
儒

教

と

共

産

主

義

森

三

樹

三

郎

こ
の
と
こ
ろ

「批
林
批
孔
」

が
ず

い
ぶ
ん
話
題

に

な

っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
実
は
孔
子
批
判
は
今

に
始

ま

っ
た

の
で
は
な
く
、
す

で
に

一
九

一
一
年
の
民
国

革
命

の
当
時

か
ら
行
な
わ
れ
て

い
た
も

の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
民
国
革
命

の
こ
ろ

に
は
、
ま
だ
儒
教

が

根
強

い
力

を
保

っ
て
い
た

の
で
、
た
と
え
ば
民
国

二

年
(
一
九

=
二
)
に
始

め
て
制
定
さ
れ
た
憲
法

に
は
、

「中
華

民
国
人

民
は
、
孔
子
を
尊
び
、
及
び
宗
教
を

信
仰
す
る
の
自
由
を
有
す
」
と

い
う
条
項

が
み
え
る
。

一
方
で
孔
子
を
尊

ぶ
と
い
い
な

が
ら
、
他

方
で
は
信

仰
は
自
由
だ
と

い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
と
も
奇

妙
な
、
歯

ぎ
れ
の
悪

い
表
現

で
あ
る
。

こ
れ
は
孔
子

を
尊
ぶ
保
守
派

と
、

こ
れ
を
否
定
す
る
進
歩
派

と
の
、

相
互

の
主

張
を
取

り

い
れ
た
妥
協

の
結
果
だ
と

い
わ

れ
て

い
る
。

そ
れ
か
ら
三
年
後

の
民
国
五
年

に
、
北
京
大
学

に

迎
え
ら

れ
た
陳
独
秀
は
、
雑

誌

『新
青
年
』
を

発
行

し
た
。

こ
の
雑
誌
は
民
国
初
期

の
思
想
界

や
文
学
界

に
絶
大
な
影
響
を
あ
た
え
た

の
で
有
名

で
あ

る
。

こ

の
雑
誌

の
目
的
は
、
西
洋

の
民
主
主
義
を
迎

え
入

れ

る
と
と
も

に
、
儒
教
思
想
を
徹
底

的
に
否
定
す

る
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
。

こ
の

『新
青
年
』

に
の
せ
ら
れ
た

論
文

の
う
ち

で
、
陳
独
秀
は

「
儒
教

の
忠
孝
節
義

は
、

奴
隷

の
道
徳

で
あ
る
」
と

い
い
、
呉
虞

は

「儒
教

は

家
族
道
徳
を
根
本

と
す
る
教
で
あ
る
が
、
こ
の
家
族

道
徳

こ
そ
、

二
千
年
来

の
中
国
民
族
を
苦

し
め
、
奴

隷

化
し
た
張
本
人

で
あ
る
」
と
し
、
儒
教

に
た
い
し

て
激

し

い
攻
撃
を
加
え

た
。

こ
の

『
新
青
年
』

は
、
初
期

の
う
ち
は
民
主
主
義
、

自

由
主
義
を
基
調

と
し

て
お
り
、
ま
だ
共
産
主
義

の

傾
向
は
見

ら
れ
な

か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
民
国

八
年

(
一
九

一
九
)
に
起

こ

っ
た
五
四
運
動

の
前
後

か
ら
、

急
速

に
左
翼
的
な
色
彩

を
強

め
、
翌
民
国

九
年

に
は

完
全

に
中
国
共
産
党

の
機
関

誌
と
な

っ
た
。
し

た
が

っ
て
儒
教

が
土
ハ産
主
義

の
敵

で
あ
る
こ
と
は
、
決
定

的

に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。

そ
の
の
ち
民
国
十
八
年
(
一
九
二
九
)
に
な
り
、
蒋

介

石
が
北
伐

に
成
功
す
る
と
、
孫

文

の
三
民
主
義
を

国
家

の
根
本
方
針

と
す
る
と
と
も
に
、
「
打
倒
孔
老
」

を
唱
え
た
。

こ
れ

は
、
や
は
り
五
四
運
動

以
来

の
風

潮
を
受

け
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
蒋
介

石
は
次
第

に
共
産
党

と
の
対
立
を
深
め
、

つ
い
に
は

戦

い
を
交
え

る
よ
う

に
な

る
と

と
も
に
、
右
寄
り

の

傾
向
を
見

せ
る
よ
う

に
な
り
、
民
国
二
十
三
年

(
一

九
三
四
)
の
こ
ろ
か
ら
、

い
わ

ゆ
る
新

生
活
運
動
を

始

め
た
。

こ
の
新
生
活
運
動

で
は
、
「
孔
子

の
教

と
、

孫
文

の
三
民
主
義

