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コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
文
壇
の
総すべ
て
の
も
の
は
、
マ
ル

キ
ス
ト
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
の
文
学
的
活
動
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
意
識
の
総
て
の
者
を
、
マ
ル
キ
ス

ト
た
ら
し
め
ん
が
た
め
の
活
動
と
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
を
し
て
、
彼
ら
の
闘
争

と
呼
ば
る
べ
き
闘
争
心
を
、
よ
り
多
く
喚
起
せ
し
め
ん
が
た
め
の
活
動
と
で

あ
る
。

　
私
は
此
の
文
学
的
活
動
の
善
悪
に
関
し
て
云
う
前
に
、
次
の
一
事
実
を
先ま

ず
指
摘
す
る
。
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い
か
な
る
も
の
と
雖
い
え
ども
、
わ
が
国
の
現
実
は
、
資
本
主
義
で
あ
る
と

云
う
事
実
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
。

　
此
の
一
大
事
実
を
認
め
た
以
上
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
優
れ
た
コ
ン
ミ

ニ
ス
ト
と
雖
も
、
資
本
主
義
と
云
う
社
会
を
、
敵
に
こ
そ
す
れ
、
敵
と
し
た

る
が
ご
と
く
し
か
く
有
力
な
社
会
機
構
だ
と
云
う
こ
と
を
も
認
め
る
で
あ
ろ

う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
此
の
資
本
主
義
機
構
は
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
や
否
や
、

と
云
う
こ
と
は
、
最
早
や
わ
れ
わ
れ
文
学
に
関
心
す
る
も
の
の
問
題
で
は
な

い
。
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わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
文
学
と
云
う
も
の
が
、
此
の
資
本
主
義
を
壊
滅
さ

す
べ
き
武
器
と
な
る
べ
き
筈はず
の
も
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
文
学
と
云
う
も
の

が
、
資
本
主
義
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
対
立
を
、
一
つ
の
現
実
的
事
実
と
し

て
眺
む
べ
き
か
、
と
云
う
二
つ
の
問
題
で
あ
る
。

　
更
に
此
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
す
る
よ
り
も
、
広
く
文
学
と
し

て
の
問
題
で
あ
る
と
見
る
所
に
、
わ
れ
わ
れ
共
通
の
新
ら
し
い
問
題
が
生
じ

て
来
る
べ
き
筈
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
討
論
は
、
今
や
一
斉
に
こ
こ
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
「
も
し
も
一
個
の
人
間
が
、
現
下

に
於
て
、
最
も
深
き
認
識
に
達
す
れ
ば
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。
」
と
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
に
対
し
て
、
最
も
深
き
認
識
に
達
し
た
も
の
は
、

コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
し
も
、
文
学
に
対
し
て
、
最
も
深
き
認
識
に
達
し
た
も
の
が
、
コ
ン
ミ

ニ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
の
中
で
、
文

学
に
関
心
し
て
い
る
も
の
は
、
最
も
認
識
貧
弱
な
人
物
に
ち
が
い
な
い
。
何

故
な
ら
、
文
学
な
ど
と
云
う
も
の
は
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
左
様

6新感覚派とコンミニズム文学



に
深
き
認
識
者
の
重
要
物
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
も
し
、
彼
ら
に
し
て
文
学
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
文
学
に
対
し
て
最
も
深

き
認
識
者
は
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
云
う
認
識
も
否

定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
文
学
に
対
し
て
最
も
認
識
深
き
者
と
雖
も
、
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト

た
ら
ざ
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
場
合
」
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
共
通

の
問
題
と
な
る
べ
き
素
質
を
持
っ
た
存
在
に
ち
が
い
な
い
。
此
の
存
在
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
者
と
雖
も
、
資
本
主
義
の
機
構
の
上
に
あ
る
以

上
、
資
本
主
義
を
、
そ
の
正
邪
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
も
の
と
雖
も
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
、
そ
の
正

