
張
だ
け
を
貫
こ
う
と
す
る
「
あ
な
た
」
に
「
わ
た
し
」
は
決
し
て
妥
協
す

る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
あ
な
た
」
を
唱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
わ
た
し
」
は
自
分
を
正
当
化
す
る
。
そ
れ
が
即
ち
倉
橋
由

（

8）
 

美
子
の
い
う
「
第
三
の
性
」
で
あ
る
。
第
三
の
性
と
女
性
英
雄
の
相
違
点
は
、
政
治
と
の
関
わ
り
の
中
で
一
層
具
体
化
し
て
行
く
。

二
、
政
治
の
時
代

『
バ
ル
タ
イ
』
と
『
青
春
の
歌
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
恰
も
「
冷
戦
」
の
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
冷
戦
」
と
は
米
ソ
冷
戦

（

9
）

（

M
M）
 

を
始
め
と
し
て
、
共
産
圏
国
家
対
資
本
主
義
国
家
の
冷
戦
を
指
す
場
合
が
多
い
。
資
本
主
義
国
家
に
よ
る
反
共
運
動
と
社
会
主
義
中
国

の
反
右
派
運
動
の
白
熱
化
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
そ
の
頃
日
本
で
は
安
保
運
動
が
高
潮
に
達
し
、

そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
鎮
圧
、



日
本
共
産
党
の
内
部
分
裂
な
ど
政
治
的
事
件
が
起
き
て
い
記
個
人
の
生
活
と
人
生
を
丸
ご
と
巻
き
込
ん
だ
政
治
運
動
の
中
で
、
党
の

最
高
指
示
に
従
う
の
み
が
生
き
残
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
中
国
知
識
人
の
状
況
に
対
し
て
、
農
民
運
動
を
研
究
す
る
こ
と
で
「
『
ア

（ロ）

カ
』
よ
ば
わ
り
」
し
た
日
本
知
識
人
の
場
合
も
あ
っ
た
J

で
は
、
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
は
そ
の
時
代
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
？

① 

倉
橋
由
美
子
と
時
代

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

倉
橋
由
美
子
の
自
作
年
譜
に
よ
る
と

一
九
五
九
年
六
月
、
世
間
は
「
そ
の
頃
か
ら
『
安
保
』
騒
動
で
騒
が
し
く
な
っ
た
が
、
ま
つ

た
く
無
関
心
で
、
相
変
わ
ら
ず
」
（
『
倉
橋
由
美
子
全
作
品
7
』
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
五
月

二
三
三
ペ
ー
ジ
）
よ
く
遊
ん
で
、
よ
く

読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
八
月
に
は
サ
ル
ト
ル
の
『
存
在
と
無
』
を
取
り
上
げ
て
卒
業
論
文
を
書
き
な
が
ら
『
パ
ル
タ
イ
』
を
執
筆
し

て
い
た
。

安
保
運
動
に
つ
い
て
氏
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
講
話
条
約
調
印
の
日
に
、
教
室
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
の
『
ピ

l
ピ
i
ガ
l

ガ
l
』
を
き
か
さ
れ
た
の
は
わ
た
し
が
高
校
一
年
の
と
き
で
し
た
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、

日
本
が
こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の
『
目
下
の

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
世
界
に
所
属
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
、
「
反
ア
メ
リ
カ

友
人
」
的
な
地
位
を
得
て
、
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帝
国
主
義
』
と
い
う
視
点
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
『
革
命
」
の
夢
に
は
、
現
実
的
な
根
拠
が
な
か
っ
た
の
で
実
際
面
で
は
愚
劣
な
失
敗

を
く
り
か
え
す
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
青
春
は
、
こ
う
し
て
袋
の
な
か
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
い

（臼｝

ま
と
な
っ
て
こ
の
袋
を
切
り
裂
い
て
八
月
十
五
日
の
ゼ
ロ
の
地
点
か
ら
出
発
し
な
お
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
。
サ
ル
ト
ル
の
実
存

｛

M）
 

主
義
を
以
っ
て
、
社
会
に
出
る
前
の
「
《
猶
予
〉
の
な
か
の
学
生
た
ち
に
よ
る
、
《
社
会
的
ス
ポ
ー
ツ
》
」
を
噸
笑
っ
て
い
た
。
高
野
斗

（日）

志
美
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
倉
橋
の
左
翼
党
を
喧
う
気
持
ち
は
、
上
記
の
よ
う
な
時
代
背
景
下
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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③ 

楊
末
と
時
代

楊
沫
が
北
平
左
聯
の
陸
万
美
に
出
会
っ
た
の
は
、

（

M
M）
 

っ
た
白
楊
の
家
に
は
、
映
画
界
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
を
始
め
と
し
て
、
左
聯
の
人
た
ち
と
北
平
大
学
の
学
生
（
そ
の
多
く
は
東
北
か
ら

