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共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

九
二

（
二
一
〇
）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

　
　
　
ー
O
即
げ
ユ
巴
距
一
目
o
β
鼻
円
げ
①
》
b
b
＄
尻
9
0
0
目
冒
循
巳
曽
β
を
中
心
と
し
て
i

奈

良

和

重

一二三四五山ノ、

は
じ
め
に

共
産
主
義
者
の
モ
デ
ル
理
論

共
産
主
義
運
動
の
現
實

－
　
目
標
の
認
知

－
　
職
術
的
側
面
の
認
知

共
産
主
義
者
の
肚
會
・
心
理
的
特
徴

－
　
灘
舎
的
特
徴

－
　
政
治
的
特
徴

皿
　
共
産
主
義
へ
の
威
感
牲

N
　
紳
纒
症
者
の
タ
イ
プ

共
産
主
義
者
の
脱
黛
過
程

－
　
不
潔
の
タ
イ
プ
と
パ
タ
ー
ン

ー
　
睨
黛
過
程
と
そ
の
後
の
調
整
間
題

む
す
び
に

一

は
　
じ
　
め
　
に

　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ク
・
ス
マ
ン
の
編
集
に
な
る
『
過
ち
し
神
』
（
盈
o
富
a

O
H
o
ω
0
2
日
騨
昌
〔
包
●
〕
｝
B
げ
Φ
O
＆
♂
げ
暮
国
a
一
Φ
騨
団
騨
同
b
Φ
H
節
田
目
o
菩
霞
P

乞
Φ
婁
肖
o
鱒
●
お
お
）
は
、
今
世
紀
に
お
い
て
、
涯
無
き
希
望
と
幻
想
に
懸
か

れ
て
共
産
主
義
に
韓
向
し
た
人
々
が
、
耐
え
難
き
悔
恨
と
絶
望
に
墜
し
ひ
し
が

れ
、
や
が
て
そ
れ
か
ら
離
反
す
る
に
至
つ
た
髄
験
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
寄

稿
し
た
六
名
（
ア
ル
ツ
ー
ル
・
ケ
ス
ト
ラ
i
、
イ
グ
ナ
ツ
ィ
オ
・
シ
・
i
ネ
、

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
、
ア
ソ
ド
レ
・
ジ
書
ド
、
ル
イ
ス
。
フ
ィ
シ
ァ
i
、
ス

テ
フ
ァ
ン
・
ス
ペ
ン
ダ
ー
）
の
人
々
は
い
ず
れ
も
、
西
厭
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
資

本
主
義
の
未
來
へ
の
信
念
を
失
い
、
彼
等
の
鋭
い
知
性
と
激
し
き
情
熱
の
故

に
、
や
む
な
く
共
産
主
義
に
新
し
き
救
濟
を
求
め
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く

て
、
「
彼
等
自
身
の
神
の
幻
想
と
共
産
主
義
國
家
の
現
實
と
の
懸
隔
」
に
揺
り

覧
ま
さ
れ
た
時
、
最
早
傷
つ
け
ら
れ
た
彼
等
は
、
共
産
主
義
へ
の
痛
烈
な
憎
し

み
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
勿
論
彼
等
は
、
必
ず
し
も
マ
ル
ク
ス
の
偉



大
な
思
想
に
動
か
さ
れ
て
、
共
産
主
義
に
轄
向
し
、
参
加
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
善
意
の
人
々
は
、
不
幸
な
人
々
の
た
め
に
、
自
由
の
た
め
に
、
肚
會
正
義

の
た
め
に
、
あ
る
も
の
は
自
ら
人
生
に
誠
實
で
あ
り
た
い
と
願
い
、
あ
る
も
の

は
自
己
の
享
受
す
る
特
権
に
裏
め
た
さ
を
感
じ
、
あ
る
も
の
は
人
種
的
不
李
等

に
憤
慨
し
、
そ
れ
ぞ
れ
受
難
の
試
錬
へ
と
立
向
つ
て
い
つ
た
。
彼
等
の
聖
な
る

魂
に
は
、
共
産
主
義
こ
そ
良
心
の
闘
い
と
し
て
映
じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。　

こ
の
よ
う
な
彼
等
の
態
度
を
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
感
傷
と
か
同
情
に
す
ぎ

ぬ
と
非
難
す
る
こ
と
は
易
し
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
等
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
そ
の

盟
験
を
描
く
筆
致
は
、
型
通
り
の
流
儀
で
し
や
べ
り
、
醇
い
痴
れ
た
職
圏
的
大

合
唱
を
う
た
つ
て
い
る
共
産
主
義
者
よ
り
、
〈
共
筐
主
義
者
V
と
い
う
も
の
を

よ
り
眞
實
に
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
し
め
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ロ
ー
ネ
は
冗
談
ま
じ
り
に
い
う
、
「
終
局
的
闘
雫
は
、
共
産
主
義
者
と
前
共

産
主
義
者
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
。

　
と
も
あ
れ
、
共
産
主
義
の
も
つ
魅
力
、
そ
の
ア
ピ
ー
ル
と
は
一
膣
何
で
あ
る

の
か
。
六
人
の
苦
闘
せ
る
遍
歴
は
、
雄
辮
に
そ
れ
を
物
語
つ
て
く
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
彼
等
は
、
み
な
卓
越
し
た
藝
術
的
天
分
を
所
有
す
る
知
識
人
で
あ
つ

た
。
『
過
ち
し
神
』
は
一
種
の
文
學
作
品
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、

一
般
的
に
、
人
々
が
何
故
共
産
主
義
に
魅
惑
さ
れ
、
そ
の
蓮
動
に
参
加
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
し
て
何
故
そ
れ
か
ら
離
腕
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解

明
で
き
た
ら
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
學
か
ら
、
ゲ
ィ
ブ

リ
ェ
ル
・
ア
ー
モ
ン
ド
が
『
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
』
（
の
即
げ
艮
巴
臣
一
9
■
o
b
9

円
ゲ
Φ
》
b
b
Φ
巴
の
9
0
0
β
g
g
巳
o
・
β
”
勺
匡
ロ
8
け
o
ロ
q
巳
く
霞
巴
昌
男
お
器
・

お
鋒
）
と
い
う
書
を
出
版
し
た
。
本
書
は
『
過
ち
し
神
』
と
は
全
く
異
な
つ

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

て
、
前
共
産
窯
員
と
の
廣
汎
な
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
右
の
問
題
を
究

明
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
書
物
は
い
ず
れ
劣
ら
ず
、
事
實

を
忠
實
に
表
現
し
て
い
る
と
い
い
た
い
。
『
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
』
に
お
け

る
籔
量
的
測
定
や
表
讃
み
だ
け
が
客
観
的
艘
述
で
あ
る
と
思
つ
て
は
な
ら
な

い
。
『
過
ち
し
紳
』
に
お
け
る
主
観
的
告
白
は
、
人
間
の
内
奥
の
心
底
を
探
り

あ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
深
き
反
省
と
洞
察
力
を
與
え
ず
に
は
お
か
な
い
の
で

あ
る
。
前
者
は
、
後
者
の
内
容
を
よ
り
一
層
普
遍
的
な
も
の
に
し
、
實
謹
的
に

掘
り
さ
げ
て
い
つ
た
も
の
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
共
産
主
義
者
の
モ
デ
ル
理
論

　
先
ず
『
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
』
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
つ
い

て
、
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
そ
の
第
一
部

に
お
い
て
、
共
産
主
義
の
教
義
と
窯
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
か

ら
、
共
産
主
義
者
お
よ
び
窯
の
形
式
的
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
。
第
二
部
で
は
、

こ
の
モ
デ
ル
が
實
際
に
ど
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
て
い
る
か
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
！

の
デ
ー
タ
に
よ
つ
て
、
そ
の
差
異
を
瞼
謹
す
る
。
第
三
部
で
は
、
共
産
主
義
蓮

動
に
感
感
し
が
ち
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
構
造
を
分
析
し
、
第
四
部
に
お
い
て
、

共
養
黛
へ
の
同
化
過
程
と
脱
窯
過
程
を
記
述
し
て
い
く
。

　
こ
の
研
究
の
サ
ン
プ
ル
に
含
ま
れ
た
前
共
産
黛
員
の
籔
は
、
全
部
で
二
二
一

名
、
そ
の
う
ち
ア
メ
リ
カ
人
六
四
名
、
イ
ギ
リ
ス
人
五
〇
名
、
フ
ラ
ン
ス
人
五

六
名
、
イ
タ
リ
ー
人
五
一
名
。
一
九
三
五
年
以
前
に
入
窯
し
て
い
た
も
の
一
五

六
名
、
そ
れ
以
後
の
も
の
一
〇
六
名
。
職
業
・
階
級
別
に
は
、
一
一
一
名
が
螢

働
階
級
、
二
〇
名
が
中
窪
階
級
（
主
と
し
て
知
識
人
）
、
黛
ハ
イ
ア
ラ
キ
i

九
三

（
二
一
一
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

の
地
位
別
に
は
、
五
一
名
が
ト
ッ
プ
・
レ
ヴ
ェ
ル
、
七
三
名
が
中
間
な
い
し
そ

れ
以
下
の
地
位
、
九
七
名
が
最
下
位
の
卒
黛
員
。
そ
し
て
大
部
分
が
、
一
九
四

〇
年
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
に
、
腕
蕪
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
各
國

の
共
産
窯
中
央
委
員
會
の
現
役
メ
ン
バ
ー
に
關
す
る
デ
ー
タ
も
牧
集
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
精
紳
分
析
學
者
よ
り
、
共
産
主
義
者
の
患
者
三
五
の
臨

床
的
ケ
ー
ス
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
提
供
を
受
け
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
研

究
は
、
肚
會
學
に
お
け
る
調
査
研
究
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
基
づ
い
て
い
る
。
方
法

論
的
に
は
、
デ
ー
タ
の
牧
集
分
析
、
概
念
と
假
設
の
検
謹
に
よ
つ
て
、
共
産
主

義
蓮
動
を
具
膣
的
・
動
態
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
脱
窯
者
と
現
在
黛
に
所
馬
す
る
も
の
と
は
そ
の

性
質
が
相
違
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
鮎
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
脱
窯

過
程
の
分
析
に
よ
つ
て
正
確
な
解
答
を
與
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ア
ー
モ
ン

ド
に
よ
る
と
、
爾
者
に
は
程
度
の
差
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
腕
窯
者
の
デ
ー
タ
か

ら
、
黛
へ
の
牽
引
と
反
援
に
つ
い
て
の
假
設
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
愛
當
で
あ
る

と
い
う
。
こ
の
前
提
の
可
否
は
、
さ
し
あ
た
つ
て
問
わ
ぬ
こ
と
に
す
る
。
ま
た

イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
に
際
し
て
は
、
鷹
答
者
は
そ
れ
を
快
諾
し
て
く
れ
た
が
、
そ

の
解
答
に
は
偏
見
が
逃
れ
難
い
の
で
、
デ
ー
タ
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
は
充
分

の
配
慮
が
く
ば
ら
れ
た
。
と
も
か
く
、
こ
の
研
究
が
腕
窯
者
の
特
殊
的
類
型
に

限
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
努
力
が
彿
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　
先
ず
最
初
に
、
分
析
上
の
道
具
と
し
て
、
共
産
主
義
者
の
モ
デ
ル
を
設
定
す

る
。
ど
ん
な
政
治
運
動
で
も
、
そ
の
構
成
員
に
封
し
て
は
、
あ
る
行
動
の
標
準

が
與
え
ら
れ
て
い
る
。
所
驕
集
團
の
構
成
員
は
、
そ
の
行
動
を
規
制
さ
れ
、
強

制
さ
れ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
い
つ
て
、
近
代
西
鰍
枇
會
に
は
多
元
的
集
團
が

九
四

（
二
一
二
）

存
在
し
、
個
人
に
選
澤
の
自
由
が
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
共
産
主

義
蓮
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
封
し
唯
一
の
明
白
な
規
範
が

與
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
行
動
を
決
定
し
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
共
産
主
義
者
の
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
義
に
明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
來
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
は
、

人
間
は
、
脛
濟
的
機
能
集
團
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
行
爲
す
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
、
か
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
は
、
歴
史
法
則
と
祉
會
過
程
に
關
し
て
の
充
分

な
る
知
識
を
備
え
て
い
る
《
科
學
的
杜
會
主
義
者
V
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
は
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
の
革
命
的
職
闘
者

と
し
て
の
特
徴
が
張
調
さ
れ
、
李
均
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
峻
別
さ
る
べ
き
《
職

業
的
革
命
家
V
へ
と
攣
貌
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
が
共
産
主
義
者

の
省
像
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
・
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
モ
デ
ル

に
す
る
の
が
最
も
當
を
得
て
い
る
。

　
ア
ー
モ
ソ
ド
は
、
こ
ヒ
に
主
と
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
『
何
を
な
す
べ
ぎ
か
』

（
一
九
〇
二
年
）
、
同
『
共
産
主
義
に
お
け
る
「
左
翼
」
小
見
病
』
（
一
九
二
〇

年
）
、
ス
タ
ー
リ
ン
『
ソ
同
盟
共
産
窯
小
史
』
（
一
九
三
八
年
）
の
三
つ
の
古
典

を
選
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
共
産
黛
お
よ
び
黛
員
に

關
す
る
テ
ー
マ
の
量
的
頻
度
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
内
容
分
析
の
方

法
と
信
頼
度
の
テ
ス
ト
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
三
つ
の
古

典
に
は
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
；
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
『
何
を
な
す
べ
ぎ
か
』

は
共
産
主
義
的
戦
闘
者
を
全
般
的
に
厳
述
し
た
、
最
も
基
本
的
な
も
の
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
次
の
『
左
翼
小
見
病
』
は
、
寧
ろ
他
の
政
治
諸
集
團
と
の
提

携
を
こ
と
と
し
、
窯
に
人
民
職
線
的
性
格
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
『
共
産

窯
史
』
は
共
産
窯
の
訓
練
課
題
の
テ
キ
ス
ト
と
な
つ
て
お
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
に



よ
る
例
の
大
追
放
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
比
較
し
た
相
違
黙

は
後
に
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
結
論
的
に
い
う
と
、
以
上
の
古
典
に
描
か

れ
た
共
莚
主
義
的
職
闘
者
と
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
灌
力
職
術
者
（
宕
巧
霞

寅
9
筥
雪
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
行
動
目
標
は
、
全
面
的

に
、
灌
力
獲
得
、
窯
の
灌
力
濁
占
へ
と
指
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、
灌
力
職
術
以
外
の
贋
値
、
例
え
ば
杜
會
主
義
の
實
現
、
螢
働
時
間
の
短

縮
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
蓮
動
の
メ
ン
バ
ー
と
い
つ
た
贋
値
目
標
に
も
言

及
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
量
的
に
い
つ
て
、
極
め
て
僅
か
な
も
の

に
し
か
す
ぎ
な
い
。
以
下
に
、
前
掲
三
書
を
分
析
し
て
得
ら
れ
た
共
産
主
義
者

の
職
術
的
諸
性
質
を
簡
軍
に
記
述
し
て
み
よ
う
。

　
職
闘
性
（
窪
騨
弩
8
）
　
共
産
主
義
者
は
そ
の
課
題
途
行
の
た
め
に
鋼
鐵

の
如
く
鍛
え
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
圏
雫
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
蕪
員
は
共
産
主
義
運
動
の
先
頭
に
立
つ
前
衛
で
あ
り
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー

ト
掲
裁
の
た
め
の
武
器
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
窯
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は

《
職
略
的
・
職
術
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
V
と
し
て
機
能
す
る
。
共
産
主
義
者
は
、

そ
の
軍
事
行
動
に
お
い
て
、
物
理
的
暴
力
を
行
使
す
る
の
み
な
ら
ず
、
敵
封
者

に
封
し
て
は
激
し
い
言
語
の
暴
力
を
用
い
て
攻
撃
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
合
理
性
（
即
暮
ざ
b
巴
一
ξ
）
　
戦
闘
性
に
も
ま
し
て
彊
調
さ
れ
て
い
る
テ
ー

マ
は
、
共
謹
主
義
者
の
合
理
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
究
極
目
標
は
灌
力

掌
握
で
あ
る
か
ら
し
て
、
知
識
と
か
分
析
の
問
題
は
、
目
的
の
た
め
の
手
段
を

適
確
に
評
償
す
る
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
。
共
毒
主
義
者
の
モ
デ
ル
に
と
つ
て

は
、
目
的
と
手
段
と
の
あ
い
だ
の
蜀
立
、
良
心
な
ど
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
た

だ
し
何
時
の
場
合
で
も
、
椹
力
の
得
失
と
い
う
観
鮎
に
立
つ
て
、
手
段
の
探
澤

に
は
大
幅
の
融
通
性
（
自
賃
ま
ま
昌
）
を
も
た
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

他
方
、
A
革
命
理
論
な
し
に
は
、
如
何
な
る
革
命
蓮
動
も
あ
り
え
な
い
V
と
い

う
レ
ー
ニ
ン
の
命
題
が
示
す
よ
う
に
、
共
産
主
義
者
に
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ソ
主
義
と
い
う
理
論
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
科
學
的
・
現
實
的
で
あ

る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
實
陵
的
問
題
に
解
決
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ

れ
自
身
で
、
歴
史
の
獲
展
を
科
學
的
に
豫
臨
す
る
も
の
と
さ
れ
、
裳
の
政
策
決

定
を
常
に
正
當
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
計
算
し
、
分
析
し
、
測
量

し
、
評
贋
す
る
こ
と
こ
そ
、
共
産
主
義
者
の
行
動
檬
式
に
み
ら
れ
る
最
も
重
要

な
要
素
で
あ
る
。
設
定
さ
れ
た
目
標
は
不
攣
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
、
れ

を
達
成
す
る
職
術
は
融
通
自
在
で
あ
つ
て
、
状
況
へ
の
適
懸
形
態
は
多
様
に
攣

化
す
る
。
こ
う
し
た
行
動
檬
式
の
合
理
性
は
極
め
て
冷
酷
で
あ
り
徹
底
的
で
あ

り
、
し
ば
し
ば
非
人
間
的
で
す
ら
あ
る
。

　
組
織
と
規
律
（
O
お
即
三
轟
鉱
8
P
且
冒
零
甘
一
言
Φ
）
　
以
上
の
二
つ
の

性
質
が
最
も
重
要
覗
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
共
産
主
義
運
動
の
特
徴
と
し
て
、

