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■ 

遠
藤
周
作
の
文
学
に
横
た
わ
る
人
種
主
義
へ
の
批
判

　
「
遠
藤
周
作
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
し
た
が
、
代
表
作
を
読

み
直
す
と
、
根
底
に
は
近
代
西
洋
の
植
民
地
主
義
や
人
種
主

義
に
対
す
る
怒
り
の
よ
う
な
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い

う
の
が
、
本
研
究
に
お
け
る
私
の
主
張
な
の
で
す
」

　

国
際
的
に
も
有
名
で
多
く
の
著
作
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
代
表
作
の
一
つ
『
死
海
の
ほ
と
り
』
は
、
韓
国
語
以
外

に
は
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
抑
圧
さ
れ
る
ア
ラ
ブ
人
を

描
い
た
シ
ー
ン
な
ど
か
ら
、
反
ユ
ダ
ヤ
と
の
追
及
を
さ
れ
か

ね
な
い
と
、
出
版
社
が
気
を
遣
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

慶
長
遣
欧
使
節
の
支は

せ

倉く
ら

常つ
ね

長な
が

が
モ
デ
ル
の
『
侍

さ
む
ら
い』
も
代
表

作
。
藩
命
で
ロ
ー
マ
を
訪
ね
た
武
士
が
、
や
む
な
く
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
な
る
が
、
帰
国
後
に
切
腹
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
旅

の
背
景
に
、
大
航
海
時
代
の
西
欧
が
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し

な
が
ら
、
銃
で
原
住
民
を
迫
害
し
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
１
９
８
０
年
に
書
か
れ
、
歴
史
小
説
の
形
を
取
っ
て
い

る
が
、
70
年
代
ま
で
ア
フ
リ
カ
で
実
質
植
民
地
支
配
し
て
い

た
国
々
に
残
る
問
題
を
語
ろ
う
と
し
た
と
分
析
す
る
。

■ 

東
日
本
大
震
災
を
機
に
放
送
大
学
大
学
院
に
入
学

　

少
年
時
代
か
ら
文
学
好
き
で
、
自
身
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

は
な
い
が
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
作
家
が
好
き
だ
っ
た
。
大

学
卒
業
時
に
父
親
が
病
気
に
な
り
、
大
学
院
進
学
を
あ
き
ら

め
て
教
員
に
な
っ
た
。
そ
こ
そ
こ
豊
か
で
平
和
に
暮
ら
し
て

い
た
50
歳
の
と
き
、東
日
本
大
震
災
が
あ
り
衝
撃
を
受
け
た
。

震
災
や
原
発
事
故
の
中
、
ま
だ
小
さ
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
が

生
き
て
い
く
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
、
も
っ
と
し
っ
か
り
し
な

く
て
は
。
自
分
に
で
き
る
の
は
、
専
門
の
文
学
を
通
し
て
世

の
中
に
役
立
つ
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
う
一
度
ち
ゃ
ん

と
勉
強
し
直
さ
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
と
、
働
き
な
が
ら
可
能
な
放

送
大
学
大
学
院
に
入
学
し
た
。
修
士
課
程
を
卒
業
し
た
２
０

１
４
年
に
博
士
課
程
が
開
講
し
、
倍
率
は
20
倍
以
上
だ
っ
た

が
挑
戦
。
合
格
し
た
１
期
生
の
一
人
に
選
ば
れ
た
。

　

修
士
論
文
は
、
遠
藤
と
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
と
い
う
黒

人
の
フ
ラ
ン
ス
人
思
想
家
を
比
較
研
究
。
着
目
し
た
の
は
、

二
人
が
同
じ
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
で
学
生
生
活
を
送
り
、
同
じ

よ
う
に
白
人
か
ら
人
種
差
別
を
受
け
、
同
じ
よ
う
に
白
人
女

性
と
恋
を
し
、
同
じ
よ
う
な
書
物
を
読
ん
で
い
た
こ
と
。
フ

ァ
ノ
ン
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
独
立
を
支
え
る
革
命
家
に
、
遠
藤

は
小
説
家
に
な
っ
た
が
、
出
発
点
に
お
い
て
、
人
種
主
義
や

植
民
地
主
義
へ
の
怒
り
と
批
判
を
共
有
し
て
い
た
の
だ
。

■ 

博
士
に
な
る
こ
と
の
覚
悟
と
看
板

　

放
送
大
学
で
は
メ
イ
ン
の
指
導
教
授
の
他
に
、
サ
ブ
の
先

生
が
2
人
付
く
。
メ
イ
ン
の
青
山
昌
文
先
生
は
美
学
・
芸
術

学
が
専
門
、
サ
ブ
の
２
方
は
国
文
学
と
国
際
政
治
学
の
先
生

で
、
そ
れ
ら
の
ゼ
ミ
に
も
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
う
し
た

幅
広
い
研
究
環
境
を
得
た
こ
と
で
、
今
ま
で
に
な
い
視
点
か

ら
の
遠
藤
研
究
が
で
き
た
と
感
謝
す
る
。

　
「
財
団
の
助
成
金
も
受
け
ら
れ
、
お
か
げ
さ
ま
で
放
送
大

学
最
初
の
博
士
４
人
の
中
に
名
前
を
残
せ
ま
し
た
。
絶
対
３

年
で
取
る
と
強
い
決
意
だ
っ
た
も
の
の
、
口
頭
試
問
で
は
論

文
の
弱
点
を
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
、
自
分
の
体
を
切
り
刻
ま

れ
る
辛
さ
で
し
た
。
ど
れ
だ
け
厳
し
い
世
界
に
入
る
の
か
、

学
者
に
な
る
と
い
う
意
味
が
骨
身
に
し
み
ま
し
た
」

　

博
士
号
取
得
後
、
遠
藤
周
作
の
関
連
書
籍
へ
の
執
筆
を
求

め
ら
れ
た
。「
遠
藤
周
作
研
究
の
神
谷
」
と
い
う
看
板
が
で

き
た
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
博
士

号
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
か
と
責
任
を
感
じ
て
い
る
。

■ 

実
践
美
学
と
し
て
の
文
学
の
役
割

　
「
青
山
先
生
か
ら
、
美
に
は
視
覚
的
な
美
し
さ
の
他
に
実

践
美
学
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
人
間
の
言
動
の
美
し
さ
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
少
し
ず
つ
世
の
中
を
美
し
く
し
て
い
く

姿
勢
が
大
切
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
今
の
世
の
中
は
、誹
謗
、

差
別
、
戦
争
な
ど
、
美
し
さ
の
対
極
に
あ
る
地
獄
の
よ
う
な

様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
戦
争
の
反
対
語
は
文
学
だ
と
い
う

方
も
い
ま
す
。
敵
対
す
る
国
や
民
族
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
も
平

和
的
な
活
動
家
が
い
る
よ
う
に
、
図
式
的
じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ

で
理
解
し
合
う
た
め
に
も
、
文
学
と
か
映
画
の
役
割
、
存
在

価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
博
士
号
を
目
指
す
皆
さ
ん
、
人
生
は
一
度
き
り

で
す
。松
田
妙
子
理
事
長
が
発
破
を
か
け
て
く
れ
ま
す
の
で
、

後
悔
し
な
い
よ
う
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
」

【
論
文
テ
ー
マ
】
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
視
座
よ
り
見
た
遠
藤
周
作
文
学
の
研
究
：
村
松
剛
・
辻
邦
生
と
の
比
較
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
異
文
化
受
容
と
対
決
の
諸
相

文
学
を
通
し
て
、世
界
を
美
し
く
し
て
い
く
た
め
の
人
間
的
努
力
な
の
で
す
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