パ
イ
ヤ
ン

一
九
三
三
年
春
節
の
目
、
妹
白
楊
の
家
で
あ
っ
た
。
当
時
売
れ
っ
子
の
女
優
で
あ

の
逃
亡
青
年
で
あ
っ
た
）
た
ち
が
集
ま
っ
て
来
た
。
楊
沫
は
芦
嘉
川
の
モ
デ
ル
で
あ
る
陸
万
美
か
ら
、

（口）

解
放
運
動
を
紹
介
し
た
本
を
借
り
て
き
て
は
一
心
に
読
ん
だ
。
楊
沫
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
ソ
連
の
女
性

マ
ル
ク
ス
主
義
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
、

そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ミ
ッ
ク
ス
し
た
か
た
ち
で
吸
収
し
た
、
と
見
て
お
い
た
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

一
九
五
七
年
に
書
か
れ
た
楊
沫
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
楊
沫
は
当
時
「
右
派
分
子
」
に
対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
表
し
て
い
た
。
楊
沫

は
時
代
の
波
に
逆
ら
う
知
識
人
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
五
九
年
、
楊
沫
は
「
党
の
社
会
主
義
建
設
の
総
路
線
と
大
躍
進
の
進
展
に
励
ま

（日）

『
青
春
の
歌
』
を
修
正
し
た
」
。
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
歴
史
観
は
一
九
五
九
年
に
お
け
る
楊
沫
の

さ
れ
て
、
三
ヶ
月
を
費
や
し
て

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
の
姿
勢
が
あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
二
人
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
政
治
解
釈
は
異

る

一
、
性
と
政
治

「
わ
た
し
」
と
道
静
は
、
恋
人
の
党
員
男
性
を
通
し
て
政
治
活
動
に
参
加
し
た
。

つ
ま
り
、
二
人
に
と
っ
て
政
治
は
も
と
も
と
男
性

の
も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
積
極
的
に
政
治
活
動
に
加
わ
っ
た
が
、
離
れ
て
い
く
「
わ
た
し
」
と
手
放
さ
な
い
道
静



で
あ
っ
た
。

① 

「
わ
た
し
」
の
場
合
｜
｜
他
者
と
し
て

小
説
『
パ
ル
タ
イ
』
に
は
、
「
あ
な
た
」
の
空
間
と
「
わ
た
し
」
の
空
聞
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
」
の
住
ん
で
い
る

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

と
こ
ろ
は
、
「
壁
の
割
れ
は
じ
め
た
汚
い
部
屋
で
、
途
方
も
な
く
巨
大
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
中
の
迷
路
の
奥
」
（
九
ペ
ー
ジ
）
に
あ
っ
た
。

そ
れ
は
《
寮
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
、
「
厚
い
壁
で
区
切
り
を
つ
け
ら
れ
な
が
ら
も
か
え
っ
て
そ
の
壁
を
靭
帯
に
し
て

た
が
い
に
結
合
さ
れ
て
い
る
」
（
同
上
）
細
胞
の
集
合
体
、
異
臭
の
充
満
し
て
い
る
、
「
わ
た
し
」
に
は
決
し
て
慣
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
あ
な
た
」
の
行
く
空
間
と
い
う
の
は
、
潮
風
の
あ
た
る
ゴ
ミ
捨
場
の
横
の
バ
ラ
ッ
ク
や
書
店
の
屋
根
裏
ト

な
ど
、
陰
気
臭
い
空
間
で
あ
っ
た
。

二
時
ご
ろ
K
市
に
つ
い
た
。
曇
天
か
ら
薄
日
が
さ
し
て
蒸
し
暑
か
っ
た
。
陸
橋
を
渡
り
な
が
ら
下
を
み
る
と
、
貨
物
専
用
の
レ

ー
ル
が
い
く
つ
か
の
立
体
交
叉
を
な
し
て
放
射
状
に
ひ
ろ
が
り
、
多
く
の
《
工
場
》
へ
と
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
が
み
え
た
。
街

は
狭
く
て
、
棚
を
な
し
て
海
へ
せ
り
出
し
、

黒
い
鉄
板
を
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
つ
く
ら
れ
た
《
工
場
》
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
累
積
し
て
建
て

か
い
い

込
ん
で
い
る
の
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
稚
拙
だ
が
魁
偉
な
偶
像
に
似
て
い
る
。
（
十
三
ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
な
息
苦
し
く
て
暗
い
感
じ
の
「
あ
な
た
」

の
空
間
に
比
べ
て
「
わ
た
し
」
の
部
屋
は
、

61 

わ
た
し
は
多
少
が
っ
か
り
し
た
も
の
を
か
ん
じ
な
が
ら
、
《
寮
》
を
出
た
。
そ
れ
か
ら
二
時
間
ほ
ど
電
車
に
乗
っ
て
自
分
の
部
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屋
に
帰
る
と
、