そ
の
特
殊
的
な
窯
組
織
と
嚴
格
に
訓
練
を
受
け
た
忠
誠
心
と
い
う
も
の
が
認
め

ら
れ
る
。
黛
組
織
は
中
央
集
灌
化
さ
れ
て
い
て
、
一
枚
岩
的
で
あ
る
。
注
意
す

べ
き
融
は
、
共
産
窯
は
、
合
法
的
に
も
非
合
法
的
に
も
、
そ
の
活
動
を
績
け
て

い
く
必
要
上
、
陰
謀
的
装
置
を
も
巧
み
に
操
作
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
故
、
優
れ
た
共
産
主
義
者
と
は
優
孔
た
陰
謀
家
の
こ
と
で
あ
る
。

　
大
衆
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
（
■
①
器
Φ
宏
げ
甘
亀
窪
Φ
蜜
霧
o
・
）
　
窯
は
《
螢

働
階
級
の
前
衛
》
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
窯
が
螢
働
大
衆
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
決
し
て
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
な
い
。
窯
の
リ
ー
ダ
ー
は
常
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
つ
て
、

大
衆
を
訓
練
し
、
鼓
舞
し
、
熱
狂
を
掻
き
た
て
る
。
彼
は
い
わ
ば
カ
リ
ス
マ
的

教
師
の
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。

九
五

（
二
一
三
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

　
行
動
主
義
（
毎
9
辱
駐
目
）
　
共
産
主
義
者
は
間
漸
な
き
緊
張
の
中
に
生

活
す
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
障
碍
に
出
會
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
同
避
し

た
り
遅
滞
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
絶
封
に
で
き
な
い
。
し
か
も
彼
に
課
さ
れ
た

互
大
な
仕
事
は
決
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
よ
り
高
次
の
目
標
に
向
つ

て
常
に
行
動
す
る
よ
う
彊
制
さ
れ
る
。

　
献
身
（
U
Φ
臼
8
註
8
）
　
共
産
主
義
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
彊
制
的

義
務
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
如
何
な
る
犠
牲
に
も
耐
え
、
迫
害
、
投

獄
、
追
放
に
あ
つ
て
も
、
自
己
の
忠
誠
や
決
断
を
弱
め
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な

ら
な
い
。
革
命
を
成
就
す
る
に
、
危
瞼
を
俘
う
こ
と
は
覧
悟
の
上
で
あ
る
。
か

く
て
、
自
己
の
全
存
在
を
あ
げ
て
窯
に
献
身
す
る
こ
と
は
、
共
産
主
義
者
の
特

性
と
い
え
よ
う
。

　
猫
自
性
（
q
邑
名
①
器
器
）
　
　
以
上
の
諸
性
質
は
い
ず
れ
も
共
産
主
義
者
の

掲
自
性
を
示
し
て
い
る
が
、
と
く
に
、
共
産
黙
は
《
新
し
い
型
の
懲
V
と
し
て

自
負
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
選
ば
れ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
英
雄
的
行
爲
に
匹

敵
し
う
る
光
榮
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
確
信
的
態
度
（
0
9
ま
Φ
9
Φ
）
　
共
産
主
義
者
と
は
眞
に
確
信
を
も
つ
た

人
間
で
あ
る
。
そ
の
確
信
は
、
第
一
に
歴
史
の
究
極
的
勝
利
を
約
束
さ
れ
た
理

論
を
も
つ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
ソ
同
盟
に
お
け
る
實
際
の
成
功
、
に
依
擦
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
・
シ
ア
革
命
後
は
、
共
産
主
義
の
理
論
的
要
當
性

よ
り
も
、
ソ
同
盟
の
成
功
と
か
業
績
に
裏
附
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
中

國
や
東
厭
へ
の
蓮
動
の
擬
大
に
よ
つ
て
、
世
界
的
規
模
の
不
可
避
的
勝
利
へ
と
、

ま
す
ま
す
確
信
の
度
を
深
め
つ
つ
あ
る
。

　
以
上
の
諸
性
質
は
、
古
典
に
お
い
て
第
一
表
の
如
く
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
共
産
主
義
者
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
職
闘
性
と
合
理

第1表　古典における共産主義者の性質（％）

九
六

（
二
一
四
）

何をなす
べぎか

左　翼
小見病

共産糞史

目　標　性　質 1 4 6

職術的性質
職　　闘　　性 22 24 28

合　　理　　性 34 35 23

組　　　　　織 12 7 16

リーダーシップ 16 14 13

行　動　主　義 5 3 3
献　　　　　身 3 5 3
濁　　自　　性 5 3 3
確信的態度 2 5 5

パ　　ー　セ　　ン　　ト 100 100 100

総　　　　　計 801 764 2208

お
よ
び
『
左
翼
小
見
病
』

史
』

成
り
の
ひ
ら
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。

お
け
る
蕪
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
彊
化
と
攣
質
を
謹
擦
だ
て
て
い
る
も
の
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
モ
デ
ル
理
論
は
、
決
し
て
《
作
用
し
て
い
る
現
實
V
と
同

一
親
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
産
主
義
の
實
際
の
蓮
動
に
お
い
て
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
共
産
主
義
者
自
身
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う

に
コ
、
・
』
ニ
ケ
！
ト
さ
れ
て
い
る
の
か
。
共
壼
主
義
の
マ
ス
・
ア
ピ
ー
ル
を
理

解
す
る
に
は
、
窯
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
分
析
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
の
顯
著
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
質
を
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
知
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
で
き
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
ま
た
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ニ
ン
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ス
タ
ー
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
主
義
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
較
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裳
組
織
と
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
律
の
蓮
守
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
『
何
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
き
か
』

　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
一
％
と
七
弩
で
あ
り
、
『
共
産
窯

で
は
一
六
％
と
な
つ
て
お
り
、
同
様
に
合
理
性
に
つ
い
て
も
双
方
に
は
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
る
攣
化
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
も
と
に



い
。
ア
：
モ
ン
ド
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ

ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
諸
著
作
は
、
共
産
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
は
、
窯
の
内
面
的
レ
ヴ
ェ
ル
を
表
象
し
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
こ
の
内
的
表
象
に
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ソ
や
コ
ミ
ソ
フ
ォ
ル
ム
の
刊
行
物

に
よ
る
コ
、
・
三
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
含
ん
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
封
し
て
、
黙
の
外
的
表
象
と
い
う
も
の
が
医
別
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、

『
デ
イ
リ
ー
．
ワ
！
カ
ー
』
と
か
『
ユ
マ
ニ
テ
』
と
い
つ
た
よ
う
な
一
般
的
マ

ス
．
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
ー
モ
ソ
ド
の
言
葉
に
よ
る

と
、
共
産
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
（
霧
9
霞
ざ
）

と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
（
Φ
麟
9
Φ
巳
o
）
の
匿
別
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
窯
へ
の
参
加
の
問
題
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
て

い
る
。

第2表　　コミンフォルム誌とデイリー

　　　ワーカーにおける比較（％）

コミンフ
ォノレム

デイリー・

ワーカー

自己自身への言及

封象への言及
敵封者への言及

52．1

18．9

29．0

11．1

8．6

80．3

　
し
た
が
つ
て
弐
に
、
窯
0
内
的
表
象
と
外
的
表

象
と
を
具
髄
的
に
比
較
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
ア
ー
モ
ン
ド
は
、
前
者
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン

の
先
の
『
共
産
蕪
史
』
、
お
よ
び
、
　
一
九
四
八
年

の
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
機
關
誌
、
　
『
恒
久
耶
和
と
、

人
民
民
主
主
義
の
た
め
に
』
の
論
読
、
後
者
と
し

て
同
じ
く
一
九
四
八
年
の
ア
メ
リ
カ
の
『
デ
イ
リ

ー
・
ワ
ー
カ
ー
』
の
論
説
を
四
同
毎
に
、
採
用
し

て
い
る
。
先
ず
、
『
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
』
誌
と
『
デ

イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
ー
』
と
を
比
較
す
る
と
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
に
示
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
自
己

自
身
へ
の
言
及
と
は
、
共
産
主
義
蓮
動
、
そ
の
リ

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

ー
ダ
ー
、
そ
れ
と
交
渉
を
も
つ
諸
集
團
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
を
指
示
し
、
封
象

へ
の
言
及
と
は
、
螢
働
者
、
農
民
、
大
衆
、
人
民
等
を
指
示
し
、
敵
封
者
へ
の

言
及
と
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
、
資
本
主
義
、
帝
國
主
義
等
を
指
示
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
表
に
お
い
て
、
最
も
顯
著
な
こ
と
は
、
窯
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に

關
す
る
限
り
で
は
、
共
産
主
義
者
自
腱
の
行
動
は
目
立
た
な
い
よ
う
に
隠
蔽
さ

れ
（
一
一
二
％
）
、
そ
れ
に
反
し
て
、
敵
封
者
の
害
悪
的
性
質
が
派
手
に
誇
張

さ
れ
て
い
る
（
八
0
・
三
％
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
＊
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
書
に
娼
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
表
を
引
用
す
る

　
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
必
要
な
ご
く
少
数
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
o
し
た
が
つ
て
、

噛第3表　コミソフォルム誌とデイリー・ワーカ

　　における敵封者への言及の比較（％）

コ　ミ　ンフ デイリー・
オノレム ワーカー

アメリカ（行政，立法，司法，
政蕪，アメリカ帝國主義等）

3．0 39．0

その他の國および地域（西欧
諸國，アラブ諸國等）

2．7 5．3

イデオPギー上の敵封者（帝
國主義，賓本主義，ファシズ 16．1 25．7
ム
， 反動等）

異端的敵封者（右翼肚會主義， 4．7 1α3
自由主義的反逆者等）

チトーヘの敵i封 2．5
一

総　　　　　　　　計 29．0 80．3

九
七

　
以
下
の
表
の
番
號
も

　
改
め
て
ふ
り
直
し
て

　
あ
る
の
で
、
原
書
の

　
そ
れ
と
必
ず
し
も
一

　
致
し
て
い
な
い
。

　
ア
ー
モ
ン
ド
は
、
以

上
の
各
項
目
の
内
容
を

さ
ら
に
細
分
し
て
記
述

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
に
は
、
敵
封
者
の

項
目
を
掲
げ
る
に
と
ど

め
る
。
第
三
表
は
、
『
コ

ミ
ソ
フ
ォ
ル
ム
』
誌
と

『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ

（
二
一
五
）



土
ハ
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

i
』
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
的
な
敵
封
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
後

者
で
は
四
四
％
以
上
、
前
者
で
は
六
％
以
下
と
な
つ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総

計
に
お
い
て
占
め
る
比
率
の
差
は
甚
だ
大
で
あ
る
こ
と
が
到
る
。
同
様
に
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
i
上
の
敵
封
者
に
つ
い
て
は
、
『
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
』
誌
の
方
に
、

匪
倒
的
に
頻
度
が
多
い
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
す
る
と
、
共
産
主
義
蓮
動
へ
の
同

化
過
程
に
お
け
る
最
初
の
段
階
で
は
、
　
つ
ま
り
、
『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
ー
』

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
窯
に
補
充
さ
れ
る
新
し
い
メ
ソ
バ
ー
は
、
あ
る
特
定
地
方

の
敵
封
者
の
害
悪
に
つ
い
て
の
表
象
に
よ
つ
て
、
非
常
に
強
い
作
用
を
及
ぼ
さ

れ
、
や
が
て
現
存
秩
序
へ
の
彼
等
の
忠
誠
心
が
侵
害
さ
れ
て
い
く
結
果
と
な

る
、
と
推
量
さ
れ
る
。
彼
等
が
新
た
な
忠
誠
心
、
共
産
主
義
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク

な
教
義
（
盆
魅
9
0
σ
q
敏
即
巳
号
舅
o
ロ
巳
o
σ
q
『
）
に
接
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

第
二
の
段
階
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
黙
を
一
暦
明
瞭
に
す
る
た
め
に
は
、
先
に
古
典
を
分
析
し
た
時
と
同
じ

範
疇
を
用
い
て
、
『
コ
ミ
ソ
フ
ォ
ル
ム
』
誌
、
『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
ー
』
に
お

け
る
共
産
主
義
蓮
動
自
腱
の
性
質
が
如
何
に
描
爲
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
、

『
共
産
黛
史
』
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
い
（
第
四
表
参
照
）
。
目
標
性
質
に
つ
い

て
、
三
者
の
比
牽
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
；
』
の
二

六
弩
は
他
の
二
者
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
性
質
の
内
容
の
差

異
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
ヌ

ミ
ソ
フ
ォ
ル
ム
』
誌
と
『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
ー
』
で
は
、
い
ず
れ
も
自
由
、

李
等
、
李
和
と
い
う
よ
う
な
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
目
標
に
彊
調
が
お
か
れ
て
い

る
の
に
封
し
て
、
『
共
産
蕪
史
』
で
は
、
窯
の
灌
力
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
濁

裁
、
杜
會
主
義
の
實
現
と
い
つ
た
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
の
目
標
に
彊
調
が
お
か
れ
て

い
る
。
『
デ
イ
リ
i
・
ワ
ー
カ
！
』
に
お
け
る
目
標
性
質
は
全
く
エ
ソ
テ
リ
ッ
、

第4表　コミンフォルム，デイリー・ワーカー，

　　共産窯史における共産主義蓮動の性質（％）

九
八

（
二
一
六
）

共産窯史
コミ　ンフ

ォノレム

デイリー・

ワーカー

目　標　性　質 6 8 26

エソテ　リ　ッ　ク 4 0．5

エクソテリヅク 2 7．5 26

職闘的性質 94 92 74

職　　闘　　性 28 25 35

合　　理　　性 23 10 2
組　　　　　織 16 9 3
リーダーシップ 13 19 11

行　動　主　義 3 7 6
濁　　自　　性 3 6 1
献　　　　　身 3 7 13

確信的態度 5 9 3

総　　　計 100 100 100

ク
で
な
い
。
職
闘
的
性
質
に
し
て
も
、
『
共
産
窯
史
』
や
『
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
』

誌
に
比
べ
る
と
、
そ
の
比
率
の
差
は
九
四
％
と
九
二
％
に
封
す
る
七
四
％
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
性
質
内
容
は
、
敵
封
者
の
害
悪
を
暴
露
し
、
大
衆
を
そ
れ
か

ら
護
衛
し
よ
う
と
い
う
防
禦
的
・
道
徳
的
な
も
の
で
あ
り
、
攻
撃
的
な
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
馳
は
、
こ
れ
ら
三
者
の
中
で
實
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
形
態
を
調

べ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
は
つ
き
り
と
讃
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
窯
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
：
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
表
現
形
式
と
か
文
章
構
成
は
、
共
産
主

義
蓮
動
に
参
加
し
て
い
く
も
の
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
力
を
も
つ
。
こ
れ
は
と



く
に
、
窯
が
敵
掛
者
に
封
し
て
お
こ
な
う
煽
動
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
暴
露
に
示

さ
れ
る
豊
富
な
語
彙
や
形
容
句
に
つ
い
て
い
え
る
。
ア
ー
モ
ン
ド
は
、
共
産
主

義
者
の
用
い
る
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
ス
タ
イ
ル
を
周
到
に
分

析
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
省
略
す
る
。

　
以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
、
】
鷹
假
設
的
に
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
う
る
こ
と
が

で
き
る
。
共
産
主
義
運
動
の
表
象
の
仕
方
に
は
、
二
つ
の
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
ず
る

も
の
が
識
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
新
た
に
共
産
黛
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
も
の
は
、
黙
の
内
面
的
教
義
や
實
陵
に
接
燭
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼

等
は
入
裳
後
に
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
を
學
ぶ
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま

り
、
先
の
例
で
い
え
ば
、
『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
ー
』
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た

共
産
主
義
者
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
に
だ
け
接
鰯
し
て
い
る
も
の
は
、
共
産
主
義

運
動
が
實
際
に
ど
ん
な
も
の
か
を
知
悉
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
、
一
般
化
さ
れ
た
美
徳
の
色
裾
せ
た
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
以
て
自
ら
任
じ
、
共

産
主
義
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
水
割
り
さ
れ
た
見
解
を
受
け
い
れ
て
い
る
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
假
設
を
検
謹
し
て
い
く
た
め
に
、
共
産
主
義
運
動

が
、
現
實
に
お
い
て
、
如
何
に
認
知
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
、
以
下
に

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
共
産
主
義
運
動
の
現
實

　
1
　
目
標
の
認
知

　
共
産
窯
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
分
析
に
よ
つ
て
、
共
産
主

義
の
ア
ピ
ー
ル
は
古
典
的
理
論
と
異
つ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

そ
れ
に
し
て
も
共
産
主
義
蓮
動
が
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
義
を
重
大
親
L
て
い
る

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

こ
と
に
攣
り
は
な
い
。
一
盟
、
人
は
、
入
窯
す
る
時
、
如
何
な
る
目
標
を
認
知
し

て
い
る
の
か
。
感
答
者
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
入
窯
嘗
時
、
共
産
主
義
の
古
典

に
接
腸
し
て
い
る
も
の
は
、
僅
か
に
二
七
％
の
み
し
か
な
い
（
第
一
表
参
照
）
。

あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
例
に
よ
る
と
、
「
わ
た
し
は
マ
ル
ク
ス
の
部
厚
い
本
に
わ
ず

ら
わ
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
わ
た
し
が
入
窯
し
た
の
は
、
窯
が
寡
婦
の
追

い
立
て
ら
れ
た
家
具
を
彼
女
の
家
に
戻
し
て
や
つ
て
い
る
時
で
あ
つ
た
。
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
は
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
だ
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
入
窯
の
理
由
だ
」
と
い
う
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
に
、
古
典
を
ま
る
つ
き
り
讃
ん
で
い

傷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
と
い
う
の
は
極
端
な
例
に
違
い
な
い