と
は
、
根
本

の
精
神

で

一
致
す
る

も

の
で
あ
る
」
と
し
、
「
礼
義
廉
恥
」

を

モ
ッ
ト
ー
と
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し
て
掲
げ

る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の
礼
義
廉
恥

の
語

の
出
典

は
、
法
家

の

『
管
子
』
で
あ
り
、

ほ
ん
と
う

は
儒
家

の
語

で
は
な

い
の
で
あ
る
が
、

一
般

に
は
儒

教

の
言
葉
と
し

て
受
取
ら
れ
て

い
る
。

し
た
が
っ
て

蒋
介
石

が
こ
の
語
を

モ

ッ
ト
ー
と
し
た
の
は
、
あ
る

意
味

で
は
儒
教

の
精
神

を
復
活

さ
せ
た
も

の
と
も

い

え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
も
結

局
は

一
時

の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、

や

が
て
共
産
主
義

政
権

の
成
立

と
と
も

に

一
朝

の
夢

と
な
り
、
さ
ら
に
は
批
林
批
孔

と
な
っ
て
、
儒
教
は

そ

の
息

の
根
を
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
中

共
政
権
下

の
中
国

で
は
、
儒
教
は

完
全
に
そ

の
姿
を
消
し
た
よ
う

に
見

え
る
。
し

か
し
、

そ
れ
は
果
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う

か
。
な

る
ほ
ど
目

に
見
え
る
形
を
も

っ
た
儒
教

が
な
く
な

っ
た
の
は
事

実

で
あ
る
が
、
目
に
見

え
な

い
儒
教

の
精
神
は
、
な

お
根
強
く
残

っ
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は

何
か
。

一
つ
に
は
、
共
産
主
義

一
般

が
儒
教
と
同
じ

価
値
観

の
上
に
立

っ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
二

つ
に

は
、
中
国

の
共
産
主
義

が
無
意
識

の
う
ち

に
儒
教

の

伝
統
を
残
し
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。

ま
ず
第

一
点

に

つ
い
て
み
よ
う
。
儒
教

の
価
値

観

の
特
色
は
、
政
治
に
最
高

の
価
値
を
認

め
て
、
学
問

・
芸
術

・
宗
教
な
ど

の
文

化

の
価
値
を

そ
の
下

に
お

く
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
多

く
の
価
値
を
同

一
の
平

面

に
お
く

の
で
は
な
く
て
、
政
治
を
頂
点

に
し
た
ピ

ラ
ミ

ッ
ド
を
構
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
言

で
い
え

ば
、
そ
れ
は
政
治
至
上
主
義

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

儒
教
と

い
え
ば
、
す
ぐ
道
徳
を
連
想
す
る
よ
う

に
、

そ
れ
は
道
徳

の
教
で
あ
る
。
儒
教

は

『
大
学
』

の
言

ヒ

ヒ

の

葉
を
借
り
る
と

「身

を
修

め
、
家
を
斉
え
る
」

こ
と

か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
個
人
道
徳

の
教

で
あ
り
、
家

族
道
徳

の
教

で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
で

終
わ
る
か
と

い
え
ば
、
決

し
て
そ
う

で
は
な

い
。
「身

を
修
め
、
家

を
斉

え
る
」

こ
と
は
、
必
ず
次

の
段
階

で
あ
る

「
国
を
治
め
、
天
下
を
平

ら
か
に
す
る
」

と

い
う

こ
と
に
結

び

つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ

は
個
人
道
徳
や
家
族
道
徳

を
延
長

し
て
、
国
家

や
天

下
に
お
し
お
よ
ぼ
す

と

い
う

こ
と
で
あ

る
が
、
結
果

か
