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『
ル
ソ
ー
は
全
膿
主
義
者
か
自
由
主
義
者
か
』

b
b
●

わ
れ
わ
れ
の
各
ζ
は
、
身
腔
と
す
べ
て
の
力
を
共
同
の
も
の
と
し
て
の
一

一
一
五
　

（
一
〇
〇
一
）



紹
介
と
批
評

般
意
志
の
田
璽
尚
の
指
導
の
下
に
お
く
。
井
、
し
て
わ
れ
わ
れ
は
各
構
成
員
を
、

全
膿
の
不
可
分
の
一
部
と
し
て
、
ひ
と
ま
と
め
と
し
て
受
け
と
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
静
弟
一
軟
励
癬
巾
山
ハ
出
早
）

　
こ
の
契
約
〔
杜
會
契
約
〕
は
、
何
び
と
に
せ
よ
一
般
意
志
へ
の
服
從
を
拒

む
も
の
は
、
團
膿
全
燈
に
よ
つ
て
そ
れ
に
服
從
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
と

い
う
約
束
を
、
暗
職
の
ラ
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
約
束
だ
け
が
他

の
約
束
に
効
力
を
輿
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
〔
市
民
は
〕
自
由
で

あ
る
よ
う
に
張
制
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
い
か
な
る
こ
と
を
も
意
味

し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
こ
そ
、
各
市
民
を
租
國
に
引
き

渡
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
を
す
べ
て
の
個
人
的
從
馬
か
ら
保
護
す
る
條
件
で

あ
り
、
政
治
機
關
の
装
置
と
運
動
を
生
み
だ
す
條
件
で
あ
り
、
市
民
と
し
て

の
さ
ま
ざ
ま
の
約
束
を
合
法
的
な
も
の
と
す
る
唯
一
の
條
件
で
あ
る
か
ら

だ
。
こ
の
條
件
が
な
け
れ
ば
、
市
民
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
の
約
束
は
、
不
合

理
な
墜
制
的
な
も
の
と
な
り
、
恐
る
べ
き
悪
用
に
お
ち
い
り
や
す
く
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
第
七
章
）

　
自
然
状
態
か
ら
吐
會
状
態
へ
の
こ
の
推
移
は
、
人
間
の
う
ち
に
き
わ
め
て

注
目
す
べ
ぎ
攣
化
を
も
た
ら
す
。
人
間
の
行
爲
に
お
い
て
、
本
能
を
正
義
に

よ
つ
て
お
き
か
え
、
こ
れ
ま
で
鉄
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
道
徳
性
を
、
そ
の
行

動
に
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
な
つ
て
は
じ
め
て
、
義
務
の
醗
が
肉

膣
の
衝
動
と
交
代
し
、
僅
利
が
欲
望
と
交
代
し
、
人
間
は
、
そ
の
時
ま
で
は

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
と
違
つ
た
原
理
に

よ
つ
て
動
き
、
自
分
の
好
み
に
き
く
前
に
理
性
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
つ
て
い
る
こ
と
に
、
氣
が
つ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
第
ぺ
章
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
醗
懸
置
審
鏡
聲
婆
密
り
）

一
　
一
　
山
ハ
　
　
　
（
一
〇
〇
一
一
）

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
學
ん
だ
こ
と
の
あ
る
も
の
に
と

つ
て
は
、
熟
知
し
た
章
句
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す

る
段
に
な
る
と
、
誰
も
が
二
の
足
を
踏
む
程
厄
介
な
代
物
が
ル
ソ
ー
で
あ
る
。

チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
の
書
の
標
題
が
示
す
『
ル
ソ
ー
は
全
豊
主
義
者
か
自
由
主
義
者

か
岨
と
い
う
間
題
は
、
と
り
わ
け
、
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル

な
論
雫
と
し
て
、
政
治
思
想
史
上
き
わ
め
て
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
本

書
に
お
い
て
著
者
が
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ

て
き
た
ル
ソ
ー
を
全
瞭
主
義
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
す
る
主
張
に
封
し
て
、

反
論
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
は
根

本
的
に
全
鐙
主
義
的
で
あ
る
、
と
贋
く
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
理
論
に

は
、
あ
る
非
自
由
主
義
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
だ
が
、
自
由
主
義
の

稜
展
の
う
ち
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
他
の
人
々
の
著
述
に
し
て
も
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
ル
ソ
ー
に
は
、
全
農
主
義
の
出
現
に
つ
い
て
特
に
責