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
し
て
も
、
た
と
え
讃
ん
で
い
て
も
、
そ

認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
内
容
に
つ
い
て
は
關
心
を
示
さ
な
い
も

標目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
可
成
り
の
籔
に
の
ぼ
つ
て
い
る
。
そ

の時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
大
部
分
（
九
六
％
）
は
煽
動
的
目
標

裳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
闘
箏
、
人
種
的
差
別
の

入た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
止
、
帝
國
主
義
と
の
闘
雫
、
あ
る
い
は
、

みこ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
働
組
合
の
目
的
達
成
、
人
道
主
義
的
肚

肝牙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
會
主
義
等
）
の
み
を
認
知
し
て
、
入
窯
し

國

各
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
彼
等
は
入
窯
す

表
　
　
　
　
　
　
る
時
、
窯
の
マ
ス
．
メ
デ
ヂ
に
お
け
る

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
象
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
工

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
性
質
に
つ
い
て
は
知
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
い
場
合
が
多
い
と
い
つ
て
差
し
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
入
窯
者
は
、
エ

アメリカ イギリス フランス イタリー 全鷹答者

鷹　答　者　敷 64 50 56 51 221

エソテリックな
目標への接鰯

煽動的目標の認
知
非
政
治 的認知

28

95

73

16

100

㌦54

46

98

45

14

92

55

27

96

58

九
九

（
二
一
七
）



　
　
　
　
共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ち
　
　
や
　
　
む

ソ
テ
リ
ッ
ク
、
な
い
し
は
煽
動
的
目
標
の
み
に
よ
つ
て
、
い
わ
ば
政
治
的
に
黙

を
認
知
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
鷹
答
者
の
五
八
％
ま
で
が
非
政
治
的
目

的
、
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
入
窯
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
、
全
く
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
だ
け
と
い
う
こ

と
は
稀
で
、
そ
れ
に
は
煽
動
的
目
標
が
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
國
別
に
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
七
三
％
が
非
政
治
的
認
知
、
フ
ラ
ン
ス
で

は
四
六
％
が
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
目
標
の
認
知
と
い
う
封
照
が
際
立
つ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
共
蓬
窯
は
、
革
命
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
原
理

に
よ
く
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
結
果
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
鷹

答
者
に
、
共
産
主
義
蓮
動
の
初
期
に
入
窯
し
た
も
の
、
地
位
の
高
い
も
の
が
不

釣
合
に
多
か
つ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
目
標
の
認
知
に
も
、
各
國

に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
相
當
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
概
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ

リ
ス
で
は
、
勢
働
組
合
の
目
的
を
成
就
し
て
い
く
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

一
般
的
な
肚
會
改
良
と
か
生
活
の
向
上
を
指
向
す
る
も
の
と
し
て
、
窯
が
認
知

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
で
は
、
肚
會

主
義
”
人
道
主
義
へ
の
憧
憬
を
そ
の
傳
統
に
深
く
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
窯
を
認
知
し
て
い
る
。
非
政
治
的
目
標
の
認
知
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ

ら
の
國
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
窯
を
反
椹
威
主
義
的
な
も
の
と
看
倣
し
て
い

る
こ
と
、
反
抗
の
手
段
と
し
て
窯
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
裳
へ
の
参
加
に
よ

つ
て
何
か
刺
戟
を
與
え
ら
れ
よ
5
と
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
窯
は
孤
立
と
か
孤
猫
と
か
い
つ
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
を

解
決
し
て
く
れ
る
手
段
と
し
て
、
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
傾

向
は
、
乏
く
に
ア
メ
リ
カ
に
顯
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
黙
に

關
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
共
産
黙
員
の
構
成
が
外
國
生
れ
の
も
の
、
あ
る
い
は

第2表　階級別にみた入窯時の目標の

　　認知（％）

中　産
階　級

勢　働
階　級

全籐答者

鷹　答　者　数 110 111 221

エソテリックな
目標への接鰯

煽動的目標の認

知
非政治的認知

32

94

71

21

99

44

27

96

58

一
〇
〇

第3表　時期別にみた入窯時の目標の

　　認知（弩）

（
二
一
八
）

前　期
入黛者

後　期
入裳者

全鷹答

慮　答　者　敷 115 106 221

エソテリックな
目標の認知

煽動的目標の認

知
非政治的認知

37

97

48

15

96

68

27

96

58

そ
の
次
の
世
代
の
も
の
が
多
籔
を
占
め
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
に
照
ら
し

て
、
後
に
吐
會
學
的
究
明
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
表
は
、
階
級
別
に
、
目
標
の
認
知
を
比
較
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
知
識
階
級
と
中
産
階
級
は
螢
働
階
級
に
比
し
て
、
古
典
に
多
く
接
鰯
し
て

い
る
こ
と
、
非
政
治
的
目
標
の
認
知
が
墜
倒
的
に
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
第
三
表
は
、
一
九
三
五
年
を
基
準
に
し
、
前
後
の
時
期
別
に
、
窯
員
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ピ
ユ
ラ
ユ
の
フ
ロ
ン
ト

標
の
認
知
の
差
異
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
民
職
線
の

結
成
期
を
中
心
と
し
て
、
ソ
同
盟
の
戦
術
韓
換
に
呼
鷹
す
る
新
裳
員
の
補
充

が
、
裳
員
に
大
き
な
性
質
攣
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
前
期
黛
員
の
三
七
％
が
入
窯
以
前
か
ら
黛
の
教
義
に
接
賜
し
て
い
る
の
に

封
し
て
、
後
期
窯
員
は
僅
か
に
一
五
％
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
主



義
の
モ
デ
ル
か
ら
み
る
と
、
明
ら
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
《
純
潔
さ
V
が
堕

落
し
て
い
る
事
實
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
一
九
二
〇
年
代
の
窯
員
は
、
李

和
主
義
、
吐
會
主
義
的
人
道
主
義
、
ソ
ヴ
ェ
ト
革
命
へ
の
・
マ
ソ
的
期
待
、
等

に
よ
つ
て
目
標
を
認
知
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、
後
期
蕪
員
は
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
、
生
活
條
件
の
改
善
、
等
に
よ
つ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
＊
イ
タ
リ
ー
共
産
蕪
は
、
一
九
四
三
年
ま
で
は
地
下
組
織
で
あ
つ
た
の
で
、

　
イ
タ
リ
ー
の
場
合
に
限
り
、
こ
の
年
を
も
つ
て
入
黛
の
時
期
的
匠
別
と
さ
れ

　
て
い
る
。

　
さ
ら
に
第
四
表
は
、
地
位
別
に
み
た
差
異
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
般
窯
員
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
ら
の
役
職
も
も
つ
て
い
な
い
も
の
、
下

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級
窯
員
と
は
窯
細
胞
の
書
記
の
地
位
か

儒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、
あ
る
地
域
の
最
も
総
括
的
な
役
職
ま

知認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
の
も
の
（
た
だ
し
、
そ
れ
を
含
ま
ず
）
、

の標
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
級
窯
員
と
は
黛
の
あ
る
地
域
的
機
關
、

目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
合
膣
の
機
關
、
あ
る
い
は
國
家
的
機
關

の
鞘
　
　
　
　
に
役
職
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
．
地
位
が

入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
昇
す
る
に
し
た
が
つ
て
、
エ
ソ
テ
リ
ッ

たみ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
な
目
標
と
煽
動
的
．
非
政
治
的
目
標
の

こ嘆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
知
の
比
率
が
、
ち
よ
う
ど
逆
に
壇
減
し

棚
　
　
　
　
　
て
い
る
・
こ
の
デ
表
奮
・
前
以
て
窯

地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
教
義
を
よ
く
認
知
し
て
い
た
も
の
は
、

娠
　
　
　
　
　
整
参
加
し
て
奮
、
リ
麦
↓
ッ
プ

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
地
位
に
よ
り
よ
く
進
む
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
、
黛
へ
の
同
化
に
も
飴
り
摩
擦
が
な
い

一般黛員 下級窯員 上級黙員 全鷹答

慮　答　者　数 97 73 51 221

エソテリヅクな
目標への接鰯

煽動的目標の認

知
非政治的認知

17

99

67

30

96

59

41

92

37

27

96

58

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
非
政
治
的
目
標
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
の

解
決
の
た
め
に
入
窯
し
た
も
の
は
、
低
い
地
位
に
と
ど
ま
つ
て
お
り
、
ま
た
在

蕪
期
間
も
短
い
よ
う
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
得
ら
れ
た
蹄
結
は
、
窯
員
の
大
多
籔
が
共
産
主
義
の
教
義
、
窯
の

エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
性
質
を
、
入
窯
時
に
知
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
彼
等
は
せ
い
ぜ
い
、
煽
動
的
目
標
に
よ
つ
て
、
ま
た
は
非
政
治
的
目

標
に
基
づ
い
て
入
窯
す
る
。
彼
等
は
、
入
窯
後
に
窯
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
面
に

濁
れ
る
と
、
飴
程
異
な
つ
た
印
象
を
受
け
と
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
故
に
ま

た
、
彼
等
は
教
義
を
ど
の
よ
う
に
學
習
し
て
い
く
か
、
ま
た
黛
自
身
が
彼
等
を

ど
う
教
化
し
て
い
く
か
は
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
窯
に
お
け
る
理
論
的
教
化
に
つ
い
て
も
、
右
と
同
じ
方
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
さ

れ
る
。
以
下
に
は
簡
輩
に
デ
ー
タ
を
説
明
す
る
に
と
ど
め
る
。
教
化
の
種
類
に

は
、
ロ
シ
ア
の
窯
學
校
、
各
國
あ
る
い
は
地
域
の
窯
學
校
、
地
方
的
な
訓
練
活

動
、
個
人
教
授
、
濁
習
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
訓
練
を
受
け
ぬ
も
の
、
が
匿
別
さ
れ

る
。
豫
想
さ
れ
た
通
り
に
、
螢
働
階
級
の
四
五
％
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
訓
練
を
受

け
て
い
な
い
。
時
期
別
に
み
る
と
、
教
化
の
仕
方
が
相
當
違
つ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
窯
學
校
が
大
々
的
に
機
能
し
は
じ
め
た
の
は
一
九
三
〇
年
代
の
こ
と
で
、

前
期
窯
員
の
多
く
（
四
五
％
）
は
個
人
教
授
に
よ
る
か
濁
習
に
よ
る
か
し
て
、

教
義
を
學
ん
で
い
つ
た
が
、
後
期
窯
員
（
三
五
％
）
は
黙
學
校
に
お
い
て
訓
練

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
地
位
別
に
み
る
と
、
上
級

裳
員
の
六
％
は
モ
ス
ク
ワ
の
レ
ー
ニ
メ
學
校
で
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
下
級
・

一
般
窯
員
で
は
そ
れ
が
一
％
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
、
豫
想
さ
れ
て
い
た
結
果
で

あ
る
。
一
般
窯
員
に
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
も
の
の
比
率
が

高
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
當
然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
黛
學
校
の
果
す
機
能
は
、

一
〇
一

（
二
一
九
）



　
　
　
　
共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

窯
員
を
教
化
訓
練
す
る
と
と
も
に
、
窯
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
能
力
の
有
無
を

槍
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
入
る
に
は
嚴
重
な
適
絡
審

査
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
一
般
黛
員
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
教
化
訓
練
は
ど
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
鷹

答
者
の
殆
ん
ど
が
そ
の
苦
々
し
い
豊
験
を
語
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味

で
、
薮
化
の
せ
ん
じ
藥
V
を
無
理
強
い
に
呑
ま
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

次
は
、
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
が
観
察
し
た
訓
練
學
校
の
實
状
の
一
例
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
人
は
次
第
に
事
實
や
状
況
を
客
観
的
に
判
断
す
る
能

力
を
失
つ
て
い
く
。
そ
し
て
、
彼
が
教
化
さ
れ
た
今
と
な
つ
て
は
、
公
理
と
し

て
の
償
値
と
な
つ
た
基
本
的
思
考
檬
式
を
何
時
も
使
用
し
、
自
分
自
身
の
知
性

に
よ
る
の
で
は
な
く
、
暗
記
に
よ
つ
て
も
の
を
思
考
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
ら
の

結
果
を
獲
得
す
る
の
は
、
輩
純
な
こ
と
で
も
容
易
な
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
外

科
手
術
が
要
求
す
る
疲
螢
と
軍
調
と
を
克
服
し
て
い
く
に
は
、
と
り
わ
け
、
強

い
意
志
力
、
よ
り
正
確
に
い
う
と
、
あ
る
種
の
決
意
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
決

意
の
行
爲
ー
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
は
諦
め
の
行
爲
な
の
だ
が
ー
は
、
討
論
の

指
導
に
示
さ
れ
る
巧
妙
な
技
法
で
以
て
容
易
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
」

　
こ
う
し
た
窯
の
雰
園
氣
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
訓
練
を
受
け
た
も
の
が
、
教

義
に
熱
心
な
討
論
を
か
わ
し
合
い
、
相
封
立
す
る
見
解
に
も
寛
容
な
態
度
が
示

さ
れ
て
い
た
と
い
う
雰
園
氣
と
著
し
く
異
な
つ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
窯
の
ス
タ
ー
リ
ソ
化
の
傾
向
と
・
シ
ア
の
偶
像
覗
と

が
、
窯
を
ま
す
ま
す
灌
威
主
義
的
な
も
の
に
し
、
高
度
に
集
中
化
さ
れ
て
い
つ

た
事
實
を
示
し
て
い
る
。
入
窯
前
に
教
義
に
接
鰯
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
う
で

な
い
も
の
も
、
窯
内
の
理
論
的
教
化
の
方
法
に
反
嬢
を
感
ず
る
。
し
か
し
注
意

一
〇
二

（
二
二
〇
）

す
べ
き
こ
と
は
、
共
産
窯
の
灌
威
主
義
的
傾
向
は
、
本
來
、
古
典
の
理
論
に
内

在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
ス
タ
ー
リ
ソ
の
著
作
の
う
ち
に
は
明

記
さ
れ
て
い
る
。
共
産
主
義
的
職
闘
者
の
合
理
性
の
機
能
は
、
窯
内
の
少
籔
指

導
者
暦
に
の
み
委
ね
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
大
多
籔
の
窯
員
は
、
蕪
の
合

理
的
・
理
論
的
側
面
と
知
的
交
渉
を
も
つ
こ
と
な
く
、
た
だ
忠
誠
を
誓
え
ば
よ

い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
共
産
主
義
者
の
行
動
様
式
に
お
け
る
合
理
性
の
テ
ー
マ
は
、

窯
生
活
内
に
特
異
な
雰
園
氣
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
懸
答
者
は
、
窯
内
の
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
眞
の
人
間
關
係
、
友
情
が
敏
け
て
お
り
、
非
人
間
性
と
機
能

的
な
團
結
の
み
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
關

係
の
パ
タ
ー
ン
に
は
、
窯
内
と
窯
外
と
の
そ
れ
に
何
ら
の
差
異
も
な
い
と
い
う

も
の
二
九
％
、
分
離
さ
れ
て
い
て
、
政
治
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
も
の
二

〇
％
、
懐
疑
と
不
信
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
一
五
％
、
一
般
窯
員
の

あ
い
だ
で
は
温
情
的
で
あ
る
と
い
う
も
の
八
％
、
窯
の
初
期
に
は
温
情
的
で
あ

つ
た
け
れ
ど
も
、
二
〇
年
代
後
期
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
化

に
俘
つ
て
攣
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
う
も
の
八
％
、
そ
の
他
と
な
つ
て
い
る
。
あ

る
イ
タ
リ
ー
人
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
、
「
窯
の
教
義
は
友
情
と
い
う

も
の
を
認
め
な
い
。
個
々
人
を
つ
な
ぎ
合
わ
す
の
は
人
問
的
な
感
情
で
あ
ろ
う

も
の
を
、
彼
等
は
正
常
な
人
間
で
あ
ろ
う
と
は
せ
ず
、
何
は
さ
て
お
き
共
謹
主

義
者
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。
ま
た
友
情
は
、
同
志
相
互
の
注
意

深
い
監
親
と
も
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
故
共
産
主
義
者
は
、
自
分
の
思
想
と
内
心

の
意
見
を
守
る
べ
く
自
ら
を
隔
離
し
て
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
隠
遁
し
よ
う
と

す
る
」
と
。
そ
の
他
の
例
で
も
、
窯
を
離
れ
て
人
間
的
に
な
つ
た
と
か
、
在
黛

時
は
乞
食
の
前
を
耶
氣
で
通
れ
た
が
、
今
で
は
氣
に
か
か
つ
て
な
ら
な
い
、
と



か
と
い
う
解
答
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
窯
内
部
の
異
常
な
人
間

關
係
を
讃
示
し
て
い
る
。
國
別
に
み
る
と
、
窯
の
内
部
と
外
部
に
特
別
な
差
異

が
な
い
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
五
二
％
は
、
イ
ギ
リ
ス
共
産
窯
の
特
質
を
示
し
、

か
つ
窯
の
教
義
的
モ
デ
ル
と
は
最
も
偏
差
し
て
い
る
事
實
を
示
し
て
い
る
。
中

産
階
級
と
螢
働
階
級
の
あ
い
だ
に
は
、
飴
り
重
要
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。

時
期
別
に
み
る
と
、
矢
張
り
前
期
の
窯
員
が
初
期
の
黛
を
よ
り
温
情
的
で
あ
つ

た
と
い
つ
て
い
る
。
地
位
別
に
み
る
と
、
上
級
窯
員
に
は
、
人
間
關
係
を
教
義

に
適
切
な
モ
デ
ル
に
よ
つ
て
認
知
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
し
た
が
つ
て
、
非

人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
鹸
り
意
に
介
し
な
い
。

　
以
上
の
事
實
は
、
黙
の
モ
デ
ル
の
合
理
性
が
現
實
に
は
う
ま
く
機
能
し
て
い

な
い
こ
と
を
讃
明
し
て
い
る
。
裳
生
活
が
窯
員
に
要
講
す
る
非
人
間
的
忠
誠
心

は
、
と
く
に
下
位
の
窯
員
間
に
徹
底
化
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
等
は
依
然
と
し
て