邪
に
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
す
る
以
上
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、

此
の
二
つ
の
対
立
は
、
歴
史
の
重
大
な
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
此
の
二
つ
の
敵
対
し
た
客
体
の
運
動
に
対
し
て
、
い
ず

れ
に
組
す
る
べ
き
か
そ
の
意
志
さ
え
も
動
か
す
必
要
な
く
し
て
、
存
在
理
由

を
主
張
し
得
ら
れ
る
素
質
を
持
つ
も
の
が
、
此
の
社
会
に
二
つ
あ
る
。
一
つ

は
科
学
で
、
一
つ
は
文
学
だ
。
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も
し
も
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
が
、
此
の
文
学
の
、
恰
あ
た
かも
科
学
の
持
つ
が
ご
と
き

冷
然
た
る
素
質
を
排
撃
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の 

総  

帥 

そ
う
す
い

の
曾かつ
て
活
用

し
た
る
唯
物
論
と
雖
も
、
そ
の
活
用
さ
せ
た
る
科
学
的
態
度
を
、
そ
の
活
用

な
し
得
た
科
学
的
部
分
に
於
て
排
撃
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
総
て
の
文
学
が
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
に
な
り
た
る
場
合
を
考
え
よ
。
最
早
や
そ

の
と
き
に
於
て
は
、
文
学
は
そ
の
科
学
の
ご
と
き
有
力
な
る
特
質
を
紛
失
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
が
、
文
学
を
認
め
た
と
し
た

な
ら
ば
、
文
学
の
有も
つ
此
の
科
学
の
ご
と
き
冷
静
な
特
質
を
も
認
め
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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も
し
も
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
が
、
此
の
文
学
の
持
つ
科
学
の
ご
と
き
特
質
を
認

め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
に
し
て
左
様
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
の
も
と
に
於
て
さ
え
、
な
お
且か
つ
文
学
は
生
き
生
き
と
存
在
理
由
を
発
揮

す
る
。

　
文
学
が
し
か
く
科
学
の
ご
と
き
素
質
を
持
ち
、
か
く
の
ご
と
く
生
き
生
き

と
存
在
理
由
を
持
つ
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
現
下
に
於
け
る
文
学
に
つ
い

て
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
文
学
に
於
け
る
い
か
な
る
分

野
が
、
素
質
が
、
属
性
が
、
総あら
ゆ
る
文
学
の
方
向
か
ら
共
通
に
考
察
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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「
わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
ん
な
暇
は
な
い
。
」
と
云
う
も
の
は
云
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
文
学
は
そ
ん
な
も
の
か
ら
さ
え
も
、
彼
ら
も
ま
た
か
か
る
科
学
的

な
一
個
の
物
体
と
し
て
、
文
学
的
素
材
と
な
り
得
る
と
見
る
。
此
の
恐
る
べ

き
文
学
の
包
括
力
が
、
マ
ル
ク
ス
を
さ
え
も
一
個
の
単
な
る
素
材
と
な
す
の

み
な
ら
ず
、
宇
宙
の 
廻  

転 
か
い
て
ん

さ
え
も
、
及
び
他
の
一
切
の
摂
理
に
ま
で
交
渉

し
得
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
に
対
す
る

共
通
の
問
題
は
、
一
体
、
い
か
な
る
所
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

文
学
が
絶
対
に
文
字
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
、
此
の
犯
す
べ
か

ら
ざ
る
宿
命
に
よ
っ
て
、
「
文
字
の
表
現
」
の
一
語
で
良
い
。
こ
れ
は
、
い

か
な
る
も
の
と
雖
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
次
に
何
物
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
よ
り
多
く

共
通
し
た
問
題
と
な
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
べ
き
筈
だ
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

