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「
新
人
文
主
義
」に
期
待
す
る
も
の

郡
司

　淳

﹇
巻
頭
言
﹈

現
在
、
私
た
ち
は
時
代
の
転
換
点
に
立
っ
て
い
る
。

日
本
の
総
人
口
は
、
二
〇
〇
八
年
の
一
億
二
八
〇
八
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
た
。
そ
れ
は
、
二
〇
四
八
年
に

九
九
一
三
万
人
と
一
億
人
を
割
り
込
み
、
二
一
〇
〇
年
に
は
四
九
五
九
万
人
に
ま
で
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
こ
の
数
字
は
、
出
生
・
死
亡
中
位
の
中
位
推
計
に
基
づ
く
も
の
で
、
出
生
低
位
・
死
亡
高
位
の
低
位
推
計
で
は

三
七
九
五
万
人
と
な
り
（「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
二
〇
一
二
年
一
月
推
計
）」）、
明
治
政
府
が
一
八
七
二
年
、
同
年
の

戸
籍
法
施
行
を
ふ
ま
え
て
初
め
て
行
っ
た
全
国
戸
籍
調
査
に
よ
る
三
四
八
一
万
人
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
も
の
と
な
る
。
い
わ

ば
日
本
は
、
今
後
一
〇
〇
年
足
ら
ず
の
間
に
近
代
の
初
め
の
水
準
に
ま
で
人
口
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
減
少
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
出
生
率
の
低
下
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
人
口
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
部
で
は
じ
ま
り
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
は
農
村
部
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
五
〇
年
代

以
降
加
速
化
す
る
。
日
本
の
人
口
が
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
増
加
し
続
け
た
の
は
、
そ
の
一
方
で
、
乳
幼
児
死
亡
率
を
は
じ

め
と
す
る
死
亡
率
が
一
九
二
〇
年
代
以
後
着
実
に
低
下
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
六
〇
年
代
に
は
、「
多
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産
多
死
」
か
ら
「
多
産
少
死
」
を
経
て
「
少
産
少
死
」
へ
至
る
と
い
う
「
第
一
次
人
口
転
換
」
が
完
了
し
た
。
現
在
は
、

さ
ら
に
人
口
置
換
水
準
を
下
回
る
少
子
化
の
進
行
に
よ
る
「
第
二
次
人
口
転
換
」
時
代
に
あ
た
っ
て
い
る
。

一
人
の
女
性
が
一
生
に
産
む
子
ど
も
の
平
均
数
で
あ
る
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
統
計
を
求
め
う
る
最
も
古
い
年
で
あ

る
一
九
二
五
年
が
五
・
一
人
で
、
四
七
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
の
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
例
外
的
な
時
期
を

除
き
、
一
・
二
六
人
を
記
録
し
た
二
〇
〇
五
年
ま
で
一
貫
し
て
低
下
し
た
。
出
生
力
の
低
下
は
、
と
く
に
二
〇
歳
未
満
と

三
五
歳
以
上
の
女
性
に
お
い
て
顕
著
で
、
前
者
は
進
学
率
の
上
昇
と
就
職
率
の
上
昇
に
よ
る
晩
婚
化
、
後
者
は
産
児
制
限

に
よ
る
出
生
抑
制
が
そ
の
主
た
る
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
出
生
率
の
低
下
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
都
市
に
始
ま
っ
た
。
一
九
世
紀
ま
で
の
都
市
は
、
劣
悪
な
住

環
境
と
過
酷
な
労
働
に
よ
っ
て
高
い
死
亡
率
お
よ
び
低
い
有
配
偶
率
と
出
生
率
を
特
徴
と
し
、
農
村
か
ら
の
流
入
者
が
家

族
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
人
口
の
再
生
産
を
行
う
こ
と
な
く
、
一
代
限
り
で
死
ん
で
い
く
場
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
明
治
維
新
後
も
変
わ
り
な
く
、「
都
市
下
層
」が
よ
う
や
く
家
族
を
形
成
し
、
都
市
に
定
着
す
る
の
は
、

日
本
が
産
業
革
命
に
成
功
し
た
の
ち
の
日
露
戦
争
後
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
中
川
清
『
日
本
の
都
市
下
層
』

一
九
八
五
年
）。

「
都
市
下
層
」
や
労
働
者
、
さ
ら
に
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
成
立
す
る
新
中
間
層
は
、
都
市
生
活

に
対
応
す
る
た
め
、
農
山
漁
村
と
は
異
な
る
生
計
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
都
市
に
定
住
す
る
た
め
に

は
、
家
業
・
家
産
を
持
た
な
い
以
上
、
ま
ず
家
賃
が
必
要
と
な
る
し
、
プ
レ
学
歴
社
会
の
成
立
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
ま