感
傷
的
で
あ
り
、
窯
の
外
側
の
｝
般
肚
會
と
の
人
間
關
係
を
保
と
う
と
し
、
多

様
な
利
害
關
係
を
抜
け
き
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
た
び
合
理
性
と

非
人
間
性
の
モ
デ
ル
が
完
途
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
却
つ
て
、
敵
封
心
と
恐
怖

感
の
雰
園
氣
が
醸
し
だ
さ
れ
、
個
人
は
感
情
の
抑
墜
と
自
己
自
身
へ
の
逃
避
を

鯨
儀
な
く
さ
れ
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
事
實
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
皿
　
戦
術
的
側
面
の
認
知

　
次
に
、
共
産
主
義
者
の
モ
デ
ル
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
．
メ
デ
ィ
ア
の
イ

メ
ー
ジ
に
お
け
る
職
術
的
性
質
が
、
入
窯
に
際
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
刻
明
に
印
象

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
職
闘
性
　
　
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
で
は
、
鷹
答
者
は
戦
闘
性
に
つ
い
て
直
接
問

わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
窯
の
敵
封
者
に
封
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
態
度
に
つ
い
て
、

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

任
意
に
記
述
し
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
デ
イ
リ
ー
・
ワ
ー
カ
；
』
で
は
、
敵
封
者
の
害
悪
を
強
調
す
る
傾
向
が
み
ら

れ
、
入
窯
者
は
そ
れ
を
認
知
す
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
敵

封
者
に
封
す
る
檜
悪
と
い
う
情
緒
的
傾
向
は
、
黛
に
お
い
て
、
ど
ん
な
役
割
を

果
し
て
い
る
の
か
。
先
ず
こ
の
問
題
を
究
明
し
て
み
る
。
次
の
ア
メ
リ
カ
の
鷹

答
者
の
見
解
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
き
わ
め
て
よ
い
参
考
に
な
ろ
う
。
「
わ
た
し

の
意
見
に
よ
る
と
、
共
産
主
義
蓮
動
の
ア
ピ
ー
ル
が
か
く
も
強
烈
で
あ
り
、
滲

透
し
て
お
り
、
か
つ
正
當
で
あ
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
の
ア
ピ
ー
ル
の
九
九

％
が
共
産
主
義
と
は
無
關
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
…
…
共
産
主
義
の
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
の
九
九
％
が
攻
撃
的
で
あ
り
批
到
的
で
あ
る
。
現
状
に
は
批
到
す
べ

き
も
の
が
澤
山
あ
る
か
ら
、
そ
の
プ
・
パ
ガ
ン
ダ
が
効
果
を
あ
げ
ざ
る
を
え
な

い
。
…
：
丑
ハ
産
主
義
の
プ
・
パ
ガ
ン
ダ
が
現
吠
の
敏
陥
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
ほ
ん
と
の
苦
情
を
も
つ
た
人
々
を
味
方
に

引
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
パ
ガ
ソ
ダ
は
何
物
か
に
野
し
て
い
る
の
で

あ
つ
て
、
何
物
か
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
後
に
な
つ
て
、
人
が
黛
を
離

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
何
物
か
に
封
し
て
い
る
彼
等
の
欲
求
が
滞
足
さ
せ
ら

れ
て
も
、
何
も
の
か
の
た
め
の
彼
等
の
欲
求
が
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
」
。

　
と
く
に
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
鷹
答
者
に
は
、
黛
生
活
の
情
緒
的
傾
向
に

檜
悪
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

で
は
四
一
％
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
八
％
が
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
答
え
て
い

る
。
重
要
で
な
い
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
、
五
％
と
八
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
人
々
を
し
て
檜
悪
へ
と
騙
り
た
て
る
こ
と
は
、
裳
を
恒
常
的
な
緊

張
状
態
に
保
た
せ
る
こ
と
と
な
る
。
實
際
、
潜
ま
な
く
て
は
闘
え
な
い
か
ら
で

一
〇
三

（
二
一
二
）



第1表　階級別にみた裳の檜悪の封象（％）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

中産階級鯛鰍全麟者

穏　健　左　派 15 28 21

勢　働　組　合 4 3 3
異　　端　　者 15 6 11

保　　守　　汲 8 11 10

贅　本　主　義 26 26 26

フ　ァ　シ　ズ　ム 14 15 15

アメリカ合衆國 5 4 4
そ　　の　　他 16 20 18

解　答　な　し 34 40 38

第2表　地位別にみた窯の憎悪の封象（％）

一般黛員 上級蕪員 全感答者

穏　健　左　派 17 41 21

螢　働　組　合 3 4 3
異　　端　　者 11 14 11

保　　守　　派 10 8 10

資　本　主　義 20 28 26

フ　ァ　シ　ズ　ム 10 29 15

アメリカ合衆國 5 4 4
そ　　の　　他 18 14 18

解　答　な　し 44 31 38

あ
る
。
し
か
し
、
自
分
が
檜
む
と
い
う
よ
り
は
、
窯
が
逆
に
、
そ
の
メ
ン
バ
ー

に
封
し
て
外
界
か
ら
憎
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
脅
迫
の
感
情
を
う
え
つ
け
て

い
く
場
合
も
あ
る
こ
と
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
ア

メ
リ
カ
人
が
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
「
わ
た
し
は
そ
れ
を
僧
悪
と
は
呼
び
た
く

な
い
。
だ
が
差
別
が
あ
る
の
だ
と
い
う
感
じ
、
敵
意
の
饗
象
と
な
つ
て
い
る
と

い
う
感
じ
が
育
て
ら
れ
」
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
檜
悪
の
彊
調
の
程
度

は
、
上
級
黙
員
に
顯
著
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
な
黙
で
あ
る
。

　
檜
悪
の
向
け
ら
れ
る
封
象
の
種
類
は
、
各
國
に
よ
つ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

例
え
ば
、
イ
タ
リ
ー
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
會
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
少
な
く
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
殆
ん
ど
な
い
。
こ

れ
ら
の
國
に
共
通
し
て
最
も
頻
度
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
封
象
は
、
《
資
本
主
義
V
、

（いずれも複数解答）

一
〇
四

（
一
二
一
二
）

今
ア
シ
ズ
ム
V
、
〈
右
翼
肚
會
主
義
V
、
黛
の
《
異
端
者
V
と
い

う
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
基
準
標
的
で
あ
る
。
第
一
・

二
表
は
敵
意
の
封
象
を
、
階
級
お
よ
び
地
位
別
に
み
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

で
あ
る
。
穏
健
左
派
に
封
す
る
態
度
は
、
中
産
階
級
の
一
五

％
、
螢
働
階
級
の
二
八
％
で
あ
る
。
黛
の
異
端
者
に
野
す
る

態
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
％
と
六
％
と
な
つ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
差
異
は
各
階
級
に
固
有
な
問
題
と
關
蓮
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
螢
働
階
級
の
鷹
答
者
は
勢
働
組
合
蓮
動
に
参
加
し
て

い
る
も
の
が
多
く
、
左
派
の
組
合
指
導
者
は
彼
等
の
主
た
る

競
璽
相
手
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
異
端
者
や
脱
熱
者
は
中
産
階

級
の
も
の
に
高
い
比
牽
を
占
め
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
に
封
す

る
危
瞼
性
が
、
中
産
階
級
に
よ
り
鏡
く
意
識
さ
れ
る
所
以
で

あ
る
。
同
じ
く
穏
健
左
派
に
封
す
る
態
度
を
地
位
別
に
比
較

す
る
と
、
上
級
窯
員
の
方
が
一
般
窯
員
よ
り
遙
か
に
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
高
い

（
四
一
％
封
一
七
％
）
。
こ
れ
は
、
《
右
翼
肚
會
主
義
的
追
從
者
V
に
封
す
る
窯
内

部
組
織
の
特
別
な
敵
野
關
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
デ
ー
タ
分
析
に
お
い
て
は
、
窯
の
敵
封
者
へ
の
言
及
の
頻
度
の
み
し
か

指
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
質
的
強
度
の
差
異
が
明
瞭
で
な
い
。
し
か
し
こ
の

鮎
に
つ
い
て
も
、
以
上
か
ら
敵
封
心
と
か
憎
悪
は
、
窯
に
最
も
近
接
し
た
封
象

に
關
し
て
最
も
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
イ
タ
リ
ー

の
上
級
窯
員
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
外
國
列
彊
よ

り
も
ト
ロ
ッ
キ
ー
を
檜
ん
で
い
た
。
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
チ

ト
ー
を
害
敵
と
看
徹
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ー
共
塵
黛
の
指
道
者
暦
は
デ
・
ガ
ス

ペ
リ
や
ロ
ー
マ
教
皇
よ
り
マ
ニ
ヤ
ー
二
や
チ
ュ
ゾ
キ
を
恐
れ
檜
ん
で
い
る
、
と



わ
た
し
は
確
信
す
る
」
と
。

　
組
織
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
　
　
共
産
窯
の
組
織
や
規
律
が
権
威
主
義
的
で
あ

る
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
同
時
に
蕪
の
教
義
は
、
黛
組
織
を
（
民
主

的
中
央
集
灌
制
V
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
、
簡
箪
に
い
え
ば
、
窯
の

決
定
は
下
部
レ
ヴ
ェ
ル
で
討
議
さ
れ
、
上
部
機
關
に
報
告
さ
れ
、
そ
こ
で
最
終

決
定
が
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
窯
全
艦
に
完
全
な
拘
束
力
を
も
つ
こ
と

と
な
る
。
ま
た
、
窯
機
關
も
下
か
ら
上
へ
と
選
撃
手
績
に
よ
つ
て
、
選
出
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
策
決
定
に
せ
よ
、
窯
指
導
者
の
選

學
に
せ
よ
、
實
際
の
黛
に
は
］
切
の
民
主
的
要
素
が
存
在
し
て
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
の
デ
ー
タ
に
明
白
に
反
映
し
て
い
る
。
窯
組
織
を
民

主
的
で
あ
る
と
述
べ
た
も
の
は
、
全
感
答
者
の
二
％
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
六

三
％
は
権
威
主
義
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
階
級
別
に
は
重
要
な
差
異
が
認

め
ら
れ
な
い
が
、
時
期
別
に
み
る
と
、
前
期
窯
員
は
初
期
に
は
民
主
的
で
あ
つ

た
が
、
後
に
権
威
主
義
的
に
な
つ
た
と
い
5
も
の
が
多
く
、
彼
等
は
こ
の
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
の
時
期
を
通
じ
て
黙
に
と
ど
ま
り
、
窯
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

地
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
窯
を
権
威
主
義
的
で
あ
る
と
認
知
す
る
こ
と
に
は
、
ま
た
黛

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
あ
る
も
の
の
性
質
、
お
よ
び
各
人
が
黛
ハ
イ
ア
ラ
キ
ー

の
階
梯
を
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
生
ず
る
性
質
の
攣
化
に
關
し
て
、
特
殊
な
印
象

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
な
る
種
類
の
も
の
が
黛
の

リ
ー
ダ
ー
た
り
得
る
か
は
、
第
三
表
に
示
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
黛
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
ブ
の
地
位
に
昇
進
す
る
に
は
、
黛
に
忠
誠
で
あ
り
、
服
從
す
る
よ
う
な

性
質
が
最
も
有
力
で
あ
る
。
知
性
や
能
力
も
必
要
で
あ
る
の
は
勿
論
だ
が
、
そ

れ
は
「
命
令
を
仕
途
げ
る
に
充
分
な
知
性
」
で
は
あ
つ
て
も
、
「
命
令
に
質
問

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

を
稜
す
る
に
充
分
な
知
性
一
で
な
い
方
が
よ
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
古
典

の
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
、
政
治
的
な
操
作
技
術
等
が
リ
ー
ダ
ー
の
性

質
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鮎
は
、
地
位
別
に
み
る
と
、
上
級
窯

員
と
一
般
黙
員
と
で
は
著
し
い
差
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
も
、

リーダーとして選出される人物の性質（％）第3表
アメ　リカ イギリス フランス イタリー 全態答者

忠誠であり服從するもの 56 54 32 59 50

率先して仕事をするもの 38 46 29 10 31

へ氣のあ　る　人物 16 14 2 4 9
知性と能力のあるもの 14 22 11 8 14

古典に素養のあるもの 27 12 18 22 20

先任椹をもつもの 8 2 36 16 7
野　心　的　な　も　の 14 10 2 2 7

技能ある政治家 11 6 29 8 14

そ　　　　の　　　　他 5 8 20 10 10

解　　答　　な　　　し 13 12 30 12 17

一
〇
五

　
　
彼
等
が
、
最
初
は
い

　
　
わ
ば
無
垢
な
徒
弟
時

　
　
代
か
ら
階
梯
を
昇
り

　
　
っ
め
て
い
く
に
つ

　
　
れ
、
黛
内
部
の
諸
．
屋

　
　
力
に
耐
え
う
る
態
度

　
　
と
行
動
様
式
を
次
第

　
　
に
つ
く
り
上
げ
、
共

　
　
塵
主
義
者
に
濁
特
な

　
　
性
質
を
身
に
つ
け
る

　
　
よ
う
に
な
る
こ
と
が

　
　
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
で

　
　
は
、
如
何
な
る
性
質

　
　
の
攣
化
が
み
ら
れ
る

　
　
か
（
第
四
表
参
照
）
。

　
　
「
彼
等
は
多
く
の
物

答
事
に
つ
い
て
無
情
に

解敷
　
な
り
、
皮
肉
に
な
り
、

複（
　
辛
辣
に
な
る
。
辛
辣

　
　
と
い
う
の
は
、
よ
き

（
二
二
三
）



第4表地位の上昇にともなうリーダーの性質墜化（％）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

イタリー

　　　22

　　　12

　　　51

2
4
6
1
0
4
　
　
2
9

フランス

　　　32

　　　　5

　　　13

7
5
9
1
4
5
　
　
4
13

38

イギリス

　　　26

　　　　8

　　　20

　　　10

4
　
　
2
　
　
6
　
　
2
　
　
n
乙
　
　
6
　
　
4

44

アメリカ

　　　34

　　　16

　　　20

　　　　5

　　　13

　　　17

6
9
2
　
　
1
6
　
　
31

る
　
る
　
る
　
る

　
　
　
　
な

な
な
な
く

　
　
　
　
な

に
　
に
　
に
　
で

　
　
　
　
ア

酷
肉
隔
モ

　
　
　
　
『

冷
皮
疎
ユ

濁噺白勺になる
目和見的になる

る
る
る
る
他
い
し

な
　
　
　
な
な

に
な
く
に
　
な
な

義
に
多
能
の
し

主
　
　
が
有
　
　
　
答

　
横
　
　
　
　
　
化

己
　
　
識
り

利
專
見
よ
そ
攣
解

　
窯
員
た
る

　
た
め
に
は

　
あ
な
た
は

　
生
活
の
機

　
微
を
も
放

　
棄
し
な
く

　
て
は
な
ら

　
な
い
の
だ

　
か
ら
。
あ

　
な
た
は
家

　
族
を
も
つ

　
て
い
る
こ

　
と
を
忘
れ

　
な
く
て
は

）
な
ら
な
い

縮
i
家
族

数
に
割
く
時

複（
間
な
ど
な

　
い
の
で

す
。
假
り
に
あ
な
た
が
、
物
事
を
全
腱
的
に
す
る
よ
う
な
組
織
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
と
す
る
と
、
あ
な
た
は
、
ほ
ん
の
僅
か
の
逸
脱
、
た
と
え
冗
談
で
あ
つ
て

も
、
あ
な
た
の
最
良
の
友
が
あ
な
た
を
曝
き
は
せ
ぬ
か
と
絶
え
ず
監
覗
し
て
い

け
な
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
…
…
」
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
婦
人
窯
員
の
報

告
に
よ
る
。
な
お
、
第
四
表
の
く
疎
隔
V
と
い
う
表
現
は
、
し
ば
し
ば
一
般
窯

一
〇
六

（
二
二
四
）

員
の
用
い
る
言
葉
で
あ
り
、
窯
の
リ
ー
ダ
ー
が
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
神
秘
性
を
帯

び
て
い
る
こ
と
、
一
般
的
に
は
、
窯
の
中
央
集
権
化
、
官
僚
化
の
傾
向
を
い
い

當
て
て
い
る
も
の
と
看
倣
し
う
る
。

　
行
動
主
義
　
　
窯
の
行
動
主
義
の
側
面
は
、
殆
ん
ど
の
鷹
答
者
に
よ
つ
て
認

知
さ
れ
て
い
る
。
鷹
答
者
の
四
九
％
は
職
員
（
黛
機
關
、
な
い
し
は
蕪
の
統
制

の
も
と
に
あ
る
組
織
の
い
ず
れ
か
で
、
給
料
を
受
け
て
い
た
も
の
）
で
あ
つ
た
。

そ
の
一
人
の
イ
ギ
リ
ス
の
窯
員
の
例
で
は
、
一
日
十
八
時
間
、
週
七
日
間
、
合

計
一
週
八
O
か
ら
一
〇
〇
時
間
を
、
窯
務
に
從
事
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
で
な
い
も
の
の
う
ち
で
、
飴
暇
を
全
部
費
し
て
い
た
も
の
一
六

％
、
飴
暇
の
大
牛
を
費
し
て
い
た
も
の
一
六
％
、
幾
ら
か
の
鹸
暇
を
費
し
て
い

た
も
の
一
〇
％
、
非
常
に
僅
か
し
か
費
さ
な
か
つ
た
も
の
五
％
と
い
う
割
合
に

な
つ
て
い
る
。
裳
務
に
没
頭
す
る
時
間
は
、
各
人
そ
の
地
位
に
鷹
じ
て
相
違
す

る
の
は
當
然
の
こ
と
で
、
職
員
の
う
ち
で
上
級
窯
員
の
九
四
％
、
下
級
黙
員
の

四
八
％
、
一
般
裳
員
の
二
六
％
が
全
時
間
を
仕
事
に
捧
げ
て
い
る
。
僅
か
の
時

問
し
か
費
し
て
い
な
い
と
か
、
全
く
費
さ
な
い
と
い
う
も
の
は
、
上
級
裳
員
に

は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
も
《
非
職
員
V
で
あ
る
窯
員
に
し
て
も
、
そ
の
仕
事
の