人
間
が
世
界
を
見
る
場
合
、
唯
心
論
的
に
見
る
べ
き
か
、
唯
物
論
的
に
見
る

べ
き
か
と
云
う
二
つ
の
見
方
に
ち
が
い
な
い
。
此
処
で
わ
れ
わ
れ
の
完
全
に

共
通
し
た
問
題
は
分
裂
す
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
前
に
、
そ
の
正
邪
に
拘
か
か
わら
ず
、
資
本
主
義
を
認
め
、
社
会
主

義
を
認
め
た
。
こ
の
相
対
立
す
る
二
つ
の
社
会
機
構
を
認
め
た
と
云
う
こ
と

は
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
認
め
た
と
云
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
今
迄
の
文
学
に
現
れ
た
歴
史
の
認
め
方
は
、
唯
心
論
的

な
見
方
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
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も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
歴
史
を
認
め
た
な
ら
ば
、
資
本
主
義
を
認
め
た
如
く
、

社
会
主
義
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
て
社
会

主
義
を
認
め
た
な
ら
ば
、
社
会
主
義
を
か
く
も
歴
史
の
新
し
い
事
実
と
し
て

勢
力
付
け
た
唯
物
論
を
も
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
資
本
主
義
を
認
め
、
社
会
主
義
を
認
め

た
ご
と
く
、
左
様
に
唯
心
論
を
認
め
、
唯
物
論
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
だ
。
何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
最
早
や
こ
こ
に
至
る
と
、
文
学
を
論
じ
て

い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自じ
個こ
の
世
界
の
眺
め
方
を
論
じ
て
い
る
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
で
あ
る
以
上
、
此
の
二
つ
の
唯
心
、
唯
物
の
い
ず
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れ
か
一
つ
を
そ
の
認
識
力
に
従
っ
て
、
撰えら
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
持
っ
て
い

る
。

　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
唯
心
論
を
撰
ぶ
べ
き
か
、
唯
物
論
を
撰
ぶ
べ
き
か

と
云
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
見
方
も
変
っ
て
来
る
。

　
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
唯
心
唯
物
の
い
ず
れ
か
を
撰
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世

界
の
見
方
が
変
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
的
活
動
に
於
け
る
、
此
の

二
つ
の
変
っ
た
見
方
の
い
ず
れ
が
、
よ
り
新
し
き
文
学
作
品
を
作
る
で
あ
ろ

う
か
。
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そ
れ
は
少
く
と
も
唯
物
論
も
し
く
は
唯
物
論
的
立
場
で
あ
る
。
何
ぜ
な
ら
、

唯
心
論
及
び
唯
心
論
的
文
学
は
、
最
早
や
完
全
に
現
れ
て
了しま
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
此
の
新
し
き
唯
物
論
的
文
学
を
、
よ
り
新
し
き
文
学

と
し
て
認
め
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
を
も

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、
此
の
唯
物
論
を

基
礎
と
し
た
文
学
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
の
み
が
、
ひ
と
り
唯
物
論
的
文
学

で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
他
に
い
か
な
る
唯
物
論
的
文
学
が
存
在
す
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る
か
。
そ
れ
は
、
新
感
覚
派
文
学
、
こ
れ
以
外
に
は
、
一
つ
も
な
か
っ
た
。

　
も
し
新
し
き
文
学
が
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
と
新
感
覚
派
文
学
の
二
つ
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
い
ず
れ
が
、
果
し
て
文
学
の
圏
内
に
於
て
、
よ

り
新
し
く
し
て 
広  
闊 
こ
う
か
つ

な
る
文
学
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
も
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
が
、
曾かつ
て

用
い
た
弁
証
法
的
考
察
を
赦ゆる
す
な
ら
ば
、
新
感
覚
派
文
学
は
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム

文
学
よ
り
も
、
よ
り
以
上
に
明
確
な
弁
証
法
的
発
展
段
階
の
上
に
、
位
置
し

て
い
る
と
云
う
こ
と
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、
文
学
と
し
て
の
発
展
段
階
を
無
視
し
た
る
文
学
形
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式
で
あ
る
か
ら
だ
。
彼
ら
は
そ
の
理
想
さ
え
主
張
出
来
得
れ
ば
、
曾
て
犯
し