で
「
雑
費
」
と
目
さ
れ
て
い
た
、
子
ど
も
の
養
育
・
教
育
・
保
健
衛
生
費
を
は
じ
め
と
す
る
費
目
の
支
出
が
増
加
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
持
ち
家
志
向
が
強
く
な
っ
た
結
果
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
さ
ら
に
家
計
を
圧
迫
す
る
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こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
都
市
生
活
者
の
あ
り
方
は
、
当
然
、
産
児
制
限
を
必
然
化
し
た
。
従
来
の
「
家
」
＝
戸
籍
で
は
把
握
困
難

で
あ
っ
た
都
市
に
住
む
家
族
を
「
世
帯
」
と
し
て
初
め
て
把
握
し
た
第
一
回
国
勢
調
査
（
一
九
二
〇
年
）
に
お
け
る
普
通

世
帯
（「
住
居
及
家
計
ヲ
共
ニ
ス
ル
者
」
な
ど
）
の
平
均
員
数
は
四
・
八
九
人
で
、
都
市
部
で
は
、
世
帯
数
一
〇
〇
〇
あ
た

り
、
三
人
世
帯
が
一
九
〇
世
帯
で
最
も
多
く
、
二
人
世
帯
と
四
人
世
帯
が
一
六
六
世
帯
で
こ
れ
に
次
ぐ
。
新
中
間
層
の
家

庭
を
は
じ
め
と
し
て
、
子
ど
も
を
養
育
・
教
育
し
、
月
給
制
や
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
「
家
族
計
画
」
の
下

で
家
計
を
管
理
す
る
た
め
、
専
業
主
婦
が
登
場
し
た
の
も
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
か
け
て
、
実
質
賃
金
が
上
昇
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
家
庭

で
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
六
〇
％
か
ら
四
〇
％
に
低
下
す
る
現
象
が
み
ら
れ
た
と
い
う
中
鉢
正
美
の
生
活
構
造
論
の
有
名
な
指

摘
は
、
以
上
の
よ
う
な
都
市
生
活
の
あ
り
方
に
由
来
す
る
も
の
で
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
も
は
や
貧
困
指
標
と
し
て
役
に
立

た
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。「
豊
か
な
生
活
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
食
費
は
可
能
な
限
り
切
り
詰
め
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ご
く
一
部
の
富
裕
層
を
除
け
ば
、
収
入
の
如
何
を
問
わ
ず
、「
生
活
難
」

に
追
わ
れ
る
歴
史
が
始
ま
っ
た
。

「
生
活
難
」
と
い
う
相
対
的
貧
困
の
登
場
は
、
戦
時
体
制
に
よ
る
国
民
生
活
の
徹
底
し
た
平
準
化
を
経
て
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
保
障
を
国
家
の
義
務
と
し
て
当
然
視
す
る
社
会
の
成
立
を
促
し
た
。
日
本
国
憲
法
は
、
第
二
五
条
第
一

項
に
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
と
の
生
存
権
を
定
め
て
い
る
が
、

こ
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
と
は
生
存
権
を
史
上
初
め
て
掲
げ
た
一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
五
一
条
第
一
項
の
「
人
間
た
る
に
値
す
る
生
活
」
と
の
文
言
を
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
「
人
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間
た
る
に
値
す
る
生
活
」
と
み
な
す
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
家
財
政
や
生
活
水
準
の
上
昇
、
国
民
世
論
な
ど
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。
確
か
に
戦
後
、
日
本
人
は
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
物
質
的
に「
豊
か
な
」

生
活
を
手
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
世
間
並
み
の
暮
ら
し
」
を
求
め
る
民
衆
の
切
実
な
願
い
は
、
当
初
は
慎
ま
し
い
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
生
活
水
準
の
上
昇
に
よ
っ
て
従
来
奢
侈
品
と
み
な
さ
れ
て
き
た
商
品
が
次
々
に
必
需
品
に
加
え

ら
れ
て
い
け
ば
、「
生
活
難
」
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
過
去
の
時
点
か
ら
み
て
そ
れ
を
「
贅
沢
」
と
い

う
の
は
、
非
歴
史
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
人
口
が
減
少
す
る
一
方
で
、
国
の
借
金
が
増
え
続
け
て
い
る
以
上
、
そ

の
よ
う
な
消
費
生
活
は
曲
が
り
角
に
来
て
い
る
。

実
際
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
一
億
層
中
流
」
は
も
は
や
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
国
民
生