た
だ
眠
っ
た
。
そ
し
て
朝
の
光
が
オ
レ
ン
ジ
色
の
希
望
を
投
げ
か
け
る
こ
ろ
、
わ
た
し
は
汗
で
湿
っ
た
服
を
そ
の

ま
ま
着
て
、
ま
た
《
寮
》
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

（
十
二
ペ
ー
ジ
）

「
冷
た
い
」
、
「
恐
怖
」
、
「
不
安
定
」
、
「
絶
望
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
黒
色
と
、
「
暖
か
い
」
、
「
安
定
」
、
「
希
望
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
オ
レ
ン
ジ

（臼）

色
と
の
見
事
な
対
照
で
あ
る
。
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
す
家
中
の
自
分
の
部
屋
か
、
或
い
は
一
人
暮
ら
し
の
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
か
、
と
に

そ
れ
は
「
あ
な
た
」
と
口
論
し
た
後
、
帰
っ
て
き
て
安
ら
ぐ
空
間
で
あ
り
、
留
置
所
で
「
あ
な

た
」
と
別
れ
た
後
帰
っ
て
く
る
空
間
で
あ
る
。
自
己
を
表
す
代
名
詞
「
わ
た
し
」
に
対
し
て
、
「
あ
な
た
」
は
親
し
い
間
柄
の
呼
ぴ
名

か
く
「
わ
た
し
」

の
空
間
で
あ
る
が
、

か
ら
、
他
者
を
表
す
代
名
詞
に
変
わ
っ
て
行
く
。
小
説
は
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
自
己
確
立
の
物
語
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
は
鋭
い
感
受
性
の
持
ち
主
、
女
性
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
そ
の
感
受
性
を
以
っ
て
「
あ
な
た
」
と
「
あ
な
た
」

の
な
か

ま
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
「
わ
た
し
」
は
《
労
働
者
》
と
い
う
「
種
を
異
に
す
る
動
物
」
（
H
他
者
）
、
《
労
働
者
》
と
い
う
政

治
概
念
（
H
男
性
）
を
理
解
す
る
た
め
に
、
《
労
働
者
》
と
交
わ
る
。
江
種
満
子
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
わ
た
し
が
労
働
者
を
理
解
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
わ
た
し
の
労
働
学
校
セ
ツ
ル
と
い
う
サ
ー
ク
ル
活
動
の
意
義
の
保
証
で
あ
り
、
革
命
日
パ
ル

（初）

タ
イ
を
信
ず
る
根
拠
」
で
あ
っ
た
。
女
性
は
肉
体
し
か
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
倉
橋
の
女
性
と
い
う
性
に
対
す
る
喰
え
方
で
あ

る
。
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
の
肉
体
は
、
女
性
の
肉
体
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
の
精
神
世
界
に
対
す
る
認
識
手
段
で
も

ホりヲ
hv

。
つ
ま
り
そ
れ
は
肉
体
で
あ
り
な
が
ら
肉
体
で
は
な
い
。
倉
橋
の
こ
の
観
念
は
、
肉
体
を
最
小
限
に
縮
め
て
「
精
神
に
な
っ
て
」

飛
ん
で
み
よ
う
と
す
る
、
後
の
作
品
『
ど
こ
に
も
な
い
場
所
」

の
「
L
」、

『
妖
女
の
よ
う
に
」

の
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
一
層
展
開
さ

れ
て
行
く
。



《
労
働
者
V

と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
で
き
た
存
在
は
、
「
わ
た
し
」
の
中
で
大
き
く
な
っ
て
行
く
に
つ
れ
て
、
「
わ
た
し
」
に
吐
き
気

を
促
す
。
サ
ル
ト
ル
の
『
曜
吐
』
の
中
の
吐
き
気
を
思
い
出
さ
せ
る
、
存
在
へ
の
反
応
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
の
存
在
へ
の
反
応
は
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
《
寮
》
、
《
履
歴
書
》
、
《
組
織
》
、
《
組
合
》
、
《
同
志
》
、
《
革
命
》
な
ど
、
小
説
の
中
で
は
「
あ
な
た
」
と
「
あ
な
た
」

そ
の
政
治
用
語
に
す
べ
て
《
》
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
他
者
の
分
泌
物
と
、
異
臭
で
満
た
さ

の
仲
間
が
使
っ
て
い
る
言
葉
、

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

れ
て
い
る
集
団
生
活
、
組
織
の
《
な
か
ま
意
識
》
に
「
わ
た
し
」
は
《
オ
ン
ト
》
を
感
じ
る
。
こ
の
《
オ
ン
ト
》
は
サ
ル
ト
ル
著
『
存

（幻）

在
と
鉱
山
』
の
「
オ
ン
ト
」
の
意
味
と
無
関
係
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
わ
た
し
」
の
蓋
恥
は
「
あ
な
た
」
と
「
あ
な
た
」
の
組
織
、
と