ノ
ル
マ
は
普
通
以
上
に
高
い
し
、
｝
週
に
四
晩
か
五
晩
は
、
窯
の
集
會
や
仕
事

の
た
め
に
費
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
献
身
　
　
こ
の
よ
う
に
、
黛
員
生
活
は
、
全
窯
員
に
封
し
て
、
常
に
そ
の
メ

ソ
パ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
の
意
識
を
失
わ
な
い
よ
う
彊
要
す
る
。
黛
員
は
、

ひ
た
む
き
に
黙
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
く
つ
ろ
い
で
い
る
場

合
、
休
養
を
と
る
と
い
う
時
で
も
、
必
ず
他
の
黛
員
と
一
緒
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
窯
員
自
身
も
敢
て
猫
り
に
な
り
た
が
ら
な
い
と
い

う
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
懸
答
者
が
告
げ
て
い
る
よ
う
に
、
一
週
間
も
仕
事
を
離



れ
て
み
た
い
と
誰
で
も
念
願
し
て
い
な
が
ら
、
い
ざ
と
な
る
と
す
ぐ
戻
つ
て
き

て
し
ま
う
。
も
し
牟
日
で
も
自
由
時
間
が
與
え
ら
れ
る
と
、
黛
員
は
他
の
黛
員

を
探
し
ま
わ
つ
て
、
彼
と
と
も
に
す
ご
す
、
と
い
う
奇
妙
な
習
性
が
つ
い
て
L

ま
つ
て
い
る
。

　
上
級
黛
員
は
休
暇
を
と
る
よ
う
な
こ
と
は
稀
れ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反

面
、
彼
等
は
い
ろ
い
ろ
な
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
は
ま
た
、

性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
窯
の
有
効
な
機
能
的
は
た
ら
き
の
た
め
に
從
厩
さ

せ
、
懸
愛
な
ど
と
い
う
も
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
で
あ
る
と

し
て
拒
否
す
る
。
「
窯
員
、
特
に
、
裳
指
導
者
の
機
能
は
、
黛
員
す
べ
て
に
重

要
な
關
係
を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
も
し
誰
で
も
女
を
欲
す
れ
ば
、
誰
か
が

進
ん
で
身
を
委
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
教
義
が
あ
る
」
と
、

あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
は
い
つ
て
い
る
。
尤
も
最
近
で
は
、
窯
内
の
こ
う
し
た
性
的

放
縦
の
生
活
は
禁
止
す
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
。

　
同
檬
に
、
窯
員
の
家
族
や
交
友
關
係
も
窯
の
機
能
に
從
属
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
窯
と
家
族
と
の
あ
い
だ
に
起
る
葛
藤
の
パ
タ
ー
ン
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、

家
族
に
封
す
る
態
度
も
、
各
國
に
よ
つ
て
異
な
つ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

窯
が
優
先
す
る
と
い
う
も
の
二
〇
％
に
封
し
て
、
何
等
の
態
度
も
表
明
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
も
の
五
八
％
と
な
つ
て
お
り
、
教
義
上
の
モ
デ
ル
に
最
も
ふ
さ

わ
し
く
な
い
。
ま
た
地
位
に
よ
つ
て
も
異
な
る
が
、
一
般
窯
員
に
は
、
家
族
關

係
を
よ
く
保
つ
こ
と
が
奨
働
さ
れ
て
い
る
。
交
友
關
係
に
つ
い
て
み
る
と
、

《
窯
昌
》
と
《
非
黛
員
V
と
の
交
際
に
つ
い
て
、
と
く
に
例
外
的
な
場
合
、
す
な

わ
ち
、
異
端
者
と
の
交
際
を
除
い
て
、
窯
は
明
確
な
指
令
を
下
し
て
い
な
い
。

全
般
的
に
は
、
外
部
の
も
の
と
接
鰯
す
る
こ
と
は
、
新
窯
員
を
補
充
し
て
い
く

目
的
か
ら
も
、
促
進
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
性

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

質
の
攣
化
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
黙
員
の
ト
ッ
プ
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
も

の
ほ
ど
、
友
情
や
外
部
と
の
接
隅
能
力
が
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。
上
級
窯
員

は
、
外
部
の
一
般
の
人
々
と
分
ち
得
な
い
知
ら
れ
ざ
る
領
域
（
富
員
巴
暮
o
叩

艮
蜜
）
を
も
ち
、
お
互
い
同
志
の
符
牒
で
議
論
し
合
う
以
外
に
は
、
何
ら
の
肚

交
を
も
好
ま
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
一
般
窯
員
は
、
外
部
と
の
交
友
關
係
を

多
く
保
つ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
爾
者
の
交
友
關
係
を
比
較
す
る

と
、
全
く
窯
内
の
み
の
人
間
關
係
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
般
蕪
員
の
六

％
と
上
級
蕪
員
の
三
一
％
、
殆
ん
ど
黛
内
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
一
八
％
と
一
六
％
（
以
上
の
合
計
二
四
％
封
四
七
％
）
で
あ
る
。
外
部
と
の

多
く
の
交
友
關
係
を
保
つ
て
い
る
も
の
は
、
一
般
黛
員
の
三
九
％
と
上
級
窯
員

の
二
五
％
で
あ
る
が
、
大
部
分
外
部
と
の
交
友
關
係
を
保
つ
て
い
る
も
の
は
、

一
般
窯
員
の
一
四
％
に
封
し
て
、
上
級
黛
員
は
皆
無
（
合
計
五
三
％
封
二
五
％
）

で
あ
る
。
な
お
、
國
別
に
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
窯
員
に
、
外
部
と
の
交
際
が

敏
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
共
産
窯
の
人
種
的
・

外
國
人
的
特
徴
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
理
由
は
後
に
説
明
さ
れ
よ
う
。

　
濁
自
性
　
　
感
答
者
に
封
し
て
は
、
窯
の
メ
ン
バ
：
シ
ッ
プ
が
彼
等
に
特
別

な
優
越
性
を
與
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
れ
な
か
つ
た
が
、
そ
の
約
三
分
の

一
は
、
共
産
主
義
蓮
動
の
ア
ピ
ー
ル
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
一
般
窯
員
よ
り
上
級
黛
員
に
多
く
（
一
二
％
封
三
九
％
）
、

勢
働
階
級
よ
り
知
識
階
級
に
《
エ
リ
ー
ト
V
意
識
が
目
立
つ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。

　
確
信
的
態
度
　
　
各
國
に
お
け
る
共
奮
主
義
の
未
來
へ
の
確
信
は
、
第
六
表

に
示
さ
れ
て
い
る
。
感
答
者
の
コ
ニ
％
し
か
、
各
國
で
の
勝
利
に
確
信
を
も
つ

て
い
る
も
の
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
に
多
く
、
フ

一
〇
七

（
一
二
一
五
）



第5表　共鮭義の未來への確信的態度（％）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

アメリカ イギリス フラソス イタリー 全鷹答

歴史的不可　避性 14 26 25 23 22

必勝への確實な理由 9 8 11 12 10

マルクス主義の診噺の正確さ 31 34 14 18 24

資本主義盟制の衰退 34 38 9 6 22

ソ　同　盟　の　實　例 23 8 13 8 14

共産主義の不断の擬張 13 12 7 10 10

組織の團結と信念 一 6 13 12 8
自國での勝利を確信しない 17 22 5 8 13

そ　　　　　の　　　　　他 5 4 4 2 4
解　　　答　　　な　　　し 13 4 38 41 24

そ
の
後
の
護
展
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。

者
に
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
高
い
の
は
、

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
窯
組
織
の
團
結
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
念
に
確
信
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
お
い
て
い
る
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
い
封
照
を
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
　
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
共
産
窯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灌
力
と
規
模
の
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
反
映
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
だ
興
味
深
い
。
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
的
不
可
避
性
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ク
ス
主
義
の
診
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
正
確
さ
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
密
接
な
關
蓮
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
資
本
主
義
髄
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
掬
　
の
腐
敗
没
落
、
等
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
　
可
成
り
頻
繁
に
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
複
　
わ
れ
て
い
る
。
ロ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
革
命
の
ミ
ス
テ
ィ
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確
信
的
態
度
を
知
識
階
級
と
螢
働
階
級
と
で
比
較
す
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る
と
、
前
者
は
史
的
唯
物
論
に
確
信
を
お
い
て
い
る
に
封
し
て
、
後
者
は
マ
ル

ク
ス
主
義
の
経
濟
的
不
況
と
か
資
本
主
義
の
没
落
に
つ
い
て
の
診
断
に
脛
験
的

謹
擦
を
見
出
し
、
極
め
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
到
臨
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

が
到
る
。
同
檬
に
、
時
期
別
に
は
、
前
期
窯
員
が
よ
り
歴
史
的
辮
鐙
法
に
彊
く

印
象
を
受
け
、
か
つ
ソ
同
盟
の
権
力
掌
握
に
確
信
を
お
い
て
い
る
が
、
後
期
窯

員
は
東
厭
や
中
國
へ
の
共
産
主
義
の
進
出
に
確
信
を
お
い
て
い
る
。
地
位
別
に

は
、
教
化
の
度
合
と
も
相
侯
つ
て
、
上
級
黛
員
は
、
低
位
の
も
の
に
比
べ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
知
的
構
造
を
以
て
思
考
し
、
し
た
が
つ
て
、
よ
り
オ
プ
テ

ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
の
デ
ー
タ
分
析
か
ら
、
共
産
主
義
の
教
義
と
實
陵
が
、
現
實
の
蓮
動
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
封
鷹
し
、
ま
た
偏
差
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
次
に
、
こ
れ
ま
で
の
救
述
を
整
理
補
足
し
な
が
ら
、
要
約
し
て
お
き
た

い
。

教
義
と
實
陵
と
の
最
大
の
差
異
は
、
合
理
性
と
組
織
と
の
領
域
に
み
ら
れ

た
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
つ
て
定
式
化
さ
れ
た
革
命
的
エ
リ
ー
ト
概
念
が
、
そ
の
ま

ま
現
實
に
適
懸
さ
れ
る
こ
と
は
所
詮
無
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
新
黙
員
は
共
壼

主
義
の
教
義
に
接
鰯
し
て
い
る
こ
と
が
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。
彼
等
は
、
煽
動
的

目
標
に
よ
つ
て
漠
然
た
る
政
治
的
期
待
を
抱
く
か
、
も
し
く
は
、
た
か
だ
か
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
入
窯
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

《
異
質
的
V
資
料
か
ら
共
灌
主
義
者
と
い
う
も
の
を
造
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
、

蕪
は
嚴
格
な
る
教
化
訓
練
を
お
こ
な
つ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
こ

で
は
、
實
際
に
は
、
合
理
的
計
算
と
い
う
行
動
様
式
を
訓
練
す
る
こ
と
よ
り
か
、

寧
ろ
窯
の
灌
威
主
義
的
監
覗
の
も
と
に
な
さ
れ
る
教
義
の
箪
純
な
反
覆
教
授
法



が
採
用
せ
ら
れ
、
黛
員
の
自
動
的
同
調
性
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
窯
員
に
封
し
て
は
、
窯
の
決
定
を
迅
速
、
か
つ
從
順

に
受
け
入
れ
て
い
く
技
能
の
み
が
必
要
と
さ
れ
、
窯
組
織
の
民
主
的
集
中
制
の

定
式
は
、
現
實
に
は
何
ら
適
鷹
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
た
。

　
窯
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
本
來
そ
の
理
想
と
し
て
は
、

共
産
主
義
指
導
者
が
そ
の
《
教
義
上
の
純
潔
V
さ
に
よ
つ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
を
指
導
し
て
い
く
筈
の
も
の
を
、
お
よ
そ
同
志
的
・
同
胞
的
感
情
も
な

く
、
窯
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
操
作
と
い
う
原
理
が
支
配
す
る
結
果
を

生
じ
、
し
か
も
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
各
暦
、
指
導
者
暦
と
李
黛
員
と
の
あ
い

だ
に
は
、
疎
隔
と
距
離
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
献
身
的
態
度
の
領
域
も
よ
り
一

暦
深
刻
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
家
族
、
休
養
、
交
友
關
係
ま
で
も
、
あ
げ
て

窯
の
犠
牲
に
供
さ
れ
、
か
つ
大
衆
と
の
遊
離
が
ま
す
ま
す
甚
だ
し
く
な
り
つ
つ

あ
る
事
態
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
他
方
、
職
闘
性
と
行
動
主
義
の
領
域
で
は
、

他
の
領
域
に
お
け
る
ほ
ど
に
、
教
義
と
實
践
と
の
差
異
は
重
大
な
問
題
を
含
ん

で
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
共
産
主
義
の
教
義
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
は
、
他

の
諸
集
團
に
お
け
る
職
闘
性
や
行
動
主
義
に
比
べ
て
、
よ
り
過
重
で
あ
る
こ
と

に
は
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
他
方
で
、
窯
へ
の
参
加
自
艦
が
、
未
來
を
纒
承
す

る
も
の
の
エ
リ
ー
ト
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
か
く
て
、
古
典
を
通
じ
て
窯
へ
参
加
し
た
も
の
は
、
共
産
主
義
運
動
に
お
い

て
作
用
し
て
い
る
理
想
は
、
た
だ
箪
に
道
具
的
役
割
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を

察
知
す
る
に
至
る
。
彼
等
は
深
刻
な
衝
撃
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
多
く

の
新
窯
員
、
大
衆
か
ら
補
充
さ
れ
た
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク

な
蕪
の
教
義
に
接
鰯
し
て
お
ら
ず
、
入
窯
後
に
窯
の
灌
威
主
義
的
装
置
に
よ
つ

て
激
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
等
は
裳
の
行
動
様
式
に

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

反
嬢
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
度
合
は
、
入
窯
時
に
彼
等
が
も
つ
て
い
た
期

待
、
そ
の
突
き
あ
た
つ
た
衝
撃
如
何
ん
に
よ
つ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
れ
は
、
各
國
、
階
級
、
時
期
、
地
位
に
よ
つ
て
も
、
決
し
て
一
定
し
た
パ
タ

ー
ン
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
國
別
の
差
異
　
　
ア
メ
リ
カ
共
窪
窯
の
も
つ
重
要
な
問
題
は
、
そ
の
構
成
メ

ン
バ
ー
が
外
國
生
れ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
次
世
代
の
も
の
が
多
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
文
化

攣
容
（
帥
8
巳
言
β
霞
o
昌
）
の
過
程
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
窯
の
異
常
な
雰
園
氣
ー
自
我
の
崩
壊
、
疎
濁
感
、
彊

度
の
敵
意
1
は
、
人
種
的
な
も
の
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
共
産
窯
も
裳
の
モ
デ
ル
と
は
著
し
く
異
つ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。
窯
員
間
の
關
係
は
、
窯
の
外
側
の
人
間
關
係
と
蝕
り
差
異
が
な
く
、
指
導

者
暦
と
耶
窯
員
と
の
關
係
も
緩
や
か
で
あ
る
。
ま
た
、
敵
封
者
に
封
す
る
檜
悪

も
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ー
共
壼
窯
は
極
め
て
大
世
幣
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
が
、
入
窯
時
に
も
黛
内
に
お
い
て
も
、
フ
ォ
ー
マ
ル

な
教
化
を
受
け
て
い
な
い
。
籔
の
上
で
は
西
鰍
で
最
大
の
窯
で
あ
つ
て
も
、
實

際
に
は
、
最
も
統
合
さ
れ
て
な
く
、
教
化
も
さ
れ
て
い
な
い
窯
で
あ
る
。
イ
タ

リ
ー
共
産
窯
は
、
地
下
組
織
や
抵
抗
蓮
動
の
當
時
か
ら
解
放
後
の
時
期
に
か
け

て
、
そ
の
性
格
を
官
僚
的
灌
威
主
義
へ
と
大
き
く
攣
化
さ
せ
た
。
そ
れ
故
に
多

く
の
裳
員
は
、
初
期
の
窯
が
民
主
的
で
あ
り
、
温
情
的
で
あ
つ
た
と
感
じ
て
い

る
。
ま
た
イ
タ
リ
ー
の
窯
員
は
、
他
の
國
の
も
の
よ
り
、
窯
外
部
と
の
關
係
を

最
も
多
く
保
持
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
産
窯
は
、
西
鰍
の
う
ち
で
、
最
も
よ

く
教
化
さ
れ
、
献
身
的
な
戦
闘
者
か
ら
成
つ
て
い
る
。
し
か
し
過
去
十
五
年
の

あ
い
だ
に
、
や
は
り
大
量
の
黛
員
が
加
入
し
、
そ
の
た
め
他
の
三
國
に
比
し

一
〇
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共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

て
、
先
任
灌
と
政
治
的
技
禰
が
最
も
重
硯
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
傾
す

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
窯
員
も
外
部
と
よ
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

が
、
そ
れ
と
と
も
に
指
導
者
暦
と
李
窯
員
と
の
あ
い
だ
も
緊
密
な
關
係
に
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
共
産
窯
は
組
織
力
が
最
も
強
く
、
最
も
凝
集
力
が
あ
る
と
い
え

る
。　

時
期
に
よ
る
差
異
　
　
ド
イ
ッ
・
イ
タ
リ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
日
本
帝
國
主

義
の
脅
威
を
受
け
て
、
ソ
同
盟
が
反
フ
ァ
シ
ス
ト
諸
國
と
の
提
携
政
策
に
切
換

え
た
こ
と
は
、
．
共
産
主
義
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
各
國
共
産
主
義
蓮
動
の
動
向

に
、
少
な
か
ら
ざ
る
反
懸
を
ひ
き
起
し
た
。
一
九
三
五
年
の
人
民
職
線
以
前
の

時
期
は
、
左
傾
的
・
革
命
的
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
以
後
の
時
期
は
右
傾
的
・
穏