活
基
礎
調
査
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
相
対
貧
困
率
は
、
調
査
が
始
ま
っ
た
一
九
八
五
年
以
来
、
上
昇
を
続
け
、
二
〇
一
二
年

に
は
一
六
・
一
％
を
記
録
し
、
一
五
年
に
は
一
五
・
六
％
と
や
や
回
復
し
た
も
の
の
、
六
人
か
ら
七
人
に
一
人
が
貧
困
線
を

下
回
る
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
が
い
る
現
役
世
帯
の
う
ち
、
一
人
親
世
帯

の
貧
困
率
が
五
〇
・
八
％
と
き
わ
め
て
高
い
問
題
と
合
わ
せ
、
国
民
生
活
に
全
責
任
を
負
う
べ
き
政
治
家
が
そ
の
責
任
を

果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
昨
年
来
二
度
に
わ
た
っ
て
生
活
保
護
基
準
＝
「
人

間
に
値
す
る
生
活
」
の
最
低
水
準
を
切
り
下
げ
る
こ
と
で
応
じ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
も
や
す
や
す
、
と
。
政
治
家

の
矜
恃
を
疑
う
。
と
く
に
、
労
働
能
力
を
持
つ
者
の
貧
困
を
怠
惰
ゆ
え
の
個
人
責
任
と
み
な
し
、「
犯
罪
」
と
宣
言
し
た

一
八
三
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
の
よ
う
な
、
古
典
的
自
由
主
義
に
基
づ
く
言
説
が
政
治
家
の
み
な
ら
ず
、
ネ
ッ
ト
な

ど
で
ま
か
り
通
っ
て
い
る
事
実
に
は
暗
澹
た
る
思
い
が
す
る
。

だ
か
ら
、「
私
た
ち
一
人
一
人
の
小
さ
い
家
は
簡
素
で
あ
り
た
い
。
そ
し
て
私
た
ち
の
住
む
社
会
と
い
う
大
き
な
家
庭
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は
、
実
に
ゆ
き
と
ど
い
た
豊
富
な
も
の
で
あ
り
た
い
」（
羽
仁
も
と
子
案
『
家
計
簿
』
一
九
〇
四
年
創
案
）
と
切
に
願
う
。

大
学
で
は
、
学
生
が
将
来
、
自
ら
が
置
か
れ
た
状
況
を
把
握
し
、
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
の
正
体
を
突
き
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
書
き
言
葉
」を
是
非
と
も
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。
そ
の
う
え
で
、「
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
」

「
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
は
何
か
を
追
求
す
る
構
え
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
知
的
基
盤
を
自
ら
育
ん
で
ほ
し
い
と
念
じ

て
い
る
。

日
本
の
将
来
に
楽
観
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
期
待
も
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
家
族
の
あ
り
方
を
は
じ
め
と
す
る
人

間
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
自
分
の
身
の
回
り
に
現
に
存
在
す
る
も
の
が
あ
た
か
も
普
遍
的
な
も
の
と
思
い
込
み
、
そ
う
し
た
存
在
が

変
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
、
否
定
的
な
態
度
を
取
り
が
ち
で
あ
る
。
子
ど
も
の
「
孤
食
」
を
家
族
崩
壊
の
兆

し
と
み
な
し
、
そ
の
責
任
を
一
方
的
に
働
く
母
親
に
負
わ
せ
る
よ
う
な
物
言
い
は
、
こ
う
し
た
思
い
込
み
に
乗
じ
て
い
る
。

し
か
し
家
族
の
「
共
食
」
も
、
そ
れ
が
団
欒
の
場
に
な
っ
た
の
も
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
夫
婦
同
姓
も

ま
た
然
り
。
そ
も
そ
も
家
族
と
は
歴
史
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

今
後
、
日
本
の
人
口
が
減
少
す
る
過
程
で
は
、
女
性
差
別
を
構
造
化
し
て
出
発
し
た
近
代
と
い
う
時
代
に
、
資
本
制
を

不
可
欠
の
前
提
と
し
た
成
立
し
た
家
父
長
的
な
家
族
が
別
の
家
族
に
生
ま
れ
変
わ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
昨
今
の
家

事
や
育
児
に
従
事
す
る
夫
の
増
加
や
、
改
姓
義
務
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
あ
る
い
は
対
等
な
関
係
を
求
め
て
事
実
婚
が

増
え
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
兆
候
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

歴
史
は
繰
り
返
さ
な
い
。「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
は
人
文
学
の
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
新
し

い
時
代
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
学
生
が
自
覚
的
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
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「
新
人
文
主
義
」
に
求
め
て
い
る
も
の
と
は
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
創
造
す
る
手
か
が
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
ぐ
ん
し　

じ
ゅ
ん
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
教
授
）