任
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
貴
際
は
、
彼
に
向
け
ら
れ
る
告
獲
の
領
域
そ
の
も
の
が

彼
の
著
述
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
誤
解
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
彼
の
政
治
理
論
に
關
し
て
、
も
う
一
つ
他
の
解

羅
が
受
け
い
れ
ら
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
∪
8
貯
o
ρ
や
丘
ご
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
は
、
先
ず
ル
ソ
ー
の
把
握
し
た
人
間
性
に
つ
い
て
の
心
理
學

的
能
力
・
道
徳
的
資
質
を
解
明
し
（
閲
帥
昌
O
目
曾
頃
葺
5
帥
ロ
乞
暮
β
お
P
昌
飢

身．

轟
邑
8
）
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
彼
の
政
治
理
論
を
解
明
し
て
い
き
（
勺
帥
詳

奨
＜
2
評
馨
ざ
巳
目
】
8
昌
．
）
、
最
後
に
、
ル
ソ
；
の
理
論
が
近
代
自
由
主
義

と
密
接
に
關
蓮
し
て
い
る
こ
と
を
論
謹
し
て
い
く
（
｝
P
き
目
ぼ
①
Φ
”
即
2
午

器
鍔
㊤
且
＝
げ
臼
巴
晒
の
ヨ
）
。
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
著
者
の
右
の
読
明
の
プ



ロ
セ
ス
を
跡
づ
け
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
わ
た
く
し
自
身
、
彼
の
見
解
に

批
到
を
加
え
た
い
と
も
思
わ
な
い
。
ル
ソ
ー
の
思
想
を
分
析
す
る
限
り
に
お
い

て
、
著
者
の
見
解
は
恐
ら
く
肯
繁
に
當
つ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
政
治
思
想
史

の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
F
・
ウ
ォ
ト
キ
ソ
ス
教
授
は
、
本
書
に
つ
い
て
、
「
そ

の
分
析
は
、
お
お
む
ね
、
非
凡
な
理
解
の
う
え
に
な
さ
れ
、
か
つ
、
よ
く
均
衡

が
と
れ
て
お
り
…
…
政
治
思
想
史
上
最
も
當
惑
さ
せ
ら
れ
、
困
難
極
ま
る
人
物

を
理
解
す
る
こ
と
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
て
い
る
」
（
ω
o
民
閃
Φ
丘
Φ
多
げ
賓

男
目
Φ
自
Φ
巳
o
屏
薯
帥
菖
｛
甘
o
o
矯
」
馨
馬
嵐
o
R
§
㌧
o
驚
駄
o
匙
o
Q
黛
Q
蓉
Q
訪
o
蕊
①
電
．

＜
o
卜
卜
H
●
2
9
ト
お
竃
．
や
に
0
9
）
と
許
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
本

書
の
う
ち
で
、
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
が
「
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
は
根
本
的
に
全
膿
主

義
的
で
あ
り
、
論
理
的
に
濁
裁
と
個
人
の
輕
親
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
論
雫
を

詐
偵
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
つ
つ
、
彼
の
理
論
の
う
ち
に
あ
る
自
由
主
義
的
要

素
と
全
膿
主
義
的
要
素
と
の
も
つ
れ
合
い
を
解
い
て
い
る
」
（
七
五
頁
）
部
分
の

み
を
取
り
上
げ
、
以
下
に
氣
付
い
た
馳
を
幾
つ
か
記
し
て
み
た
い
。

　
著
者
が
本
書
を
一
貫
し
て
彊
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論

は
、
人
間
の
道
徳
的
理
想
、
個
人
の
自
由
を
ど
う
實
現
し
て
い
く
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
契
約
は
、
人
間
性
の
諸
要
求
と
】
致
し
た
、
人
間

の
道
徳
的
脊
質
の
登
展
を
助
長
す
る
制
度
的
環
境
を
興
え
る
も
の
と
考
え
ら
る

べ
き
で
あ
る
。
一
般
意
志
の
郷
導
の
も
と
に
あ
る
肚
會
の
生
活
は
、
人
問
の
利

己
的
性
向
を
中
和
さ
せ
、
彼
の
義
務
を
考
慮
す
る
よ
う
強
制
し
て
い
く
」
（
四

｝
頁
）
と
い
う
。
で
は
、
個
人
の
自
由
と
一
般
意
志
と
の
關
係
は
ど
う
理
解
さ

る
べ
き
か
。
こ
こ
に
は
、
ル
ソ
ー
の
薯
書
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
多
く
の
箇
庭