た
唯
心
論
的
文
学
の
古
き
様
式
を
さ
え
も
、
唯
々  

諾    

々  

い
い
だ
く
だ
く
と
し
て
受
け
入

れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
、
文
学
の
圏
内
に
於
て
は
、
た

だ
単
な
る
理
想
主
義
文
学
と
何
ら
変
る
所
は
な
い
。

　
そ
れ
で
果
し
て
文
学
的
活
動
は
正
当
さ
を
主
張
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
そ
れ
で
正
当
と
な
す
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、

文
学
の
圏
内
に
於
て
は
、
最
早
や
い
か
な
る
発
展
能
力
を
も
持
ち
得
な
い
と

云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
わ
れ
わ
れ
の
文
学
は
、
文
学
形
式
と
し
て
、
発
展
能
力
を
持
た
な
い
限
り
、
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一
大
文
学
と
は
な
り
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
今
は
文
学
を
問
題
と
し
て
い
る

の
だ
。
社
会
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
が
社
会
を
問
題
と
せ
ず
し
て
、
文
学
を
問
題
と
し
て
い
る
と
き
、

最
早
や
わ
れ
わ
れ
に
は
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、
問
題
か
ら 

抛  

擲 

ほ
う
て
き

さ
れ

る
べ
き
問
題
た
る
素
質
を
持
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ

の
文
学
の
新
し
き
問
題
た
る
べ
き
こ
と
こ
そ
は
、
彼
ら
に
代
っ
て
起
る
べ
き

充
分
に
文
学
を
問
題
と
し
た
社
会
主
義
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る

社
会
主
義
的
な
文
学
は
、
当
然
、
正
統
な
弁
証
法
的
発
展
段
階
の
も
と
に
成

長
し
て
来
た
、
新
感
覚
派
文
学
の
中
か
ら
起
る
べ
き
運
命
を
持
っ
て
い
る
。

18新感覚派とコンミニズム文学



　
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
起
る
べ
き
新
し
き
文
学
は
、
新
感
覚
派
の
中
か
ら

発
生
し
た
社
会
主
義
文
学
の
み
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会

機
構
は
、
い
ま
だ
資
本
主
義
の
一
大
勢
力
の
も
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
い
か
に

わ
れ
わ
れ
が
、
拒
否
し
よ
う
と
も
、
資
本
主
義
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
此
の
資
本
主
義
の
存
在
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
仮
令
た
と
え
、
排
撃

せ
ら
る
べ
き
文
学
で
あ
る
と
し
て
も
、
新
し
き
資
本
主
義
文
学
の
発
生
す
る

の
も
、
ま
た
当
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
し
、
も
し
そ
う
し
て
資
本
主
義
文
学
が
新
し
く
発
生
し
た
と
し
て
も
、

彼
ら
は
唯
物
論
的
な
観
察
精
神
を
も
っ
た
新
感
覚
派
文
学
で
な
く
し
て
は
、

無
力
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
新
感
覚
派
文
学
は
、
い
か
な
る
文
学
の
圏
内
か
ら
も
、
も
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し
彼
ら
が
文
学
を
問
題
と
し
て
い
る
限
り
、
共
通
の
問
題
と
せ
ら
る
べ
き
、

一
つ
の
確
乎
か
っ
こ
と
し
た
正
統
文
学
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
先ま
ず 

何  

な
ん
ぴ

人 と
も
疑
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
此
の
新
感
覚
派
文
学
は
、

資
本
主
義
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
も
、
共
産
主
義
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
も
、
衰

滅
す
る
べ
き
必
要
は
文
学
そ
れ
自
身
の
衰
弱
を
外
に
し
て
、
ど
こ
に
あ
ろ
う

か
。
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