ら

み
れ
ば
、
道
徳

の
限
界
を
越

え
て
、
政
治

の
世

界
に
突
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
修
身
斉
家
は

治
国
平
天
下
に
至

っ
て
完
成
す

る
と

い
う

の
で
あ
る

か
ら
、
道

徳
は
政
治

を
究
極

の
目
標

と
す
る
と

い
っ

て
よ

い
。

こ
の
意
味

で
、
儒
教

は
道
徳

の
教

で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
以

上
に
政
治

の
教

で
あ
り
、
政
治

至
上
主
義

の
教

で
あ
る
と

い
え

よ
う
。

こ
の
儒
教

の
政
治
至
上
主
義

は
、
中
国
文
化

の
性

格

に
決
定
的
な
影
響

を
あ
た
え
た
と
い
っ
て
よ

い
。

中
国

の
文
化
は
、

一
言
で

い
え
ば
政
治
文
化

で
あ
る
。

学
問

・
芸
術

・
宗
教

な
ど
の
文
化

は
、
す

べ
て
政
治

を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
の
底
辺

に
お
か
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。

こ
れ
ら
の
文
化

は
、
そ
れ
自

身

の
独
立
し
た
価
値

を
も

つ
こ
と
を
許

さ
れ
ず
、
「
ど

の
程
度
ま
で
そ
れ
が
政
治

に
貢
献
す

る
か
」
と

い
う

尺
度

に
よ

っ
て
、
そ
の
価
値

が
決
定

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
文
化

の
独
立
は
認

め
ら

れ
な

い
。

わ

か
り
や
す

い
例
を
あ
げ
れ
ば
、

わ
が
国

の
江
戸

時
代

の
小
説
が
あ
る
。
儒
教

の
支
配

が
強

か
っ
た
江

戸
時
代

で
は
、
文
学

が
文
学

と
し
て
の
独
自

の
価
値

を
認

め
ら
れ
ず
、
勧
善
懲
悪

と

い
う
道
徳
な

い
し
政

治

に
た
い
す
る
貢
献
に
よ

っ
て
、

わ
ず

か
に
そ

の
存

在
を
認

め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な

い
。

こ
れ
は
中
国
で
も

同
様

で
あ
り
、
小
説
は
文
字
通

り
に
小

さ
な
説
で
、

肩
身

の
せ
ま

い
思

い
を
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
儒
教

の
経
典

の

一
つ
で
あ
る

『
詩
経
』

で
さ
え
、

そ
の
例
外
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
詩
経
は

古
代

の
歌
謡
を
集
め
た
も
の
で
、

そ
の
う
ち

に
は
恋

愛
を

テ
ー

マ
に
し
た
民
謡
な
ど
も
含
ま

れ
て
い
る
。

こ
れ
を
儒
教

の
経
典
と
し
て
採
用
す

る
と
、
ま

こ
と

に
都
合

の
悪

い
こ
と
が
お
こ
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
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こ
で
漢
代

の
注
釈
家

た
ち

は
、

こ
じ

つ
け

の
解
釈
を

し
、
む
り
や
り
に
こ
れ
を
道
徳
や
政
治
に
結
び

つ
け

よ
う
と
し
た
。

ど
う

し
て
も
結

び
つ
か
な

い
場
合

に

は
、
「
聖
人
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
し
て
は

な
ら
な

い

と
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と

い
っ
た
苦
し

い
説

明

を
し
て

い
る
。

総
体
に
中
国

で
は
、
王
朝

の
支
配
力
が
強

く
、
し

た
が

っ
て
儒
教
精
神

の
盛

ん
な
時
代
に
は
、
文
学

・

芸
術

・
宗
教

と

い
っ
た
文
化

が
衰
え
、
反
対

に
儒
教

が
後
退
し
た
時
期

に
文
化

が
栄
え
る
、
と

い
っ
た
現

象

が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
漢
代
四
百
年
問
は
、
始
め
て
大
帝
国