健
的
に
な
つ
た
。
こ
れ
に
封
鷹
し
て
、
共
産
窯
員
の
行
動
様
式
に
も
相
當
な
差

異
が
認
め
ら
れ
る
。
教
義
上
の
モ
デ
ル
か
ら
測
定
す
る
と
、
前
期
蕪
員
は
後
期

窯
員
よ
り
も
、
よ
く
そ
れ
に
適
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
等
は
、
二
〇
年

代
末
期
か
ら
三
〇
年
初
期
に
か
け
て
の
窯
の
く
ス
タ
ー
リ
ン
化
V
の
艦
験
を
脛

て
お
り
、
蕪
内
の
雰
園
氣
が
権
威
主
義
的
に
攣
化
し
た
事
實
を
指
摘
し
て
い

る
。
爾
者
の
差
異
は
、
脱
窯
の
問
題
に
も
關
係
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

後
期
窯
員
は
容
易
に
脱
窯
し
、
し
か
も
教
義
上
の
理
由
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
そ

れ
に
封
し
て
、
前
期
黙
員
は
教
義
と
現
實
と
の
齪
驕
を
見
出
し
、
腕
裳
理
由
を

教
義
上
で
正
営
化
し
、
あ
る
も
の
は
し
ば
し
ば
離
脱
後
も
、
窯
と
抗
雫
し
つ
つ

運
動
を
支
持
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
階
級
に
よ
る
差
異
　
　
中
産
階
級
・
知
識
階
級
と
勢
働
階
級
と
の
主
要
な
差

異
は
、
教
化
の
度
合
と
認
知
の
範
園
と
に
關
係
す
る
。
螢
働
階
級
は
、
入
窯
以

前
に
、
あ
る
い
は
黙
内
に
お
い
て
も
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
化
を
受
け
る
場
合
が

少
な
い
。
彼
等
の
窯
へ
の
接
近
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
現
實
指
向

一
一
〇
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的
で
あ
る
。
中
産
階
級
は
そ
れ
と
反
封
に
、
窯
の
教
義
に
よ
り
多
く
接
鰯
し
て

い
る
。
同
時
に
彼
等
は
、
複
雑
な
贋
値
や
期
待
を
も
つ
て
窯
に
接
近
し
、
し
た

が
つ
て
そ
れ
が
、
窯
内
で
の
同
化
過
程
に
い
ろ
い
ろ
と
障
害
を
き
た
す
こ
と
と

な
り
、
彼
等
の
地
位
の
不
安
定
性
と
い
う
特
徴
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
螢
働
階
級
は
こ
の
黙
、
鴬
の
教
義
な
ど
に
比
較
的
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
ば
か
り
か
、
逸
腕
や
反
嬢
も
い
た
つ
て
少
い
。

　
地
位
に
よ
る
差
異
　
　
上
級
黙
員
は
、
入
窯
時
に
、
教
義
に
よ
く
接
鰯
し
、

パ
ー
ソ
ナ
ル
な
情
緒
性
を
も
つ
こ
と
が
少
な
い
。
彼
等
は
活
動
的
で
あ
り
、
献

身
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
る
。
し
か
し
、
窯
の
ハ
イ
ア
ラ
キ
ー
の
上
層
に
お
い

て
は
、
窯
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
苛
酷
で
あ
り
、
無
慈
悲
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

上
級
窯
員
は
窯
内
の
幾
多
の
墜
革
を
つ
ぶ
さ
に
腱
験
し
て
き
て
、
蕪
の
教
義
と

實
陵
と
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　
窯
が
認
知
さ
れ
る
こ
う
し
た
差
異
は
、
さ
ら
に
深
暦
に
お
い
て
、
各
人
の
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
欲
求
充
足
の
間
題
と
關
蓮
し
て
い
る
。
共
塵
主
義
の
ア
ピ
ー

ル
は
、
場
所
に
よ
つ
て
も
、
集
團
に
よ
つ
て
も
、
時
期
に
よ
つ
て
も
そ
れ
ぞ
れ

異
つ
た
意
味
を
も
つ
て
い
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
ま
た
、
異
つ
た
状
況

に
お
か
れ
た
多
様
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
類
型
に
よ
つ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
受
け

と
り
方
が
蓮
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
は
決
し

て
箪
籔
で
は
な
く
、
複
籔
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
共
産
主
義
者
の
祉
會
・
心
理

的
特
徴
を
踏
査
し
て
、
共
塵
主
義
者
の
タ
イ
プ
を
よ
り
明
確
に
把
握
し
て
み
た

い
。

四
　
共
産
主
義
者
の
杜
會
・
心
理
的
特
徴

1
　
肚
會
的
特
徴



　
出
身
階
暦
　
　
共
産
主
義
へ
の
感
鷹
性
を
た
だ
軍
純
に
脛
濟
的
貧
困
の
結
果

に
離
す
る
こ
と
は
、
正
確
さ
を
敏
い
た
意
見
で
あ
る
。
感
答
者
の
中
に
は
、
極

端
な
貧
困
の
家
庭
に
育
つ
た
も
の
も
い
る
が
、
決
し
て
そ
れ
が
典
型
的
で
あ
る

と
は
い
い
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
鷹
答
者
の
肚
會
・
脛
濟
的
背
景
を
調
査
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
爾
親
の
牧
入
面
（
こ
れ
は
客
観
的
な
牧

入
指
数
に
で
は
な
く
、
個
人
的
な
評
慣
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
）
か
ら
、
第

一
表
の
如
く
、
階
暦
を
匿
別
し
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
中
産
階
級
出
身
の

窯
員
は
、
ほ
ぼ
中
流
暦
の
家
庭
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
が
到
る
。
螢
働
階
級

第1表　階級、別にみた牧入上の階暦（％）

中産階級 勢働階級 全鷹答者

上　　流　　暦 14
一 7

中　　流　　層 64 40 52

下　　流　　層 19 41 30

貧　　困　　暦 3 16 10

わ　か　ら　な　い 一 3 1

絡　　　　　計 100 100 100

第2表　地位別にみた牧入上の階層（％）

一般糞員 下級黛員 上級黛員 全感答

上　　流　　層

中　　流　　層

下　　流　　層

貧　　困　　層

わか　らない

8
4
4
4
3
3
2

10

46

29

141

2
7
4
8
1
6
一

7
5
2
3
0
1
0
1

絡　　　　計 100 100 100 100

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

第3表　地位別にみた入窯時の職業（％）

全鷹答者上級宣員下級黛員一般黛員

13

1
2
4
4
6
1
2
3
2
2

6

18

2
3
1
8
8
4
1
0
1
7

2

17

231

6

26

23

4

8
1
2
2
4
6
　
　
2
7
239

者
者
者

働
働
働

勢
　
勢
勢

練
熟
場
練

未
農
熟

者
　
一
者
生
職
他
い

理
ラ

管
力
業
　
　
　
な

級
　
　
　
門
の
ら

下
ト，

イ
企
　
　
　
か

長
ワ

職
ホ
小
學
專
そ
わ

100100100100計
糸、窓、

で
は
、
中
流
・
下

流
暦
が
殆
ん
ど
同

じ
割
合
で
あ
る
。

上
流
お
よ
び
貧
困

暦
の
も
の
は
、
中

産
階
級
と
螢
働
階

級
に
そ
れ
ぞ
れ
ご

く
少
籔
の
比
率
を

示
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
時
期
別

に
み
る
と
、
後
期

黛
員
は
前
期
裳
員

よ
り
も
、
上
流
・

中
流
暦
の
も
の
が

多
く
、
貧
困
暦
の

も
の
は
少
な
い
。

し
か
し
前
期
窯
員
に
し
て
も
、
中
流
・
下
流
暦
の
も
の
が
墜
倒
的
に
多
い
こ
と

は
攣
ら
な
い
。
第
二
表
は
地
位
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
蕪
員
の
殆
ん

ど
が
中
流
・
下
流
暦
に
馬
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、
上
級
黛
員
は
中
流
暦
に
七

四
％
と
い
う
集
中
的
な
比
率
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
上
級
裳
員
に
は
貧
困
暦

の
も
の
が
可
成
り
高
い
牽
を
示
し
て
い
る
。
下
級
黛
員
は
、
こ
の
二
つ
の
傾
向

の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
う
し
た
比
率
配
分
の
型
は
、
重

要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
流
暦
の
家
庭
的

背
景
に
あ
つ
た
も
の
は
、
中
流
暦
の
も
の
よ
り
、
窯
の
指
導
的
地
位
に
な
り
に

一
一

（
ニ
ニ
九
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
最
下

中
％欝

　
　
　
購
咽
礎
塘
嬉

者
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
に
昇
進
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

答
成

鷹
構
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

の
業

員
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
裳
時
の
職
業
　
　
次
に
、
入

窯
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窯
時
の
職
業
上
の
匠
別
に
つ
い
て

級
員

上
委
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
察
を
加
え
る
と
、
主
要
な
グ
ル

　
央
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
フ
は
、
熟
練
螢
働
者
（
二
四

4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
）
、
專
門
職
、
特
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
ム
關
係
や
教
職
員
（
二
二
％
）
、

學
生
（
二
三
％
）
、
未
熟
練
勢
働
者
（
二
二
％
）
、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
（
六
％
）

等
で
あ
る
。
第
三
表
に
よ
る
と
、
學
生
と
か
專
門
職
の
も
の
は
窯
内
で
低
地
位

に
あ
り
、
熟
練
・
未
熟
練
螢
働
者
が
ト
ッ
プ
・
リ
！
ダ
ー
と
な
つ
て
い
る
。
全

般
的
に
み
て
、
窯
に
お
い
て
は
、
螢
働
階
級
の
窯
員
に
封
し
て
、
中
産
階
級
の

窯
員
よ
り
も
、
前
途
が
開
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
感
答
者
の
上

級
窯
員
で
あ
つ
た
も
の
と
現
在
の
黛
中
央
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
と
の
職
業
構
成

を
比
較
し
て
み
る
と
、
第
四
表
に
示
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
か
く
て
、
窯
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
構
成
上
か
ら
は
、
鷹
答
者
と
現
役
メ
ン
バ
：
と
で
は
大
差
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
教
育
　
　
教
育
の
機
會
は
出
身
階
暦
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
み
か
、
そ
れ

は
、
各
國
、
時
期
、
階
級
に
よ
つ
て
も
異
な
る
。
こ
こ
に
は
、
地
位
別
に
み
た

教
育
程
度
の
比
較
の
表
を
掲
げ
て
お
く
（
第
五
表
滲
照
）
。
こ
こ
で
、
大
學
教

育
を
受
け
た
も
の
が
一
般
窯
員
に
多
く
、
初
等
教
育
水
準
の
も
の
は
上
級
黛
員

上級窯員 中央委員

勢　　　働　　者

ホワイト・カラー

小　企　業　者

學虫　專門職
そ　　　の　　　他

598

4
27
2

49

146

31

｝

縮　　　　　計 100 100

一
二

（
二
三
〇
）

の
地
位
に
比
較
的
多
く
昇
進
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
こ
の
こ
と
は
現

在
の
蕪
中
央
委
員
會
メ
ン
バ
！
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）
。
こ
の
事
實
に
は

幾
つ
か
の
理
由
が
指
摘
さ
れ
る
。
高
等
教
育
を
受
け
た
も
の
に
と
つ
て
は
、
窯

の
ほ
か
に
も
よ
り
よ
い
職
業
の
機
會
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
し
ば
し

ば
自
分
の
吐
會
的
地
位
や
牧
入
の
犠
牲
を
も
俘
つ
て
い
る
の
に
封
し
、
上
級
窯

員
の
う
ち
で
教
育
の
な
い
も
の
に
と
つ
て
は
、
窯
の
履
歴
こ
そ
ま
た
と
な
い
機

會
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
高
等
教
育
を
受
け
た
も
の
は
、

西
欧
の
知
的
・
文
化
的
傳
統
に
接
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
却
つ
て
彼
等
の
窯

へ
の
同
化
過
程
に
困
難
を
生
ぜ
し
め
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
教
育
の

な
い
も
の
は
窯
の
教
化
に
知
的
抵
抗
を
試
み
る
偏
見
が
よ
り
少
な
い
。

第5表　地位別にみた教育程度（％）

一般窯員 下級窯員 上級黛員 全慮答者

全然なし

初等教育
中等教育

高等致育
わからない

1
2
5
2
5
4
6
3

↓
2
1
4
1
3
7
1

2
4
9
1
8
3
1
一

1
2
9
2
8
4
0
2

糖　　計 100 100 100 100

　
肚
會
攣
動
　
　
吐
會
攣
動
が
齎
す
不

漏
が
急
進
的
肚
會
蓮
動
と
深
い
關
連
を

も
つ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に

關
す
る
研
究
等
で
も
誰
明
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
共
産
主
義
蓮
動
に
關

し
て
も
、
そ
れ
は
興
味
あ
る
テ
ー
マ
で

あ
る
。
肚
會
攣
動
を
規
定
す
る
方
法
は

種
々
あ
ろ
う
が
、
先
ず
、
懸
答
者
が
入

窯
時
に
保
持
し
て
い
た
阯
會
・
経
濟
的

地
位
と
い
う
も
の
を
、
彼
等
の
爾
親
の

そ
れ
と
封
比
し
て
、
そ
こ
に
如
何
な
る

攣
化
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て

み
た
。
各
國
に
よ
り
、
ま
た
階
級
に
よ

つ
て
も
差
の
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る



が
、
鷹
答
者
の
…
二
％
は
寧
ろ
よ
く
な
つ
て
い
る
と
い
い
、
悪
く
な
つ
た
と
い

う
も
の
は
｝
六
％
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
六
一
％
は
別
段
の
攣
化
な
し
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
デ
！
タ
が
示
唆
す
る
よ
5
に
入
黛
者
の
肚
會
的
地
位
の
没
落
は
大
し

た
原
因
と
な
つ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
人
の
履

歴
、
前
途
の
見
透
し
に
封
す
る
満
足
不
渦
足
の
問
題
は
、
爾
親
の
地
位
と
の
比

較
が
基
準
と
さ
れ
る
よ
り
か
は
、
彼
自
身
の
職
業
に
封
す
る
希
望
と
か
瞳
憬
、

そ
の
他
の
状
況
に
お
け
る
期
待
と
の
喰
い
違
い
に
よ
り
深
い
關
係
を
も
つ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
基
準
か
ら
す
る
と
（
鷹
答
者
は
、
入
蕪
時
に
、
大
多

数
は
就
職
し
て
い
た
）
、
國
別
に
み
て
、
自
分
の
履
歴
に
満
足
し
て
い
た
も
の

一
五
％
、
不
満
で
あ
つ
た
も
の
二
九
％
、
關
係
な
い
と
い
う
も
の
五
六
％
と
い

う
比
率
で
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
で
は
四
〇
％
が
不
満
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
入
裳
者
の
牛

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籔
が
不
況
期
に
入
窯
し
た
も
の
で
あ
つ
た

憬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
た
め
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ー
で
は
六
六
％

瞳の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
關
係
な
い
と
答
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

へ

歴
多
轍
の
も
の
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
崩
壌
、
ド

履
劾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ッ
に
よ
る
イ
タ
リ
ー
北
部
の
占
領
と
い

た
（

み
異
　
　
　
　
　
　
　
う
事
態
に
直
面
し
て
、
入
窯
し
た
か
ら
で

に
差

別
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
階
級
別
に
み
る
と
（
第
六
表
参

級
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
）
、
や
は
り
、
螢
働
階
級
に
不
滞
な
も
の

階
待

　
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
多
く
（
四
〇
％
）
、
そ
れ
が
入
窯
動
機

表6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
要
因
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
は

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
逃
が
し
え
な
い
。
他
方
中
産
階
級
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て
は
、
履
歴
そ
の
も
の
は
入
窯
と
飴
り

中産階級勢働階級 全鷹答者

浦足していた

不満であつた
關　係　な　い

17

19

64

13

40

47

15

29

56

総　　　　計 100 100 100

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

關
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
（
六
四
％
）
。
時
期
別
に
は
、
前
期
窯
員
と
後
期
窯

員
に
重
要
な
差
異
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
、
政
治
的
・
脛
濟
的
な
外
的
事
件
が
、
個
人
の
履
歴
、
前
途
へ
の
見

透
し
に
甚
大
な
被
害
を
與
え
、
個
人
、
な
い
し
家
族
の
髄
瞼
に
癒
し
難
き
傷
跡

を
と
ど
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
職
雫
、
不
況
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
等
に
よ
つ
て

蒙
つ
た
苦
悩
や
傷
手
は
、
往
々
に
し
て
、
入
窯
の
決
意
を
促
が
す
。
感
答
者
の

う
ち
に
も
、
こ
う
し
た
吐
會
的
状
況
に
よ
る
被
災
を
報
告
し
て
い
る
も
の
が
可

成
り
多
い
。
螢
働
階
級
の
六
一
％
、
中
産
階
級
の
四
二
％
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
不

満
を
こ
う
し
た
も
の
に
蹄
し
、
そ
れ
が
入
窯
へ
の
彊
い
動
機
づ
け
と
な
つ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
地
位
別
に
み
る
と
、
上

級
蕪
員
ほ
ど
、
状
況
に
よ
る
被
害
を
ア
キ
ュ
ー
ト
に
艦
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
（
一
般
黛
員
の
三
九
％
に
封
し
て
六
七
％
）
。
こ
の
場
合
彼
等
は
、
共
産
主

義
の
い
う
《
資
本
主
義
の
危
機
V
、
《
帝
國
主
義
職
雫
V
、
《
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に

よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
抑
匪
V
等
々
の
理
論
に
よ
つ
て
、
自
己
の
お
か
れ

た
状
況
を
解
羅
し
、
し
た
が
つ
て
彼
等
の
入
窯
行
爲
は
確
固
た
る
政
治
的
動
機

に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
人
種
的
特
徴
　
　
共
産
主
義
蓮
動
に
お
い
て
、
人
種
問
題
を
取
上
げ
る
必
要

の
あ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
共
産
窯
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
共
産
窯
は

現
在
で
も
、
そ
の
二
七
％
が
外
國
人
で
あ
つ
て
、
し
か
も
彼
等
は
殆
ん
ど
が
東

鰍
か
ら
の
移
佳
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
ヘ
く
る
以
前
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
革