い
う
他
者
の
前
に
お
け
る
自
己
に
つ
い
て
の
蓋
恥
で
あ
っ
て
、
「
わ
た
し
」
は
絶
え
ず
「
わ
た
し
」
の
存
在
の
不
可
能
性
を
味
わ
い
、

異
臭
と
他
者
の
分
泌
物
の
中
で
「
わ
た
し
」
の
根
源
的
な
失
態
を
体
験
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
危
機
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
「
わ
た
し
」

は
孤
独
な
自
由
を
求
め
て
「
あ
な
た
」
と
別
れ
、

パ
ル
タ
イ
か
ら
出
る
手
続
き
を
始
め
よ
う
と
決
意
し
た
。

⑧ 

『
青
春
の
歌
」
の
場
合

l
l
社
会
的
自
我
と
し
て

道
静
は
《
九
・
一
八
〉
事
変
で
故
郷
を
失
っ
た
難
民
が
悲
鳴
を
上
げ
な
が
ら
、
南
下
す
る
列
車
に
乗
っ
て
東
北
三
省
か
ら
避
難
す
る

光
景
を
目
撃
し
た
。
ま
た
、
仕
事
を
探
し
て
い
る
際
に
、
北
平
の
あ
る
豪
華
な
邸
宅
に
住
む
日
本
人
「
旦
那
さ
ま
」
に
遇
っ
た
が
、

「
大
日
本
帝
国
」
を
誇
る
「
旦
那
さ
ま
」
は
、

い
や
ら
し
い
目
付
き
で
道
静
の
身
体
を
上
か
ら
下
ま
で
翫
め
て
い
た
。
道
静
は
恥
を
感

じ
、
怒
り
を
覚
え
た
。
こ
の
よ
う
な
国
が
破
れ
て
人
が
亡
く
な
り
、
人
格
が
蝶
踊
さ
れ
る
被
害
意
識
は
、
道
静
に
愛
国
心
を
も
た
ら
し

た。
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パ
イ
リ
ピ
ン

道
静
の
愛
国
心
は
、
女
優
の
白
荊
卒
の
家
に
集
ま
っ
て
く
る
逃
亡
青
年
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
合
流
し
て
い
く
。
中
国
人
な
ら
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誰
に
も
抗
日
救
国
の
住
務
が
あ
る
。
こ
れ
は
不
可
侵
な
正
義
で
あ
り
、
全
知
の
語
り
手
が
登
場
人
物
を
正
面
人
物
、
中
間
人
物
、
反
面

人
物
と
裁
く
、
少
し
も
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
基
準
で
あ
っ
た
。
そ
の
神
聖
た
る
、
不
可
避
な
問
い
の
前
で
、
た
と
え
出
世
主
義
者
余

で
救
国
す
る
と
主
張
し
た
し
、
国
民
党
の
ス
パ
イ
、
漢
好

永
沢
で
あ
っ
て
も
自
分
な
り
の
方
法
（
古
典
を
研
究
し
て
伝
統
を
守
る
）

（
親
日
派
）

で
あ
っ
て
も
「
曲
線
救
国
」
を
口
に
す
る
。
北
平
大
学
の
学
生
た
ち
は
「
反
動
」
で
、
「
無
抵
抗
」
を
主
張
す
る
国
民
党
政

府
（
一

O
八
ペ
ー
ジ
）
に
向
か
っ
て
デ
モ
を
起
し
た
。
そ
の
項
点
が
《
一
ニ
・
九
》
運
動
で
あ
っ
た
。
嘉
川
は
こ
の
神
聖
た
る
運
動
の

指
導
者
で
あ
っ
た
。

道
静
は
そ
ん
な
嘉
川
を
尊
敬
し
て
い
た
。
そ
の
尊
敬
心
は
嘉
川
に
対
す
る
道
静
の
肉
体
的
好
感
と
相
伴
っ
て
い
た
。
永
沢
の
小
さ
な

目
に
比
べ
て
、
大
き
く
て
輝
く
嘉
川
の
目
は
道
静
を
魅
了
さ
せ
た
。
人
目
を
晦
ま
す
た
め
に
金
持
ち
の
お
坊
ち
ゃ
ん
を
演
じ
る
嘉
川
の

背
広
の
姿
は
格
好
い
い
。
そ
ん
な
生
き
生
き
し
た
青
年
た
ち
に
比
べ
て
、
終
日
じ
じ
む
さ
い
長
杉
姿
で

（一

O
四
ペ
ー
ジ
）
、
本
ば
か

り
読
ん
で
い
る
本
の
虫
永
沢
は
道
静
を
が
っ
か
り
さ
せ
た
。
こ
の
部
分
の
描
写
が
リ
ア
リ
テ
ィ
の
手
法
に
よ
る
楊
沫
の
無
意
識
の
発
露