の

統

一
が
完
成

し
た
時
期

で
あ
り
、
イ

ン
テ
リ

の
政
治

的
関
心
が
強

く
、
し
た
が
っ
て
儒
教
精
神

も
盛

ん
で

あ

っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
文
学
芸
術
や
哲
学
宗
教

の

分
野
で
は
、
た
だ

一
つ
の
例
外

で
あ
る

『
史
記
』
を

除

い
て
、
見
る
べ
き
も

の
が
ま
れ

で
あ
る
。
近
ご
ろ

発
掘
さ
れ
る
漢
代

の
絵
画

や
彫
刻

に
は
優
れ
た
も
の

が
あ
、る
が
、

い
ず
れ
も
無
名

の
工
人

の
手

に
な

っ
た

も

の
で
あ
り
、
当
時

の
イ

ン
テ
リ
に
と

っ
て
は
、
装

飾
品
で
は
あ

っ
て
も
芸
術
品

で
は
な
か

っ
た
。
ま
た

宗
教

と

い
え
ば
伝
統
的
な
民
間
信
仰
が
あ

っ
た
程
度

で
、
イ

ン
テ
リ
の
大
部
分

は
無
信
仰

の
状
態

に
あ

っ

た
。
後
漢

の
初
期

に
仏
教

が
伝
え
ら
れ
た
も
の

の
、

宗
教
不
感
症

と
も

い
う

べ
き
漢
代

の
イ

ン
テ
リ
に
は

無
縁

の
も

の
で
あ

っ
た
。
ひ
と
く
ち
に

い
っ
て
漢
代

は
政
治
文
化

の
時
代

で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
状

態

が
そ
の
ま
ま
二
千
年
も

つ
づ

い
た

と
す
れ
ば
、
中

国
文
化

は
お
そ
ら
く
無
味
乾
燥
で
魅
力

の
な

い
も

の

に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。

幸

い
な
こ
と
に
儒
教

に
も
お

の
ず

か
ら
な
盛
衰

の

波

の
変
化

が
あ

っ
た
。
漢
代

に

つ
づ
く
六
朝
隋
唐

の

七
百
年
間

は
、
イ

ン
テ
リ

の
政
治
的
関
心

が
低
調

に

な
り
、

し
た
が
っ
て
儒
教
精

神
が
衰

退
し
た
時
期

で

あ
る
と

い
っ
て
よ

い
。
六
朝
に

つ
い
て
み
る
と
、

こ

れ
は
漢
代

の
儒
学
至
L
主
義

と
は
反
対

に
、
文
学
至

上
主
義

の
時
代

で
あ
る
。
ま
た
絵
画

・
彫
刻

・
書
道

な
ど
の
芸
術

の
世
界

に
も

一
流

の
イ

ン
テ
リ
作
家

が

進
出

し
、
従
来

は
た
ん
な
る
技
術
で
あ

っ
た
も
の
を

芸
術

に
高

め
る
と
い
っ
た
現
象
が
み
ら
れ
る
。
ま

た

思
想
界

に
お

い
て
も
儒
教
に
代
わ

っ
て
老
荘
思
想

が

全
盛
を
極

め
る
よ
う

に
な
り
、
宗

教
界
で
も
民
間
信

仰

を
組
織
化

し
た
道
教

が
成
立
し
、
ま
た
漢
代

い
ら

い
凍
結

さ
れ
た
ま
ま

に
な

っ
て
い
た
仏
教

が
爆
発
的

に
上
下

に
ひ
ろ
ま

る
よ
う
に
な

っ
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う

に
な

っ
た

か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は

六
朝

の
イ

ン
テ
リ
が
政
治
に
関
心
を
失

っ
た
こ
と
に

よ
る
。
中
国

の
イ

ン
テ
リ
は
同
時
に
官
吏

で
あ
り
、

政
治
家

で
あ
る
と

い
う
伝
統

を
も

つ
が
、
六
朝

の
イ

ン
テ
リ
は
貴
族
化
し
て
、
そ
の
身
分

が
安
定
す
る
よ

う

に
な

っ
た
。

つ
ま
り
王
朝

の
支

配
に
た

い
し

て
、

あ
る
程
度
ま

で
の
独
立
性
を
も

つ
よ
う

に
な

っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ

ン
テ
リ
貴
族

は
、
も

は
や

漢
代

の
イ

ン
テ
リ

の
よ
う
に
王
朝

に
忠
節
を

つ
く
す

必
要
を
感
じ
な

い
。

こ
の
こ
と
が
天
下
国
家

の
政
治

に
た

い