命
蓮
動
に
從
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
の
場
合
に
は
、
共
産
窯
に
入
窯

す
る
こ
と
は
、
同
國
人
の
共
同
杜
會
に
お
け
る
政
治
的
パ
タ
ー
ン
に
同
調
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
よ
り
一
暦
複
難
な
問
題
は
、
外
國
人
の
爾
親
か
ら
ア

メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
世
代
（
い
わ
ゆ
る
二
世
）
が
入
蕪
す
る
と
い
う
場
合
で
あ

一
一
三

（
二
三
一
）



第7表國別にみた人種構成（％）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

全感答者

69

6

10

10

3
2

イタリー

　　100

100

フフンス

　　85

　　　4

　　　4

100

イギリス

　　　80

　　　10

　　　10

100

アメ　リカ

　　　20

　　　11

　　　25

　　　27

　　　11

　　　　6

　　100

自
　
外
れ
人
　
人
人

　
　
が
生
國

凡
　
方
國
外

國
　
　
一
自
も
れ
國

自
れ
の
，
と
生

親
生
親
人
親
國

雨
國
爾
國
爾
自
外
黒

わからない

計糸、窓

る
。
か
か
る
傾
向
は
、
彼
等
を
し
て
、
そ
の
隣
人
關
係
に
お
い
て
、

に
孤
濁
感
を
盟
験
さ
せ
、
か
つ
自
分
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
、

自
身
が
無
償
値
な
も
の
だ
と
い
う
感
情
を
抱
か
せ
て
い
き
、

家
族
と
か
ア
メ
リ
カ
文
化
に
封
す
る
激
し
い
敵
意
、

果
を
招
く
。
勿
論
、
こ
う
し
た
感
情
の
深
度
に
は
個
人
差
が
あ
る
。

の
よ
う
な
黙
か
ら
み
る
と
、
窯
へ
の
参
加
が
、
彼
等
に
と
つ
て
、

る
。
こ
こ
に
牧
集
さ
れ
た

デ
ー
タ
か
ら
、
最
絡
的
結

論
を
引
き
だ
す
こ
と
は
困

難
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

こ
の
問
題
は
、
一
般
的
に

は
、
文
化
攣
容
過
程
に
よ

つ
て
よ
り
よ
く
誘
明
さ
れ

う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
二
世
代
は
、

一
方
に
お
い
て
爾
親
の
家

庭
に
育
ち
な
が
ら
、
彼
等

に
と
つ
て
は
最
早
異
質
的

な
硬
値
や
行
動
檬
式
を
拒

否
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が

他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
支

配
的
文
化
に
同
調
し
よ
う

と
し
て
、
そ
れ
か
ら
拒
否

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
不
可
避
的

　
　
　
　
　
　
　
　
自
分

　
　
　
結
局
は
、
彼
等
の

怨
恨
を
誘
護
せ
し
め
る
結

　
　
　
　
　
　
し
か
し
こ

　
　
　
　
　
安
定
し
た
意

第8表　入黙者と爾親の宗教的

　　　態度（％）

爾　親 入窯者

敬庚的である 23 2

逡守している 20 13

無關心である 13 28

反宗教的である 11 34

そ　　　の　　　他 1 一
わ　か　ら　な　い 32 23

総　　　　　計 100 100

　
識
と
権
威
と
を
與
え
、
そ
の
孤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
濁
感
や
疎
外
感
を
一
時
的
に
も

　
せ
よ
、
解
消
す
る
に
役
立
つ
て

　
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
　
宗
教
的
特
徴
　
　
最
後
に
、

　
懸
答
者
の
宗
教
的
背
景
を
調
査

　
し
て
み
る
。
第
八
表
に
よ
る

　
と
、
土
ハ
産
主
義
へ
の
感
鷹
性
は
、

　
非
宗
教
的
家
庭
に
育
つ
た
も
の

　
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず

　
L
も
正
し
く
な
い
。
寧
ろ
大
抵

一
一
四
　
　
（
二
三
二
）

は
、
宗
教
的
に
敬
塵
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
宗
教
的
傳
統
や
儀
式
を
蓮
守
し
て

い
る
家
庭
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

懸
答
者
が
入
窯
す
る
時
の
宗
教
的
態
度
と
比
較
し
て
み
る
と
、
彼
等
は
そ
の
成

長
期
に
、
次
第
に
宗
教
的
感
情
を
失
い
、
入
鴬
す
る
前
に
は
す
で
に
そ
れ
を
拒

否
す
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
く
て
、
宗
教
的
感
情
の
衰

退
の
結
果
を
、
直
ち
に
共
産
主
義
へ
の
感
鷹
性
と
し
て
解
羅
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
紐
糟
の
損
失
と
何
ら
か
の
方
法
で
關
蓮

し
あ
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
疑
問
の
鹸
地
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
1
　
政
治
的
特
徴

　
年
齢
　
　
共
産
主
義
蓮
動
に
参
加
す
る
も
の
は
、
一
膣
ど
ん
な
年
齢
暦
よ
り

成
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、
特
別
な
關
心
が
彿
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う

の
は
、
共
産
主
義
蓮
動
は
、
他
の
全
腱
主
義
蓮
動
と
同
様
に
、
若
い
世
代
に
は



た
ら
き
か
け
る
こ
と
を
そ
の
政
治
的
特
徴
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
當
時
、
鷹
答
者
は
五
〇
歳
代
か
ら
六
〇
歳
代
の
も
の
が

多
く
、
彼
等
の
青
年
時
代
に
は
、
未
だ
共
産
主
義
蓮
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら

ず
、
後
に
な
つ
て
共
産
黛
に
移
行
し
た
急
進
的
政
治
蓮
動
の
組
織
に
身
を
投
じ

て
い
た
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
彼
等
が
最
初
に
關
係
し
た
急
進
活
動
の
時
期
を

以
て
、
時
識
を
定
め
る
こ
と
に
す
る
。
階
級
別
に
み
る
と
、
中
産
階
級
と
螢
働

階
級
で
は
、
概
し
て
、
差
が
認
め
ら
れ
な
い
（
第
一
表
滲
照
）
。
こ
の
比
較
に
お

い
て
は
、
例
え
ば
、
中
産
階
級
出
身
の
大
學
生
は
在
學
時
代
に
裳
に
参
加
し
、

卒
業
後
に
黛
を
去
る
と
い
う
よ
う
な
、
年
齢
と
在
窯
年
限
と
の
關
係
が
不
明
瞭

で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
丁
三
表
は
、
こ
の
關
係
を
螢
働
階
級
と
中
壼
階
級
と
の

比
較
に
よ
つ
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
か
く
て
、
瞥
働
階
級
で
は
、
早
く
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
急
進
活
動
に
参
加
し
た
も
の
ほ
ど

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
窯
年
限
が
長
く
、
爾
階
級
と
も

参の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
年
齢
の
遅
い
も
の
ほ
ど
短
い

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
（
例
え
ば

動

活
＋
六
歳
以
前
の
も
の
で
は
、
＋
一

進急
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
以
上
の
在
黛
期
問
は
、
中
産
階

號
　
　
　
　
　
級
の
一
男
垂
し
て
蕎
躾

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
五
〇
％
。
二
三
歳
以
上
の
も
の

別
鋤麟

　
　
　
　
　
　
麩
雛
爾
駐
論
葉

　
年

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
で
、

　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
％
に
警
す
る
七
五
％
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
）
さ
ら
に
、
地
位
別
の
表
は
省

　
　
　
　
共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

中産階級 勢働階級 全鷹答者

16　歳　以　前

16歳から18歳

19歳から22歳
23歳，それ以上

解　答　な　し

15

30

25

282

26

28

23

22

1

21

29

24

251

糖　　　　計 100 100 100

第2表　年齢と在窯年限との關係（勢働階級）（％）

5年ないし
それ以下

6年から
10　　年

11年ないし
それ以上

全鷹答者

16　歳　以　前

16歳から18歳

19歳から22歳
23歳，それ以上

28

25

28

75

22

41

36

21

50

34

36

4

100

100

100

100

第3表　年齢と在黛年限との關係（中産階級）（％）

5年ないし
それ以下

6年から

10　年
11年ないし
それ以上

全鷹答者

16　歳　以　前

16歳から18歳

19歳から22歳
23歳，それ以上

51

48

43

55

35

21

32

26

14

31

25

19

100

100

100

100

略
す
る
が
、
そ
の

顯
著
な
特
徴
は
、

早
い
頃
に
急
進
活

動
に
参
加
し
た
も

の
が
、
や
は
り
窯

内
で
上
位
へ
昇
進

す
る
チ
ャ
ン
ス
に

め
ぐ
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
政
治
的
背
景

　
西
激
に
お
け
る

共
渥
窯
員
の
家
庭

に
は
、
共
産
主
義
、

そ
の
他
の
左
派
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
i

（
杜
會
主
義
、
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、

無
政
府
主
義
等
）

を
背
景
に
も
つ
も
の
が
多
く
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ら
に
封
し
て
受
け
入
れ
態
勢

が
と
と
の
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
鷹
答
者
の
デ
ー
タ

の
例
で
は
、
そ
の
三
四
％
ま
で
が
、
共
産
主
義
、
そ
の
他
の
左
派
の
家
庭
に
育

つ
て
い
る
（
第
四
表
参
照
）
。
國
別
に
は
、
　
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
に
高
い
比

率
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
左
派
的
イ
デ
オ
β
ギ
ー
の

も
と
に
教
育
さ
れ
た
も
の
に
と
つ
て
は
、
入
裳
す
る
こ
と
は
自
分
自
身
の
教
育

一
五

（
二
三
三
）



第4表　國別にみた家族の政治的態度（％）

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

アメリカ イギリス フランス イタリー 全慮答ヴ

共　産　主義 6 ｝ 3 『 3

その他の左派 22 30 38 39 31

自　由　主　義 11 28 10 17 16

保　守　主　義 25 14 9 14 16

貴　族　主　義 一 ｝ 3 2 1
フ　ァ　シ　ズ　ム

一 ｝ 一 8 2
無　　關　　心 13 22 12 12 15

わか　らない 23 6 25 8 16

絡　　　　計 100 100 100 100 100

こ
と
は
、
時
期
別
に
は
、
後
期
窯
員
に
當
て
は
ま
る
。

員
に
左
派
的
な
政
治
的
態
度
の
家
庭
の
も
の
が
四
五
％
、

％
、
一
般
蕪
員
に
一
四
％
と
な
つ
て
い
て
、
政
治
的
背
景
と
い
う
も
の
が
、

に
お
け
る
地
位
に
も
重
大
な
關
係
を
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
入
窯
時
の
獣
況
　
　
入
窯
行
爲
は
個
人
の
選
澤
決
定
に
基
づ
く
。
し
か
し
な

が
ら
、
以
上
に
述
べ
ら
れ
た
諸
種
の
杜
會
學
的
要
因
は
、
い
ず
れ
も
《
決
定
論

の
パ
タ
ー
ソ
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
と
同
調
し
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ

リ
ス
で
は
、
共
産
主
義
の

政
治
的
行
動
様
式
自
膣

が
、
吐
會
全
豊
か
ら
み
れ

ば
、
逸
腕
行
爲
と
看
徹
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

階
級
別
に
み
る
と
、
中
産

階
級
の
場
合
に
は
、
螢
働

階
級
よ
り
も
、
自
由
、
保

守
等
の
家
庭
的
背
景
の
も

の
が
多
い
。
そ
れ
故
彼
等

の
行
動
檬
式
は
寧
ろ
、
政

治
的
に
は
逸
腕
し
て
い
る

も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
の

　
地
位
別
に
は
、
上
級
黛

　
　
下
級
窯
員
に
三
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
窯

一
一
六

（
二
三
四
）

的
V
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
個
人
の
選
揮
に
多
少
と
も
影
響

を
與
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
窯
者
が
あ
る
特
殊

的
状
況
に
お
か
れ
て
行
爲
し
て
い
る
事
實
に
よ
つ
て
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
す
で

に
批
會
攣
動
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
入
窯
者
は
政
治
的
・
肚
會
的
破
局
に

ょ
っ
て
大
ぎ
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
朕
況
に
封
決
し

て
い
く
共
産
窯
自
身
の
職
術
的
方
向
の
韓
位
に
よ
つ
て
も
影
響
を
受
け
ざ
る
を

え
な
い
。
今
、
時
期
を
細
分
し
て
示
す
と
、
第
五
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
集
中
し
て
い
る
層
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
相
と
入
蕪
者

の
量
的
攣
化
の
相
關
關
係
が
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
る
。
大
き
く
分
け
る
と
、
第

第5表　地位別にみた入窯時期（％）

一般黛員 下級窯員 上級窯員 全慮答者

1922，それ以前

1923　　　　25

1926　　　　28

1929－31
1932　　　　34

1935　　　　37

1938　　　　39

1940　　　　41

1942　　　　44

1945　　　　47

1948，それ以後

6
4
6
4
1
2
1
5
1
0
9
1
6
1

6
2

17

4
5
1
0
8
1

7
5
3
1
6
1
5
一

41

2066

129

｝
一
4
2
一

18866

11

14

6
5
1
3
1
2
1

総　　　　計 100 100 100 100

一
次
大
職
直
後

籔
年
間
と
第
三

イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
の
形

成
、
脛
濟
的
不

況
期
と
人
民
職

線
の
初
期
、
第

二
次
大
職
期
と

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル

ム
設
立
に
先
立

つ
終
職
直
後
、

こ
れ
ら
三
つ
の

時
期
の
状
況
に

お
い
て
、
大
量

に
窯
員
が
補
充



さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
窯
が
新
窯
員
の
獲
得
に
成
功
す
る
の
は
、

窯
自
膿
の
片
寄
り
が
最
も
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
1
　
共
産
主
義
へ
の
感
雁
性

　
共
蓬
黛
へ
の
参
加
は
、
政
治
的
動
機
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に

は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
情
緒
的
問
題
、
個
人
の
欲
求
、
利
害
、
債
値
等
に
よ
る
動

機
づ
け
が
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
入
り
組
ん
で
い
る
。
共
産
主
義
の
感
鷹
性
を

解
析
す
る
に
は
、
そ
の
度
合
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
欲
求
や
利
害
等
の
タ
イ
プ
、
各
種

の
集
團
や
階
暦
に
お
い
て
以
上
の
二
つ
が
結
合
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
、
こ
れ
ら

を
腫
系
づ
け
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
す
で
に
こ
の
研
究
の
は
じ
め
の
部
分
で
、
共
産
窯
員
の
認
知
構
造
を
分
析
し

た
と
き
、
エ
ソ
テ
リ
ヅ
ク
と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
の
旺
別
が
示
唆
さ
れ
た
が
、
同

じ
よ
う
に
、
感
鷹
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
そ
の
旺
別
が
適
用
さ
れ
る
。
窯
員
に
は

黛
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
性
質
を
認
知
し
て
い
た
も
の
と
し
て
い
な
い
も
の
が
あ

つ
た
が
、
彼
等
の
杜
會
的
・
政
治
的
背
景
の
分
析
か
ら
も
、
裳
の
エ
ソ
テ
リ
ッ

ク
な
性
質
に
感
鷹
す
る
素
地
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
感
鷹
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
や
は
り
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク

の
匿
別
が
あ
り
、
多
く
の
黛
員
は
こ
の
爾
端
の
中
間
領
域
に
あ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
共
産
窯
の
側
か
ら
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
職
術
が
共
壼
主
義
へ
の
感

鷹
性
に
攣
化
を
與
え
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　
感
感
性
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
e
神
脛
症
的
欲
求
、
⇔
自
己
關
蓮
的
利

害
、
㊧
集
團
關
蓮
的
利
害
、
㈲
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利
害
、
と
い
う
四
つ
の
項
目

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

に
分
類
さ
れ
、
分
析
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
紳
脛
症
的
欲
求
と
い
う

の
は
、
紳
脛
症
的
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
慢
性
的
・
無
意
識
的
・
不
調

整
的
な
内
的
感
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
そ
の

症
例
を
あ
げ
て
読
明
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
自
己
關
蓮
的
利
害
に
は
、
自
己
の
履
歴
に
野
す
る
利
害
、
肚
會
的
關
蓮
性
の

問
題
、
知
的
側
面
の
明
晰
性
に
魅
力
を
覧
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
主
要
な

タ
イ
プ
が
あ
る
。
感
答
者
の
一
九
％
は
、
自
分
の
前
途
へ
の
利
害
關
係
が
入
窯

へ
の
動
機
と
絡
ん
で
い
る
。
例
え
ぽ
、
あ
る
詩
人
は
彼
の
詩
集
を
窯
が
出
版
し

て
く
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
學
生
は
窯
が
共
産
主
義
の
學
生
に
授
業
料
を

彿
つ
て
く
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
入
黛
し
て
い
る
。
吐
會
的
關
蓮
性
の
間
題
、

つ
ま
り
あ
る
吐
會
朕
況
に
お
か
れ
た
孤
猫
感
か
ら
、
隼
團
的
關
蓮
を
得
る
た
め

に
入
窯
し
た
と
い
う
も
の
は
、
鷹
答
者
の
二
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
鷹
答

者
の
一
二
％
ほ
ど
は
、
自
己
の
知
的
欲
求
か
ら
、
完
壁
な
知
性
の
パ
タ
ー
ン
を

マ
ル
ク
ス
主
義
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
種
の
利
害
が
若
い
大
學
生
に
特
徴
的
に

み
ら
れ
る
の
は
、
《
答
え
を
知
ろ
う
V
と
願
つ
て
い
る
彼
等
の
欲
求
を
、
共
産

主
義
が
充
た
し
て
く
れ
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
蕪
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
集
團
關
連
的
利
害
に
よ
つ
て
入
窯
す
る
も
の
は
、
窯
を
何
ら
か
の
集
團
目
的

を
實
現
す
る
効
果
的
方
法
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
懸
答
者
の
三
九
％
が
そ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
最
も
共
通
し
た
タ
イ
プ
は
螢
働
組
合
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。

集
團
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
の
國
に
固
有
な
問
題
歌
況
を
反
映
L
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
黒
人
問
題
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ー
で
は
愛
國
主
義
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
の
多
歎
の
感
答
者
が
國
家
的