で
あ
る
と
す
れ
ば
面
白
い
。
ち
な
み
に
、
永
沢
の
モ
デ
ル
で
あ
る
張
中
行
（
北
京
大
学
教
捜
）
は
未
だ
に
旧
い
綿
い
れ
の
上
着
を
着
て

い
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

女
優
の
家
に
集
ま
っ
て
く
る
人
た
ち
の
中
に
は
、
愛
国
青
年
た
ち
と
学
生
オ
ル
グ
以
外
に
、
映
画
界
の
「
大
芸
術
家
」
も
い
た
。
や

や
風
刺
の
効
い
た
普
通
名
調
だ
け
で
ち
ら
つ
と
出
て
く
る
「
大
芸
術
家
」
で
あ
る
が
、
道
静
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
接
す
る
際
の
背
景
を

把
握
す
る
た
め
に
は
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
道
静
が
そ
の
「
大
芸
術
家
」
を
認
識
す
る
ま
で
も
待
た
ず
、
寸
大
芸
術
家
」
は
既

に
生
き
生
き
し
た
青
年
た
ち
の
中
に
い
た
。
だ
が
、
国
家
大
事
を
談
論
し
よ
う
と
し
な
い
「
大
芸
術
家
」
は
早
々
と
姿
を
消
さ
れ
て
し

辛品、フ。



日
中
関
係
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
層
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。
抗
日
救
国
を
妨
げ
る
者
は
一
切
否
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
神
聖
た
る
抗
日
運
動
は
女
性
を
必
要
と
し
て
い
た
。
最
初
か
ら
ナ
シ
ョ
十
リ
ズ
ム
と
合
体
し
て
い
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
、

女
性
の
参
加
を
大
歓
迎
し
て
い
た
。
嘉
川
ら
の
指
導
を
受
け
て
、
「
共
産
主
義
戦
士
に
な
る
こ
と
を
志
し
た
」
道
静
は
、
「
利
己
的
な
出

，
世
主
義
者
」
で
あ
る
夫
永
沢
に
「
志
が
違
う
」
と
い
う
理
由
を
堂
々
と
出
し
て
別
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
道
静
は
宵
嘉
川
、
江
華
ら
の

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
支
持
を
受
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
幸
せ
な
結
合
で
あ

世
界
に
加
わ
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
。

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

った。中
国
社
会
に
お
い
て
、
抗
日
運
動
期
の
こ
の
よ
う
な
三
者
の
緊
密
な
関
係
は
、
『
青
春
の
歌
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
五
八
年
当
時
に

も
強
化
さ
れ
て
い
た
。
冷
戦
中
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
依
然
と
し
て
台
頭
し
て
い
る
中
、
社
会
主
義
中
国
を
建
設
す
る
た
め
の
大
躍
進
と

人
民
公
社
運
動
は
中
華
人
民
共
和
国
の
公
民
な
ら
誰
に
も
あ
る
、
抗
日
運
動
に
続
く
神
聖
た
る
任
務
で
あ
っ
た
。
「
奇
志
の
多
い
中
華

（

忽

）

（

勾

）

の
娘
た
ち
」
は
栄
え
あ
る
事
業
に
投
身
し
て
、
「
天
の
半
分
」
を
項
い
た
。

勿
論
女
性
は
皆
「
半
辺
天
」
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
四
二
年
、
丁
玲
は
エ
ッ
セ
イ
『
三
八
節
に
感
有
り
』
を
書
い
て
、

終
日
男
性
幹
部
に
付
き
纏
う
女
性
幹
部
と
、
手
足
に
ま
め
が
で
き
る
ほ
ど
生
産
現
場
で
働
き
続
け
る
農
村
の
娘
を
対
照
的
に
描
い
て
、

解
放
区
の
男
女
平
等
制
度
を
疑
っ
た
。
だ
が
、
救
国
優
先
と
い
う
情
勢
の
下
で
返
っ
て
非
難
を
浴
び
た
。
そ
の
丁
玲
が
一
九
五
七
年
に

右
派
と
し
て
倒
れ
、

丁
の
文
章
は
社
会
主
義
建
設
を
妨
げ
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
『
青
春
の
歌
』
は
周
恩
来
の

妻
都
頴
超
な
ど
の
絶
賛
を
受
け
た
。
茅
盾
が
言
っ
た
よ
う
に
『
青
春
の
歌
」
は
「
教
育
価
値
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
り
え
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
道
静
H
楊
沫
の
よ
う
な
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
、
男
女
平
等
制
度
は
支
持
さ
れ
、
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
道
静
に
と
っ
て
政
治
活
動
へ
の
参
加
は
社
会
的
自
我
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
他
民
族
の
抑
圧
、
封
建
制
度
の
抑
圧
、