す

る
関
心
を
冷
却
さ
せ
、
逆
に
文
芸

や
宗
教

に
人
生

の
生
き

が
い
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

六
朝

に

つ
づ
く
隋
唐
は
統

一
王
朝

の
時
代

で
あ
る

が
、
イ
ン
テ
リ
の
貴
族
的
性
格
は
そ

の
ま
ま
維
持

さ

れ
た
の
で
、
儒
教

の
不
振
と
文
芸
お
よ
び
宗
教

の
隆

盛

と

い
う
六
朝

の
風
潮
は
、
ほ
と
ん
ど
変

わ
る
と
こ

ろ
な
く
引

き
つ
が
れ
た
。
次

の
宋
代

に
な
る
と
、

一

変

し
て
イ
ン
テ
リ
の
貴
族
性
が
清
算

さ
れ
、
本
来

の

官

吏
と
し
て
の
性
格

が
回
復
す
る
と
と
も
に
、
ふ
た

た
び
政
治
的
関
心

が
高
ま
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の

あ
ら
わ
れ
が
朱
子
学

と
い
う
新
儒
学

の
誕
生

で
あ
り
、

そ

の
失

地
回
復

が
進

む
に
つ
れ

て
仏
教

の
衰

退
が
始

ま

っ
た
。

さ
ら
に
元
明
清

に
な
る
と
、
そ

の
王
朝

の

創
業
期

は
別

と
し
て
、
太
平

が
つ
づ

い
て
爛
熟
期

に

入

っ
た
段
階

で
は
、
イ

ン
テ
リ

の
政
治
的
関
心

が
薄

れ
、
同
時

に
豊

か
な
文
化

が
生
ま
れ
る
と

い
う

リ
ズ
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ム
を
繰

り
か
え
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
見

て
く
る
と
、
儒
教

は

「人
生

に
お

い
て
最
も
価
値
あ
る
も

の
は
政
治
と
道
徳

で
あ

る
。

学
問

・
芸
術

・
宗
教
と

い
っ
た
文

化
は
、
両
者

に
貢

献
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
始
め
て
そ
の
価
値

が
認

め

ら
れ

る
」

と
い
う
価
値
観

の
上
に
立

っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ

れ
で
は
、
他
方

の
共
産
主
義

の
価
値
観

は
ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

共
産
主
義

の
哲
学
的
基
礎
は
唯
物
史
観
ま

た
は
経

済
史
観
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、

い
ち
お
う
経
済
を
価

値

の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド

の
頂
点
に
お
く
よ
う

に
見
え
る
。

し

か
し
実
際
に
は
、
階
級
闘
争
を
通

じ
て
プ

ロ
レ
タ

リ
ア
の
独
裁

の
実
現
と

い
う

「政
治
」

に
最
高

の
価

値
を
認

め
て
い
る
と

い
っ
て
よ

い
。

つ
ま
り
政
治
至

上
主
義

で
あ
る
点
に
お

い
て
、

共
産
主
義

と
儒
教
と

は
完
全
に

一
致
す
る

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
く
政
治

と

い
っ
て
も
、
儒
教

は
「天

下
国
家

の
た
め
に
」

と

い
い
、
共
産
主
義
は

「
人
民

大
衆

の
た
め
に
」

と

い
い
、
そ
の
内
容

は
百
八
十
度

の
違

い
を
も

つ
と
も

い
え
よ
う
。
し

か
し
同
じ
儒
家

で
も
、
た
と
え
ば
孟
子
な
ど
は

「
民
、
貴
し
と
な
す
。

社
稷
、

こ
れ
に
次
ぐ
。
君
、
軽
し

と
な
す
」
と

い
い
、

民

の
た
め

の
政
治
を
し
な

い
君
主

は
、
も
は
や
君
主

と
し

て
の
資
格
を
失

っ
た
者

で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を