は
一
切
省
略
す
る
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
に
よ
れ
ば
、
一
般
意
志
の
表
現
は
「
個
人

的
誠
實
さ
と
集
團
的
努
力
」
と
の
双
方
を
必
要
と
し
、
個
人
間
の
身
轟
毒
一
〇

紹
介
と
批
評

ぎ
け
Φ
目
P
9
6
昌
の
過
程
、
集
團
審
泌
醸
の
結
果
と
し
て
の
α
気
昌
帥
菖
ざ
8
β
a
Φ
亭

の
拐
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
の
《
立
法
者
V
は
し
ば
し
ば
、
　
一
般
意
志
を

表
現
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指
填
者
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
般
意

志
は
決
し
て
濁
裁
者
に
よ
つ
て
解
繹
さ
れ
た
り
、
人
民
に
賦
輿
さ
れ
た
り
す
る

も
の
で
は
な
い
。
政
治
的
・
道
徳
的
自
由
こ
そ
、
一
般
意
志
の
存
在
に
と
つ
て

不
可
飲
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
《
立
法
者
V
の
本
質
的
課
題
は
、

自
由
の
諸
條
件
を
到
別
し
、
設
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
七
八
頁
）
。
つ
づ
い
て

ル
ソ
ー
が
多
元
的
集
團
に
反
封
し
、
全
催
主
義
的
統
合
性
を
理
想
と
し
て
い
た

と
か
、
一
般
意
志
は
無
制
約
的
構
威
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
る
見
解
に
反
謹
が
あ

げ
ら
れ
、
次
の
如
く
要
約
さ
れ
て
い
る
。
「
一
般
意
志
の
表
現
は
意
見
の
自
由
を

要
求
し
、
結
肚
の
自
由
を
除
外
し
て
い
な
い
。
一
般
意
志
の
範
園
に
は
、
個
入

に
と
つ
て
行
動
の
領
域
を
切
り
開
い
て
い
る
諸
條
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
各

個
人
は
法
の
作
成
に
参
與
す
る
権
利
を
有
す
る
。
賓
際
、
一
般
意
志
の
理
論
に

よ
れ
ば
、
法
は
、
個
人
が
掲
自
の
貢
献
を
な
す
討
議
の
彊
程
を
通
じ
て
の
み
、

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ソ
ー
が
理
想
と
し
た
の
は
、
討
議
が
合
致
を
生
み

だ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
一
般
意
志
の
理
論
に
關
す
る
限
り
、
ル
ソ
ー

は
全
麗
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
で
は
な
い
」
（
八
五
ー
八
六
頁
）
と
。

　
最
後
に
、
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
に
お
け
る
全
膿
主
義
的
側
面
を
表
象
す
る
も

の
と
し
て
、
彼
が
「
肚
交
的
感
情
の
強
化
」
を
主
張
し
、
特
に
「
市
民
の
宗
教
」

な
る
も
の
を
提
唱
し
て
い
る
黙
に
、
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
杜
會
契
約
論
』

第
四
編
第
八
章
に
は
、
例
え
ば
、
「
主
灌
者
が
そ
の
項
目
を
き
め
る
べ
き
、
純
埣

に
市
民
的
な
信
仰
告
白
が
あ
る
。
そ
れ
は
嚴
密
に
宗
教
の
教
理
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
よ
き
市
民
、
忠
實
な
市
民
た
り
え
ぬ
、
肚
交
的
感
情

と
し
て
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
市

一
一
七
　

（
一
〇
〇
三
）



紹
介
と
批
評

民
の
宗
教
の
目
的
は
、
　
「
宗
教
的
・
愛
國
的
感
情
を
ば
、
市
民
の
献
身
と
義
務

の
彊
度
な
箪
一
的
感
情
へ
と
融
合
し
て
い
く
こ
と
」
（
六
五
頁
）
に
あ
る
。
こ
の

黙
が
往
々
に
し
て
、
個
人
の
道
徳
的
創
造
性
を
共
同
肚
會
の
全
膿
の
た
め
に
犠

牲
に
し
、
逸
脱
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
全
艦
主

義
的
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
シ
ョ
ン
と
し
て
見
間
違
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は

ル
ソ
ー
の
眞
意
と
隔
た
る
こ
と
遠
い
。
何
故
な
ら
、
「
枇
交
的
感
情
の
強
化
と

い
う
も
の
は
、
道
徳
的
資
質
の
解
放
に
と
つ
て
の
必
要
條
件
な
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
政
府
の
統
制
に
必
要
と
考
え
ら
れ
た
装
置
に
、
支
持
を
與
え
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
愛
國
的
教
育
や
市
民
の
宗
教
を
擁
護
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
一
般
意
志
の
獲
生
に
必
要
不
可
敏
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
寧