男
性
の
抑
圧
か
ら
逃
れ
る
道
で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
も
ろ
も
ろ
の
経
験
を
通
し
て
自
己
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、

「
あ
な
た
」
は
他
者
で
あ
っ
て
、
「
あ
な
た
」
や
「
あ
な
た
」
の
な
か
ま
た
ち
が
作
り
出
す
主
義
、
観
念
は
他
者
の
分
泌
物
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

お
わ
り
に
｜
｜
研
究
意
義
及
び
今
後
の
課
題

『
パ
ル
タ
イ
』
と
『
青
春
の
歌
』
で
確
定
さ
れ
た
女
性
観
、
政
治
観
は
、
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
の
後
の
作
品
で
そ
れ
ぞ
れ
一
層
展
開

さ
れ
て
い
く
。
倉
橋
由
美
子
は
「
パ
ル
タ
イ
」

の
テ
l
マ
と
登
場
人
物
に
繋
が
り
を
持
つ
数
十
編
の
短
編
を
創
作
し
、
後
に
は
長
篇
に

挑
ん
だ
。
楊
沫
に
は
『
青
春
の
歌
』
三
部
作
が
あ
る
。

倉
橋
由
美
子
は
『
パ
ル
タ
イ
』
を
通
し
て
、
女
性
の
肉
体
性
を
正
当
化
し
て
男
性
の
精
神
世
界
と
対
等
な
位
置
に
持
ち
上
げ
た
。
し

か
し
、
決
し
て
第
一
の
性
で
あ
る
男
性
と
抗
争
し
た
り
は
し
な
い
。

む
し
ろ
政
治
に
〈
オ
ン
ト
》
を
感
じ
た
「
わ
た
し
」
は
自
分
の
部

屋
に
帰
っ
て
来
た
。
こ
う
し
て
「
わ
た
し
」
の
自
己
は
内
部
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
倉
橋
由
美
子
の
い
う
第
三
の
性
で
あ
っ

た
。
後
の
作
品
に
見
ら
れ
る
肉
体
の
描
写
も
女
性
の
正
当
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
肉
体
の
描
写
で
は
な
く
、
肉
体
と
精
神
、
形
而

上
学
と
形
而
下
学
、
男
性
と
女
性
の
相
互
関
係
つ
い
て
の
聞
い
で
あ
る
。
肉
体
の
中
に
棲
ん
で
い
る
精
神
、
物
質
化
（
肉
体
化
）
す
る

精
神
が
そ
れ
で
あ
る
。
倉
橋
の
後
の
小
説
に
は
契
約
で
結
ぼ
れ
た
夫
婦
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
仕
事
を
持
つ
夫
と
主
婦
の
妻
の
間
に
は

優
劣
が
な
い
。
女
性
は
家
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
家
の
中
に
城
を
築
く
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
道
静
は
家
事
を
軽
視
し
、
家
を
自
由
を
奪
う
鳥
篭
と
し
て
捉
え
た
。
社
会
に
出
る
こ
と
は
抑
圧
か
ら
の
解
放
で
あ
っ
た
。
ま



た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
家
事
よ
り
国
家
大
事
、
小
家
庭
よ
り
国
家
と
い
う
呼
び
か
け
の
下
で
、
社
会
活
動
に
加
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
道
静
は
優
越
感
を
覚
え
た
。
だ
が
、
社
会
へ
の
進
出
は
女
性
の
無
性
化
で
あ
っ
た
。
国
家
、
国
家
大
事
を
前
に
し
て
、
性
は
取
る

に
足
り
な
い
個
人
、
私
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
個
人
主
義
を
主
張
す
る
日
本
の
事
情
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

『
青
春
の
歌
』
の
続
編
『
英
華
の
歌
』
で
、
再
び
女
性
の
本
能
に
触
れ
よ
う
と
し
た
楊
沫
は
、
も
は
や
そ
れ
を
表
現
す
る
適
切
な
言
葉

一
九
八
九
年
に

を
失
っ
て
い
た
。

倉橋由美子と楊沫の小説比較研究

以
上
で
倉
橋
由
美
子
と
楊
沫
の
初
期
小
説
に
お
け
る
女
性
観
、
政
治
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
た
。
枚
数
の
制
限
の
た
め
、
後
の
作

品
に
見
ら
れ
る
更
な
る
展
開
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

註
（1
）
楊
沫
（
一
九
一
四
年
八
月
二
十
五
日
i
一
九
九
五
年
十
二
月
十
一
日
）
北
京
生
ま
れ
。
本
名
は
楊
成
業
。
生
前
北
京
市
婦
女
連
合
会

の
宣
伝
部
副
部
長
、
中
国
作
家
理
事
な
ど
に
任
じ
た
。
一
九
七
九
年
来
日
訪
問
。
主
な
作
品
は
『
楊
沫
文
集
』
（
会
七
巻
）
に
収
録
さ