追
放
し
て
も
よ

い
し
、
殺

し
て
も
よ
い
と
い
い
、
革

命
を
是
認
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
両
者

の
相
違
は
、
そ
れ
ほ
ど
本
質
的

な
も

の
で
は
な

い
と

も

い
え
よ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
価
値

の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド

の
頂
点
に
政
治
を
お
き
、
そ
の
下

に
経
済

・
学
問

・

芸
術

・
宗
教
を
な
ら

べ
、
す

べ
て
は
政
治

の
支
配
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す

る
根
本
態
度
に
お

い

て
、
儒
教
と
共
産

主
義

と
は
驚

ろ
く
べ
き

ほ
ど

の

一

致
を
し
め
す

の
で
あ
る
。

共
産
主
義

が
学
問

・
芸
術

・
宗
教
な

ど
の
文
化
を

ど

の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
は
、
今

日
の
中
国
や

ソ

ヴ
ィ

エ
ッ
ト
を
見
れ
ば
わ
か
る
は
ず

で
あ
る
。
学
問

や
芸
術
は

「
人
民
大
衆

の
利
益
」

に
奉
仕
す

べ
き
も

の
で
あ
り
、
「
真
理
の
た
め
の
真
理
」

や

「
芸
術

の
た

め

の
芸
術
」
な
ど
と

い
う
独
走

は
許

さ
れ
な

い
。
宗

教

に
至

っ
て
は
、
お
く
れ
た
民
衆

の
要
求

が
あ
る
た

ア

め
に
、
「
必
要

悪
」

と
し
て
残

さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
。

こ
れ
は
昔

の
中
国

の
イ

ン
テ
リ
が
無
知
な
民
衆

の
道
教
的
信
仰
を
、
あ
わ
れ
み
と
さ
げ
す

み
の
目
で

見
や

っ
て

い
た

の
と
、
全

く
同
じ
態
度

で
あ
る
。

戦
前

の
日
本

の
共
産
主
義
運
動

に
つ
い
て
み
て
も
、

昭
和

の
初
期
に

い
わ
ゆ
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
全

盛
を
極

め
た

こ
と
が
あ

っ
た
。
そ

の
ば
あ

い
文

学
作

品

の
価
値

の
高
さ
を
決
定
す

る
も

の
は
、
そ
れ
が
芸

術
的
に
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と

で
は
な
く
て
、
「
プ

ロ
レ

タ
リ
ア
階
級

の
革
命
意
識
を

ど
こ
ま
で
高

め
る
か
」

と
い
う

こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
戦
時
中

の

軍
部

が
文
芸
に

「戦
意

の
高
揚
」
を
求
め
た
の
に
似

て
い
る
。

こ
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
全
盛
期
に
、
作
家

の

正
宗
白
鳥
は

「
あ
ん
な
貧
乏

た
ら
し

い
小
説
を
、
小

説
読

み
の
若

い
者

が

い
つ
ま
で
も
飽
き
ず

に
読
む
は

ず

が
な

い
」
と
言

い
放

っ
た
。
戦
後
、
共
産

主
義
は

昔

に
ま
さ
る
勢

い
を
盛

り
か
え
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

こ

と
が
復
活
し
た
が
、
さ
す

が
に
こ
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア

文
学

だ
け
は
、

つ
い
に
復
活

せ
ず

に
終
わ
り
そ
う
で

あ
る
。
正
宗
白
鳥

の
予
言

が
適
中
し

た
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
,
こ
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
後
身