ろ
彼
は
、
こ
れ
ら
を
以
て
政
府
が
一
般
意
志
と
封
懸
を
保
つ
の
に
必
要
不
可
敏

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ル
ソ
ー
に
と
つ
て
、
手
段
で

は
あ
つ
て
も
目
的
で
は
な
い
」
（
八
八
頁
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　
以
上
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
所
論
は
、
“
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
ル
ソ
ー
の
結
果
で
あ

る
”
と
か
、
“
獺
裁
は
一
般
意
志
の
民
主
主
義
理
論
の
論
理
的
・
歴
史
的
露
結
で

あ
る
〃
と
い
う
よ
う
な
意
見
と
全
く
封
照
的
で
あ
る
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
は
、
右

の
よ
う
な
見
解
を
最
も
よ
く
代
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
」
・
L
・
タ
ー
ル

毛
ン
の
次
の
肢
述
を
引
用
し
て
い
る
。
「
ル
ソ
ー
の
主
槽
者
は
外
面
化
さ
れ
た

一
般
意
志
で
あ
り
、
－
…
自
然
の
調
和
的
秩
序
と
本
質
的
に
同
じ
も
の
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
と
人
民
主
樺
の
原
理
、
お
よ
び
人
民
の
自
已
表
現
と

を
結
び
合
わ
す
こ
と
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
は
全
艦
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
ひ

き
起
し
た
」
（
『
●
劉
日
巴
5
0
p
目
6
霞
詔
亀
膚
o
鼠
犀
胃
置
昌
U
Φ
日
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
8
ざ
吻
8
ε
劇
閃
8
8
ロ
帽
同
霧
o
o
｝
お
認
｝
層
島
◎
）
。
そ
し
て
、
タ
ー
ル
モ

ソ
が
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
を
近
代
全
禮
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
創
始
者
と
見

一
一
八
　

（
一
〇
〇
四
）

倣
す
の
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
彼
が
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
の
動
態
的
性
質
を
無

親
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
、
と
批
到
さ
れ
て
い
る
（
七
八
ー
七
九
頁
）
。

＊
タ
ー
ル
モ
ン
の
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
国
昌
㎎
Φ
辞
ピ
O
目
3
ン
ω
Φ
畠
Φ
婦
塵

　
ミ
9
目
ご
娼
肖
的
で
は
、
円
げ
Φ
O
昆
磯
一
目
U
O
協
自
O
叶
即
一
諄
即
比
即
昌
U
Φ
】
B
O
o
H
帥
o
『

　
と
な
つ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
こ
の
版
に
よ
つ
て
引
用
し
た
。

　
今
や
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
の
論
黙
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
も
　
　
ヤ

疑
問
が
浮
ん
で
く
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
の
論
理
的
分
析
が
た
と
え
正
し
い
に

し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
紳
を
現
實
的
に
支
え
て
い
た
も
の
が
く
o
H
o
旨
①

＝
器
で
あ
つ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
如
何
な
る
解
決
を

與
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
ー
ル
モ
ソ
と
同
檬

に
、
E
・
且
・
カ
ー
は
、
西
厭
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
簿
統
に
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
と

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
由
來
す
る
二
つ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
概
念
的

旺
別
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
「
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
精
神
的
父
で
あ
る
ル
ソ
ー
は

ま
た
、
近
代
全
艦
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
父
で
あ
つ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
革
命
の
歴
史
は
全
艦
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
！
へ
の
傾
向
を
推
進
し
て
い
つ

た
」
（
蝉
国
。
O
胃
び
目
ぴ
Φ
ω
o
丘
9
H
日
b
㊤
9
0
ロ
臼
ぴ
Φ
ミ
Φ
9
R
昌
ミ
o
匡
9

一
〇
お
●
2
Φ
毒
層
霞
F
自
ぴ
Φ
冒
砦
9
筥
即
ロ
O
o
琶
b
9
昌
ざ
や
♂
）
と
指
摘
し
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
酷
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
側
面
で
あ
ろ
う
。
フ
，
ラ

ソ
ス
革
命
後
孚
世
紀
の
あ
い
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
歴
史
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
概
念
は
實
際
に
何
ら
の
影
響
を
も
與
え
な
か
つ
た
と
さ
え
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
を
中
心
と
し
て
支
配
し
た
理
念