れ
て
あ
る
。

（2
）
倉
橋
由
美
子
「
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
』
」
（
一
九
六
O
年
八
月
）
『
わ
た
し
の
な
か
の
か
れ
へ
』
講
談
社
一
九
七
八
年
七
月
二

七
ペ
ー
ジ

（3
）
倉
橋
由
美
子
『
パ
ル
タ
イ
』
新
潮
文
庫
一
九
七
八
年
一
月
八
ペ
ー
ジ
。
以
下
「
パ
ル
タ
イ
」
の
引
用
は
当
書
か
ら
。

（4
）
楊
沫
著
一
島
国
政
雄
三
好
一
訳
『
青
春
の
歌
』
至
誠
堂
一
九
六
O
年
三
月
八
ペ
ー
ジ
。
以
下
『
青
春
の
歌
』
の
引
用
は
当
翻

訳
書
か
ら
。

（5
）
倉
橋
由
美
子
「
性
と
文
学
」
（
一
九
六
四
年
三
月
）
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
九
年
七
月
三
六
ペ
ー
ジ

（6
）
倉
橋
由
美
子
「
性
は
悪
へ
の
鍵
」
（
一
九
六
四
年
四
月
）
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
九
年
七
月
四
一
ぺ

ー
ジ
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（7
）
林
玲
子
柳
田
節
子
監
修
『
ア
ジ
ア
女
性
史
比
較
の
試
み
』
明
石
書
店
一
九
九
七
年
六
月
。
菅
野
則
子
「
江
戸
時
代
に
お
け
る

「
儒
教
」
の
日
本
的
展
開
」
（
二
二
八
ペ
ー
ジ
）
、
長
島
淳
子
「
近
世
家
族
に
お
け
る
女
性
の
位
置
と
役
割
」
（
三
一
二
ペ
ー
ジ
）
な
ど
の

論
文
を
踏
ま
え
た
考
え
。

（8
）
倉
橋
由
美
子
「
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
』
」
（
一
九
六
O
年
八
月
）
「
わ
た
し
の
な
か
の
か
れ
へ
』
講
談
社
一
九
七
八
年
七
月
三

0
ペ
ー
ジ

（9
）
李
鍾
元
『
東
ア
ジ
ア
冷
戦
と
韓
米
日
関
係
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
六
年
三
月
、
菅
英
輝
『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ

ア
政
策
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
一
九
九
二
年
三
月
、
西
川
吉
光
『
冷
戦
の
起
源
と
二
極
世
界
の
形
成
』
晃
洋
書
一
一
房
一
九
九
八
年
四

月
な
ど
を
参
考
に
し
た
も
の
。

（
m）
陳
匝
亭
『
日
中
韓
百
年
大
事
記
』
（
台
湾
）
中
華
叢
書
一
九
七
二
年
五
月
に
詳
し
い
。

（
日
）
斎
藤
一
郎
『
安
保
闘
争
史
』
コ
二
書
一
房
一
九
六

O
年
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
で
あ
る
。

（
ロ
）
色
川
大
吉
『
昭
和
史
世
相
篇
』
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
九
九
四
年
二
月
二
六
三
ペ
ー
ジ

（
日
）
倉
橋
由
美
子
「
袋
に
封
入
さ
れ
た
青
春
」
（
一
九
六
O
年
八
月
）
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
九
年
七
月

二
八
ペ
ー
ジ

（M
）
倉
橋
由
美
子
「
学
生
よ
、
騒
る
な
か
れ
」
（
一
九
六

O
年
五
月
）
「
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
九
年
七
月

三
二
ペ
ー
ジ

（
日
）
高
野
斗
志
美
『
倉
橋
由
美
子
論
』
サ
ン
リ
オ
選
書
一
九
七
六
年
七
月

（
日
）
白
楊
は
一
九
三
二
年
十
四
歳
の
時
に
、
北
平
の
聯
華
影
業
公
司
に
入
っ
た
。
当
映
画
会
社
は
後
の
中
国
映
画
史
土
比
較
的
に
大
き
な

影
響
を
及
ぽ

L
た
。
当
映
画
会
社
の
一
九
三
0
年
代
初
期
の
作
品
を
見
る
と
、
「
古
都
春
夢
」
、
「
都
会
的
早
長
」
（
「
都
会
の
朝
」
）
、
「
再

会
杷
上
海
」
（
「
さ
よ
う
な
ら
上
海
」
）
な
ど
一
九
三

0
年
代
の
モ
ダ
ン
な
都
市
空
間
、
都
市
生
活
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
、
「
恋
愛
与

義
務
」
、
「
愛
欲
之
争
」
、
「
三
個
摩
登
女
性
」
（
「
三
人
の
モ
ダ
ン
ガ
l
ル
」
）
な
ど
恋
愛
、
家
庭
、
女
性
問
題
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
、