と

も

い
え
る
も

の
が
中
国

で
誕
生

し
た
。
そ
れ
は

「
人

民
文
学
」

で
あ
る
。

念
の
た
め
に

『
毛
沢
東
語
録
』

の

一
節
を
引

い
て
み
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
文
学

・
芸
術

は
、

い
ず
れ
も
人

民
大
衆

の
た
め
の
も
の
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
労

働
者

・
農
民

・
兵
士

の
た
め
の
も

の
で
あ
り
、

労
働
者

・
農

民

・
兵
士

の
た
め
に
創
作

さ
れ
、

労
働
者

・
農

民

・
兵
士

に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
な

一7一



け
れ
ば
な
ら
な

い
。

文
学

・
芸
術
は
、
人
民

が

一
心
同
体
と
な

っ

て
敵
と
戦
う

の
を
助
け
る
た
め
、
人
民
を
結
集

し
、
人
民
を
教
育

し
、
敵

に
打
撃
を
あ
た
え
、

敵

を
消
滅
さ
せ
る
有
力
な
武
器
と
し
て
、
革
命

と
い
う
機
械

の
部

分
た
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

こ
の
よ
う
な
政
治
至
上

主
義

は
、
中
国

で
は
二
千

年

の
伝
統
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

日
本
な

ど
と
違

っ
て
、
は
る
か
に
抵
抗

な
く

イ
ン
テ
リ
に
も

受
け

い
れ
ら
れ
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

ヘ

へ

儒
教
と
中
国

の
共
産
主
義

と
が
共
通
す

る
第
二
点

は
、
政
治
と
道
徳
と
が

一
体
で
あ
り
、
不
可
分

の
関

係

に
あ
る

こ
と

で
あ
る
。

昔

か
ら
中
国

の
支
配
者

は
、
た
ん
な
る
政
治
家

で

は
な
く
、
最
高

の
道

徳
を
そ
な
え
た
聖
人

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

か
っ
た
。

「
聖
王
」

の
思
想

は
、
中
国

の

歴
史

と
と
も
に
古

い
。
中
国

で

「政
治
」

と
い
う
語

が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
新

し
く
、
古
く

は

「政
教
」
と

い
っ
た
。
そ
れ
は
政
治

で
あ
る
と
と

も
に
教
訓

で
あ
り
、
教
育

で
あ
る
。
王
者

は
政
治
上

の
支
配
者

で
あ
る
と
同
時

に
、
す
ぐ
れ
た
教
師

で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
近
代
国
家

の
政
治
家

の
概
念
と
は
、
大
き

く
異
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
政
治
と
道
徳
と
が
分

化
し
た
近
代

社
会

で
は
、
政
治
家
に
高

い
道
徳
を
求

め
な

い
の
が
原
則

で
あ
る
。
現
在

の
首
相

が
わ
が
国

最
高

の
道
徳

的
人
格
者

だ
な

ど
と
思
う
も

の
は
な

い

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う

な
要
求
を
も

つ
も

の
も
少

な

い
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
、
あ
ま
り
悪

ど
い
金

も

う
け
を
し
た
り
、
対
立
政
党

の
機
密
を
盗
聴
さ
せ
る

な

ど
と

い
う
不
法

な
こ
と
を
す

れ
ば
、
そ

の
辞
職
を

求

め
る
と

い
う

こ
と
は
大

い
に
あ
り
う
る
。
し
か
し
、

そ

の
場
合
で
も
政
治
家

に
聖
人
君
子

で
あ
る

こ
と
を

求

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
悪
人

で
な

い
こ
と
を

求

め
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

も
し
政
治
家

に
最
高

の

道
徳
を
求
め
る
な
ち
ば
、
現
在

の
国
会
議
員
は
総
辞

職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

し
、
反
対

に
政

治
的
能

力

の
な

い
人
格
者

を
首
相

や
議
員

に
選
ん
だ

な
ら
ば
、
わ
が
国

の
政
治
や
経
済

は
た
ち
ま
ち
破
局

に
直
面
す
る
に
ち
が

い
な

い
。
政
治

と
道
徳

の
分
業
、

そ

れ
は
近
代
国
家

の
条

件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
中
国
で
は
、
ま
だ
二
千
年
来

の
儒
教

の

伝
統

が
重
く

の
し
か
か

っ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

つ

ま
り
最
高

の
政
治
的
地
位
に
あ
る
も

の
は
、
同
時
に

ま

た
最
高

の
道
徳
家
ー

聖
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と

い
う
要
求
が
あ
る
よ
う

に
み
え
る
。

こ
の
た
め
毛

主
席
は
中
国
最
高

の
政
治
家

で
あ
る
と
と
も
に
、
道

徳
的
に
完
全
無
欠

な
聖

人
で
あ

る
と
信
じ
ら
れ
て

い

る
。
そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
、
か
れ
の

一
言

一
句

は
、
か

っ
て
の
孔
子

の

『論
語
』

が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う
に
、

『
毛
沢
東
語
録

』
と
し
て
万
能

の
威
力
を
し

め
す

こ

と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
過
去

の
中
国

の
天
子
が
そ

カ

リ

ス

マ

な
え

て
い
た
宗
教

的
権
威
を

、
毛
沢
東
は
そ

の
ま
ま

に
引
き

つ
い
で

い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ば

か
り

で
は
な

い
。
政
治

が
学
問

や
芸
術
を

従

え
る
と

い
う
、
ま
さ
に
そ
の
理
由

に
よ

っ
て
、
過

去

の
中
国

の
最
高

の
政

治
家

は
、
同
時

に
学
者

で
あ

り
、
文
章
家

で
あ
り
、
詩
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

日
本

の
よ
う
に
講
談
や
浪
花
節

が
好
き

と
い

う

の
で
は
、
中
国
で
は
大

臣
が
勤

ま
ら
な

い
の
で
あ

る
。
そ

の
意
味

で
は
、
現
在

の
世
界
各
国

の
元
首

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

ち
、
中
国

の
元
首
が
最

も
し
ん
ど

い
条
件
を
背
負

わ
さ
れ

て
い
る

こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め
毛
沢
東
は

『
矛
盾
論
』
と

い
う
哲
学

の
書

を
あ
ら
わ
し

た
ば
か

り
で
な
く
、
文
章
や
詩
に
も
優

れ
た
能
力
を
し

め
す

と
と
も

に
、
時
に
は
オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
レ
コ
ー

ド
を

破

る
速
度

で
揚
子
江
を
横
断

す
る
と

い
う
、
超
人

ぶ

り
を
し

め
す

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

(文
学
部
教
授

)
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