は
、
そ
の
具
象
的
形
態
と
し
て
は
「
自
然
的
秩
序
の
十
八
世
紀
的
理
念
と
、
人

民
に
よ
る
途
行
と
自
己
表
現
に
關
し
て
の
ル
ソ
ー
的
理
念
の
綜
合
」
で
あ
つ
た

し
、
「
ル
ソ
！
の
く
一
般
意
志
V
は
…
…
全
農
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
推
進
力



と
な
り
、
す
べ
て
の
矛
盾
と
二
律
背
反
の
根
源
と
な
つ
た
」
（
目
巴
目
o
ダ
暑
．

9
f
や
9
）
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
本
書
第
三
部
に
お
い

て
、
ル
ソ
ー
が
古
典
的
自
由
主
義
や
イ
ギ
リ
ス
功
利
主
義
哲
學
よ
り
も
、
寧
ろ

近
代
自
由
主
義
（
グ
リ
ー
ソ
・
ボ
サ
ソ
ケ
ッ
ト
・
リ
ン
ゼ
イ
等
）
と
近
似
し
て

い
る
こ
と
を
立
誰
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
系
譜
を
辿
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
ル
ソ
ー
が
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
ー
ル
、
サ
ソ
・
ジ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

ス
ト
、
バ
ブ
ー
フ
等
と
よ
り
一
暦
深
い
思
想
的
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
、
ど
う
し
て
等
閑
に
附
す
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
、

こ
う
し
た
片
手
落
ち
を
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
と
同
時

に
、
タ
ー
ル
モ
ソ
の
優
れ
た
研
究
業
績
を
ま
す
ま
す
重
親
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

　
チ
ャ
ッ
プ
マ
ソ
に
と
つ
て
は
、
ル
ソ
ー
の
自
由
主
義
的
側
面
を
彫
琢
す
る
こ

と
が
主
要
な
動
機
で
あ
つ
た
。
そ
の
問
題
提
起
が
「
全
膿
主
義
か
自
由
主
義
か
」

と
い
う
二
者
撰
一
の
か
た
ち
で
問
わ
れ
る
時
、
自
由
主
義
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ

と
し
て
の
全
膣
主
義
に
、
い
さ
さ
か
否
定
的
偏
見
が
逃
れ
難
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
タ
ー
ル
モ
ソ
の
場
合
に
は
、
ル
ソ
ー
は
「
全
膣
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
お
け
る
自
由
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
定
式
化
」
（
H
玄
皇
や
お
・
）
と
し
て
把
え

ら
れ
、
た
だ
軍
に
現
代
的
な
意
味
で
の
全
騰
主
義
の
類
型
と
同
一
化
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
ル
ソ
ー
を
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
直
結
さ
せ
る
よ
う
な
議

論
に
向
け
ら
れ
た
批
判
は
、
タ
ー
ル
モ
ソ
の
場
合
に
は
當
て
は
ま
ら
な
い
。
「
ル

ソ
ー
は
、
総
膿
的
な
政
治
的
努
力
へ
と
全
腔
的
に
、
そ
し
て
高
度
に
情
緒
的
に

吸
合
し
て
い
く
こ
と
が
す
べ
て
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
イ
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
目

論
ま
れ
る
こ
と
、
集
つ
た
群
衆
の
興
奮
が
最
も
暴
虐
的
な
璽
力
と
な
つ
て
は
た

ら
く
こ
と
、
因
果
的
・
脛
瞼
的
な
活
動
の
過
程
に
何
ら
の
鹸
地
を
も
残
す
こ
と

紹
介
と
批
評

な
く
、
政
治
と
い
う
も
の
の
ス
コ
㌧
フ
を
人
間
の
利
害
や
努
力
の
全
領
域
へ
と

擁
充
す
る
こ
と
が
全
膣
主
義
へ
の
最
も
近
道
で
あ
る
こ
と
、
を
氣
付
い
て
い
な

か
つ
た
」
（
頴
答
｝
マ
爲
．
）
。
ル
ソ
ー
の
「
矛
盾
の
束
」
は
、
計
ら
ず
も
、
歴
史

的
形
成
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
全
腔
主
義
的
側
面
i
タ
ー
ル
モ
ソ
の
い
う
如

く
に
、
そ
れ
は
鼠
8
ぴ
首
一
9
冥
o
丘
舞
試
曾
の
含
む
問
題
で
あ
つ
た
ー
を

露
呈
し
て
い
つ
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
に
封
し
て
、
全
膿
主
義
者
か