そ
れ
に
官
能
的
な
も
の
も
混
じ
っ
て
い
た
。

（
臼
）
楊
沫
「
我
一
生
中
的
三
個
愛
人
」
「
楊
末
文
集
7

ペ
ー
ジ

自
白
｜
｜
我
的
日
記
』
北
京
十
月
文
芝
出
版
社

一
九
九
四
年
十
月

五
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（
国
）
楊
沫
「
再
販
後
記
」
『
楊
沫
文
集
1

青
春
之
』
北
京
十
月
文
芸
出
版
社
一
九
九
四
年
十
月

｛
四
）
岩
井
寛
『
色
と
形
の
深
層
心
理
」
…
日
本
放
送
出
版
社
一
九
八
六
年
一
月
。

（
加
）
江
種
満
子
ノ
「
「
パ
ル
タ
イ
』
の
わ
た
し
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
六
年
九
月
一
一
一
六
ペ
ー
ジ

（幻）

J
｜

p
・
サ
ル
ト
ル
著
松
浪
信
三
郎
訳
「
存
在
と
無
』
人
文
書
院
一
九
九
九
年
五
月
。
オ
ン
ト
（
F
O
E
O
）
は
差
恥
の
意
味
。

他
に
吐
き
気
、
ま
な
ざ
し
な
ど
も
サ
ル
ト
ル
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。

（
沼
）
毛
沢
東
七
絶
「
為
女
民
兵
題
照
」
一
九
六
一
年
二
月

（
お
）
毛
沢
東
の
湖
南
農
民
運
動
の
時
期
か
ら
一
貫
し
た
女
性
論
。
一
九
五
九
年
に
は
弓
南
方
日
報
』
一
月
十
八
日
）
、
「
家
事
労
働
か
ら

解
放
さ
れ
れ
ば
、
女
性
は
こ
ん
ど
こ
そ
知
的
能
力
を
た
か
め
、
思
想
的
な
先
進
を
と
げ
る
」
、
「
女
と
男
が
公
社
で
一
緒
に
働
き
、
そ
の

労
働
に
応
じ
て
支
払
い
を
う
け
れ
ば
、
父
親
や
夫
に
よ
る
支
配
の
時
代
は
終
わ
り
を
つ
げ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。（

大
学
院
後
期
課
程
学
生
）

六
一
五
ペ
ー
ジ

69 



SUMMARY 70 

仓桥由美子与杨沫小说比较研究

一一以〈党组织〉的〈我〉与〈青春之歌〉的林道静为中心一一

朴银姬

仓桥由美子与杨沫是从政治气氛极为浓厚的一九五0年代末开始从事写

作活动的女作家。所以，二位女作家常以性（指性别。包括男女关系以及

性行为）与政治为小说的主题。其代表性的作品有仓桥由美子的《党组织》
和杨沫的《青春之歌》。两个作品公之于世后所引起的反响都很大。两个作
品都以年轻女学生为主人公，描写了年轻女性和党员之间的爱情故事以及
年轻女性通过情人接触党组织的过程。女主人公〈我〉和林道静都很积极

参加党的各种政治活动。但由于俩个人对党组织和政治活动的理解不同，

因此迎来了不同的故事结局。

仓桥由美子受到了萨特的存在主义影响。因为个人的存在受社会诸关系
的压抑而不能得到真正的自由，因此要经过与此的斗争才能得到存在的价

值。在这种观念的影响下，仓桥由美子通过《党组织》首先确认了〈我）
的存在。对〈我〉来说〈你〉和你的同志还有〈你〉的党组织都属于他人，

〈你〉和〈你〉的组织所主张的主义只不过是他人的排泄物而已。为了自由
（我〉拒绝参加政治活动，断然离开了〈你〉和党组织。

杨沫深受了马克斯主义唯物辩证法的影响。唯物辩证法主张个人必须在
社会诸关系中才能得到存在的价值。林道静投身于社会政治活动，想在社

会诸关系中充实自我。

仓桥由美子认为，女人是被磨练的，而不是生就的。换句话说女人是在

儒教家父长制或者在近代家父长制下所被造出来的。在这一点上杨沫也是

同样的。但仓桥由美子把女人作为第二个性，塑造了与男人这第一个性互

不相争，但绝对保持对等关系的第兰个性，而杨沫塑造女英雄形象编写了

男女平等的神话故事。对道静来说，离开家庭参加革命意味着从被其他民

族的压迫下解放出来，意味着从被封建制度的压迫中解放出来，也意味着
从被男人的束缚中解脱出来。这与杨沫所处的历史背景不无关系。从一九

三0年代末到一九七0年代末，在中国女性主义与国家主义和马克斯主义
是紧密地联系在一起的。

关键词；第三个性 女英雄 党组织 政治活动 女性主义