自
由
主
義
者
か
と
い
う
間
い
方
が
よ
く
な
い
。
甚
だ
愚
問
に
は
遠
い
な
い
が
果

し
て
ル
ソ
ー
自
身
は
何
と
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
「
わ
た
し
は

自
由
主
義
者
だ
、
全
騰
主
義
者
な
ど
と
は
と
ん
で
も
な
い
。
い
や
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
、
わ
た
し
は
全
膿
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ

う
」
。＊

タ
ー
ル
モ
ン
は
「
左
派
の
全
燈
主
義
」
と
「
右
汲
の
全
髄
主
義
」
と
の
概
念

　
を
明
確
に
匠
別
す
る
。
前
者
は
人
問
の
理
性
、
そ
の
完
全
性
へ
の
救
濟
を
目

　
的
と
し
、
個
人
主
義
、
合
理
主
義
の
理
念
を
基
調
と
す
る
。
そ
れ
は
、
十
九

　
世
紀
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
パ
タ
ー
ン
に
も
蓮
績
す
る
。
そ
れ
に
封
る

　
て
後
者
は
、
歴
史
的
・
有
機
的
・
人
種
的
實
禮
概
念
を
も
ち
、
い
わ
ば
8
歴

　
一
⑦
9
貯
Φ
凹
帥
目
へ
の
情
緒
性
を
彊
調
す
る
。
し
た
が
つ
て
タ
ー
ル
モ
ン
は

　
「
左
派
の
全
禮
主
義
に
關
連
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い

　
る
こ
と
は
正
當
で
あ
る
が
、
右
汲
の
全
艦
主
義
に
そ
れ
を
適
慮
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
一
ぴ
箆
こ
や
♂
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
ル
ソ
ー
の
思
想
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
く
、
政
治
思
想
一
般
に
つ
い
て
い
え

る
こ
と
だ
が
、
あ
る
思
想
を
考
察
の
到
象
と
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
方
法
論

的
に
は
、
そ
れ
が
現
實
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
か
、
ま
た
受
け
と
ら
れ

て
き
て
い
る
か
、
そ
れ
が
現
實
へ
の
適
懸
過
程
で
如
何
な
る
攣
容
を
蒙
つ
た
か
、

一
一
九
　

（
一
〇
〇
五
）



紹
介
と
批
評

一
　
二
〇
　
　
　
　
（
一
〇
〇
山
ハ
）

更
に
そ
う
い
つ
た
こ
と
は
そ
の
思
想
構
造
と
ど
の
よ
う
な
關
蓮
性
を
も
つ
て
い

る
か
、
と
い
う
祀
角
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
再
許
慣
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
政
治

思
想
そ
の
も
の
の
い
わ
ば
内
的
論
理
を
め
ぐ
つ
て
の
解
繹
は
、
い
か
な
る
も
の

で
も
そ
れ
だ
け
で
、
な
ん
ら
の
最
終
的
解
決
を
與
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次

は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
イ
ヤ
ー
が
レ
ー
ニ
ソ
主
義
の
研
究
に
際
し
て
い
つ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
す
べ
て
の
杜
會
思
想
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
ば
か
り
で

な
く
、
数
世
紀
、
数
千
年
の
後
に
な
つ
て
も
、
論
雫
の
的
と
さ
れ
る
。
こ
の
理

由
だ
け
か
ら
も
、
杜
會
思
想
の
あ
る
學
派
に
つ
い
て
決
定
的
な
研
究
を
書
く
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
他
の
人
た
ち
が
適
切
に
取
り
扱
つ
た
あ

る
主
題
に
關
す
る
著
述
は
、
正
當
な
る
學
問
的
業
績
と
し
て
と
ど
ま
ろ
う
。
更

に
は
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
研
究
の
主
題
自
燈
が
つ
ね
に
論
雫
の
的
と
な
る

ば
か
り
で
な
く
、
提
出
さ
れ
た
解
繹
の
ど
の
よ
う
な
も
の
も
、
そ
れ
自
身
が
論

箏
的
な
の
で
あ
る
」
（
2
陸
a
9
冒
Φ
器
び
［
Φ
昆
三
の
β
国
舘
毒
＆
q
琶
5

〈
臼
匹
昌
頃
お
器
堕
お
鶏
砂
つ
㎝
。
）
。
と
も
か
く
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
ソ
ー
研
究

の
た
め
の
重
要
文
献
を
、
ま
た
一
つ
も
つ
こ
と
と
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）