利
害
と
共
産
主
義
蓮
動
へ
の
参
加
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
や
フ

一
一
七

（
二
三
五
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

ア
シ
ズ
ム
に
野
す
る
祀
國
救
濟
の
た
め
の
抵
抗
運
動
に
は
、
共
産
窯
ほ
ど
戦
闘

的
な
力
が
見
出
さ
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
大
部
分
の
も
の
が
實
際
に
は
、
何
ら
か
の
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利
害

を
あ
げ
て
い
る
P
し
か
し
そ
れ
は
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
目
標
に
つ
い
て
で
は
な

く
、
エ
ク
ソ
テ
リ
ヅ
ク
な
目
標
（
人
種
的
・
民
族
的
準
等
、
肚
會
的
・
紹
濟
的

耶
等
、
卒
和
主
義
、
國
際
主
義
等
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
等
が
共
産
主
義
に

引
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
情
緒
性
の
合
理
化
と
い
つ
た
よ
う
な

見
え
透
い
た
動
機
か
ら
だ
け
だ
と
思
つ
て
は
な
ら
な
い
。
失
業
と
か
不
況
の
滲

獣
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
封
す
る
警
察
の
残
酷
な
仕
打
ち
等
々
を
目
の
前
に
し
て
、

眞
に
積
極
的
・
建
設
的
な
期
待
を
よ
せ
て
入
黛
し
た
も
の
も
決
し
て
少
な
し
と

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
感
懸
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
タ
イ
プ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
、

國
別
、
階
級
別
、
時
期
別
、
地
位
別
に
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
國
別
に
よ
る
差
異
　
　
先
に
各
國
懸
答
者
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
教
義
に
つ
い

て
の
認
知
を
分
析
し
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
が
最
大
に
そ
れ
に
接
鰯
し
、
イ
タ
リ
ー

で
は
そ
の
比
率
が
最
小
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
爾
國
の
共
産
主
義
の
エ
ソ

テ
リ
ッ
ク
と
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
教
義
に
封
す
る
感
懸
性
の
差
異
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
假
設
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
塵
蕪
は
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク

な
共
産
蕪
の
モ
デ
ル
に
、
イ
タ
リ
ー
共
産
窯
は
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
に
、

そ
れ
ぞ
れ
合
致
し
て
い
る
と
看
倣
し
う
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の

共
産
黛
は
、
そ
の
中
問
領
域
に
あ
つ
て
、
窯
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
を
明

細
に
認
知
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
逸
脱
的
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
國
別
に
み
た
欲
求
と
利
害
の
タ
イ
プ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
鷹

答
者
に
神
輕
症
的
欲
求
が
最
高
に
示
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

第1表　國別に．みた欲求と利害のタイプ（％）

アメリカ イギリス フランス イタリー 全感答者

神経症的欲求
自己關蓮的利害
集團關連的利害
イデオ・ギー的利害

58

70

42

88

48

34

26

94

25

39

54

86

31

35

25

94

41

47

39

91

（複数解答）

一
一
八

（
二
一
二
山
ハ
）

エ
ル
に
お
け
る
《
同
質
性
V
は
、

　
階
級
に
よ
る
差
異
　
　
螢
働
階
級
は
入
裳
前
に
、

エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
教
義
に
接
腸
し
た
も
の
は
比
較
的
僅
か
で
あ
つ
た
。

封
し
て
、
中
産
階
級
は
入
窯
前
に
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
教
義
に
接
鰯
し
て
お
り
、

窯
内
で
も
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
義
を
し
ば
し
ば
受
け
て
い
た
し
、
黛
の
エ
ソ
テ
リ

こ
れ
ら
の
國
で
は
、
一
般
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ

タ
リ
ー
に
比
べ
て
、
入
黛
者
の
情
緒
的
欲
求

が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
第
一
表
参
照
）
。

自
己
關
連
的
利
害
に
つ
い
て
み
る
と
、
や
は

り
ア
メ
リ
カ
で
最
も
頻
繁
に
示
さ
れ
、
そ
の

砒
會
的
關
蓮
性
の
問
題
は
ア
メ
リ
カ
共
産
黛

の
人
種
的
性
格
を
如
實
に
示
し
て
い
る
。
集

團
關
蓮
的
利
害
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
小

集
團
、
フ
ラ
ン
ス
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
抵
抗
蓮

動
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
ユ
ニ
！
ク
な
性
格

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利

害
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
み
が
人
種
的

李
等
、
イ
タ
リ
！
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
自
由

主
義
、
フ
ラ
ン
ス
の
反
軍
國
主
義
・
季
等
主

義
、
と
各
國
の
特
色
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
各
國
共
産
窯
の
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
各
々
の
民
族
的
・

歴
史
的
脛
験
に
由
來
す
る
態
度
、
地
方
的
色

彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
レ
ヴ

外
皮
に
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ま
た
窯
内
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に



ッ
ク
な
性
格
を
も
認
知
し
て
い
る
も
の
が
多
か
つ
た
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
爾

階
級
の
感
懸
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
も
見
合
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
螢
働
階
級
は
エ
ク

ソ
テ
リ
ヅ
ク
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
り
、
中
産
階
級
は
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
レ
ヴ
ェ

ル
、
あ
ろ
い
は
そ
の
中
間
領
域
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
假
設
は
、
第

二
表
に
よ
つ
て
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
壼
階
級
の
紳
脛
症
的
欲
求
が
螢
働

階
級
の
そ
れ
の
二
倍
以
上
の
比
傘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
窯
の
破
壌
的
・
逸

脱
的
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
彼
等
の
祉
會
的
・
政
治
的
・
宗
教
的
背
景

と
し
ば
し
ば
矛
盾
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
彼
等
が
窯
へ
の
高
度
な
感
感
性
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
中
莚
階
級
が
そ
の
内

的
性
格
の
う
ち
に
、
心
理
的
に
困
難
な
問
題
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
裏
づ

第2表　階級別にみた欲求と利害のタイプ（％）

全慮答者勢働階級中産階級

41

47

39

91

26

43

53

89

56

51

24

92

神経症的欲求
自己關連的利害
集團關連的利害
イデオβギー的利害

（複敷解答）

け
て
い
る
。
彼
等
は
、
こ
の
よ
う
な
情
緒
的

葛
藤
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
共
産
黛
に
参

加
す
る
。
し
か
し
、
勿
論
、
す
べ
て
の
中
産

階
級
の
神
脛
症
的
欲
求
が
共
産
主
義
に
感
懸

し
易
い
と
い
う
結
論
は
正
確
で
な
い
。
だ
が

彼
等
が
入
窯
に
よ
つ
て
、
そ
の
神
脛
症
的
・

情
緒
的
問
題
を
ど
う
に
か
し
て
知
的
に
合
理

化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
直
接
に
怨
恨
を

表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
ア
ル
コ
ー
ル
と
か

性
的
淫
餓
の
如
き
心
理
的
麻
痺
作
用
に
訴
え

て
、
問
題
を
庭
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
よ

り
、
よ
ほ
ど
錯
綜
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
神
脛
症
的
欲
求
を
、
ア
メ
リ
カ
・

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
、

階
級
別
に
比
較
し
て
み
る
と
、
中
産
階
級
で
は
前
者
の
七
五
％
封
後
者
の
三
五

％
、
螢
働
階
級
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
二
％
封
二
一
％
と
な
つ
て
い
る
。
中
産
階
級

の
比
率
に
つ
い
て
、
そ
の
合
理
化
の
差
異
に
注
意
し
て
み
る
と
、
各
國
に
お
け

る
情
緒
的
要
因
と
政
治
的
態
度
と
の
關
蓮
が
、
中
産
階
級
の
共
産
主
義
者
を
よ

く
特
徴
づ
け
て
い
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
よ
5
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ

リ
ー
の
知
識
人
は
、
か
つ
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
侵
害
に
直
面
し
て
共
産
主
義
蓮

動
へ
参
加
し
た
。
彼
等
は
共
産
主
義
自
腱
の
害
悪
は
氣
に
か
け
ず
、
あ
る
い
は

い
く
ら
か
割
引
い
て
考
え
て
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
害
悪
よ
り
は
ま
だ
ま
し
で
あ

る
と
思
つ
て
い
た
。
現
在
の
歌
態
に
お
い
て
は
、
爾
國
と
も
共
産
窯
が
勢
働
組

合
を
牛
耳
つ
て
お
り
、
螢
働
階
級
を
代
表
す
る
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
f
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
に
影
響
力
を
も
ち
、
窯

へ
の
参
加
は
彼
等
の
知
的
・
道
徳
的
基
盤
を
有
し
て
い
る
。
最
近
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ガ
ぜ
ジ
ユ
て
ン

知
識
人
の
あ
い
だ
に
、
勢
働
階
級
へ
の
く
参
　
加
V
と
い
う
こ
と
が
し
き
り

に
唱
え
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
い
さ
さ
か

事
情
が
異
り
、
共
産
窯
が
深
く
根
を
お
ろ
し
て
は
い
な
い
。
螢
働
組
合
は
非
政

治
的
、
も
し
く
は
穏
健
な
左
派
と
結
び
つ
き
、
共
産
主
義
蓮
動
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
《
逸
脱
行
爲
V
と
看
倣
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
國
に
お
け
る
中
謹
階

級
の
共
産
主
義
へ
の
感
鷹
性
は
、
自
己
陶
醇
、
例
え
ば
、
興
奮
し
た
精
神
錯
飢

に
陥
つ
て
い
る
も
の
、
學
生
と
か
凋
學
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
怨
恨
の
た
め

の
灌
力
欲
と
か
、
種
々
の
劣
等
感
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
見
受
け
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
的
歪
曲
は
、
誤
謬
の
結
果
で
あ
る
か
、
も
し

く
は
張
制
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
意
識
の
下
暦
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
で
、
そ

の
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
共
養
主
義
そ
の
も
の
と
は
直
接
的
な
關
係
が
稀
薄
で
あ

一
一
九

（
二
三
七
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

る
。
と
も
か
く
知
識
人
の
活
動
は
、
多
く
の
例
で
は
、
い
わ
ば
一
種
の
美
的
な

知
性
活
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
や
が
て
祉
會
科
學
に
關
す
る
知
的
活
動
が
洗
錬
さ

れ
る
や
、
彼
等
の
信
念
は
動
揺
を
き
た
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　
再
び
第
二
表
に
戻
る
と
、
自
己
關
蓮
的
利
害
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
豫
想

さ
れ
た
と
お
り
、
知
的
明
晰
化
と
い
う
黙
で
は
、
中
産
階
級
が
多
い
。
集
團
關

蓮
的
利
害
は
螢
働
階
級
に
多
く
、
し
か
も
螢
働
組
合
の
目
的
實
現
の
手
段
と
し

て
入
蕪
し
た
も
の
が
六
九
％
を
占
め
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
利
害
で
は
籔

値
は
同
じ
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
中
産
階
級
が
き

わ
め
て
抽
象
的
に
李
和
と
か
國
際
主
義
等
を
あ
げ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
勢
働

階
級
は
、
例
え
ば
、
《
炭
坑
地
糖
の
螢
働
條
件
の
改
善
V
と
い
つ
た
よ
う
な
具

騰
的
、
地
域
的
利
害
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
差
が
認
め
ら
れ
る
。

　
時
期
に
よ
る
差
異
　
　
前
期
黛
員
は
窯
の
教
義
に
し
ば
し
ば
接
鰯
し
て
い

た
。
彼
等
は
螢
働
階
級
の
も
の
が
割
合
に
多
く
、
そ
の
家
庭
的
背
景
に
お
い
て

も
、
非
宗
教
的
で
あ
り
、
か
つ
急
進
的
思
想
の
環
境
に
育
つ
て
い
る
。
一
般
的

に
、
前
期
黛
員
は
後
期
窯
員
に
比
較
し
て
、
蕪
の
参
加
に
同
調
す
る
こ
と
が
容

易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
表
に
よ
る
と
、
彼
等
は
神
脛
症
的
欲
求
を

も
つ
こ
と
が
少
な
く
、
彼
等
の
利
害
は
そ
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
性
格
、
肚
會
・

政
治
的
性
格
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
後
期
蕪
員
に
ぱ
、
神
脛
症

的
欲
求
と
自
己
關
蓮
的
利
害
が
目
立
つ
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
的
利
害
の
内

容
は
、
前
者
が
李
和
主
義
、
國
際
主
義
、
後
者
が
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
と
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
と
政
治
的
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

　
地
位
に
よ
る
差
異
　
　
上
級
窯
員
の
大
部
分
は
、
入
裳
前
に
教
義
に
接
燭
し

て
い
た
し
、
そ
の
壮
會
・
政
治
的
特
徴
か
ら
み
て
も
、
感
鷹
性
の
エ
ソ
テ
リ
ッ

ク
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
と
い
え
る
。
彼
等
は
他
の
地
位
の
も
の
よ
り
逸
腕
的
で

第3表，、時期別にみた欲求と利害のタイプ（％）

前期入蕪者後期入窯者 全鷹答者

紳　経症的欲求
自己關連的利害
集團關連的利害
イデオ・ギー的利害

38

42

44

94

44

51

33

87

41

47

39

91

（複敷解答）

第4表地位別による欲求と利害のタイプ（％）

一
二
〇

（
二
三
八
）

一般黛員 下級蕪員 上級蕪員 全感答

神経症的欲求
自己關連的利害
集團關連的利害
イデオβギー的利害

46

55

40

87

48

41

32

93

22

37

45

94

41

47

39

91

（複敷解答）

間
關
係
に
お
け
る
優
越
性
へ
の
欲
求
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

カ
・
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
の
各
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、

的
要
求
を
地
位
別
に
み
る
と
、
上
級
・
下
級
一
般
蕪
員
と
も
、
前
者
の
グ
ル
；

プ
は
、
後
者
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
約
二
倍
の
倍
率
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も

注
意
す
べ
き
黙
は
、
爾
方
の
グ
ル
㌧
フ
と
も
、
上
級
黛
員
は
い
ず
れ
も
、
他
の

地
位
の
も
の
と
比
較
し
て
、
神
脛
症
的
欲
求
が
大
瞠
牟
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
上
級
窯
員
に
は
情
緒
的
・
心
理
的
問
題
が
附
陵
し

は
な
い
。

そ
し
て
彼

等
に
は
一

般
窯
員
、

下
級
窯
員

に
お
け
る

よ
り
も
、

紳
脛
症
的

欲
求
が
顯

著
に
少
な

い
こ
と
、

そ
れ
も
主

た
る
も
の

は
、
紳
脛

症
的
敵
意

ー
慢
性
的

敵
封
と
人

　
ア
メ
リ

　
紳
経
症



て
い
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
が
は
つ
き
り
確
認
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ

カ
の
場
合
に
し
て
も
、
上
級
黛
員
の
多
く
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
傾
向
の
家
庭
な

り
共
同
肚
會
か
ら
の
出
身
者
で
あ
り
、
彼
等
の
入
窯
行
爲
は
、
國
全
膣
か
ら
み

て
政
治
的
に
逸
脱
し
て
い
て
も
、
そ
れ
自
膿
は
逸
腕
し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利
害
に
關
し
て
は
、
上
級
黛
員
は
第
一
次
大
職
後
の
初

期
の
運
動
に
参
加
し
た
も
の
が
殆
ん
ど
で
、
彼
等
は
窯
の
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
教

義
に
牽
引
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
デ
ー
タ
を
集
約
し
て
み
る
と
、
共
産
主
義
蓮
動
に
封
す
る
情
緒
的
な

感
感
性
が
と
く
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
中
壼
階
級
、
知
識
人
で
あ
つ
た
。

次
に
こ
の
情
緒
的
不
調
整
の
要
因
、
紳
脛
症
者
の
タ
イ
プ
を
具
燈
的
に
例
謹
し

て
み
よ
う
。

　
W
　
神
輕
症
者
の
タ
イ
プ

　
情
緒
的
問
題
一
般
に
つ
い
て
結
論
的
に
い
う
と
、
情
緒
的
に
不
調
整
な
も
の

が
共
産
主
義
に
感
感
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
鐙
明
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
感
情
的
要
因
だ
げ
で
は
何
ら
決
定
的
な
意
味
を
な
さ
な
い

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
入
窯
の
確
率
度
に
は
、
個
人
の
も
つ
そ

の
他
の
側
面
、
知
識
と
か
償
値
、
黛
へ
の
特
殊
な
接
鰯
の
仕
方
等
が
作
用
因
と

な
つ
て
、
感
情
的
要
因
に
包
絡
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

不
調
整
の
特
定
の
パ
タ
ー
ン
、
個
人
の
護
展
的
パ
タ
ー
ソ
と
い
う
も
の
が
、
共

毒
主
義
へ
の
感
鷹
性
と
常
に
符
合
す
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
の
デ

：
タ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
家
族
關
係
や
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
過
程
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
特
定
の
《
エ
デ
ィ
ッ
プ
ス
》
・
パ
タ

ー
ン
と
い
つ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
黙
も
指
摘
し
て
お
く
必
要

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

が
あ
ろ
う
。

　
敵
意
　
　
共
産
窯
の
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
戦
闘
性

や
敵
意
が
張
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
入
窯
者
の
感
情
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る

も
の
は
、
怨
恨
、
敵
封
心
、
反
逆
、
檜
悪
等
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況

的
原
因
に
よ
つ
て
、
か
か
る
敵
意
を
抱
く
よ
う
に
な
つ
た
も
の
に
と
つ
て
は
、

窯
へ
の
参
加
は
外
的
歌
況
へ
の
自
己
調
整
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
か
く
し
て
一
た
び
彼
の
期
待
が
黛
に
よ
つ
て
裏
切
ら
れ
る
と
、
裳
を
去
つ

て
他
の
手
段
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
調
整
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
學
習
過
程
と
現
實
の
テ
ス
ト
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
封
し

て
、
神
脛
症
的
に
敵
意
を
抱
く
よ
う
に
な
つ
た
も
の
は
、
外
的
状
況
に
封
す
る

敵
封
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
自
己
の
内
面
的
な
紳
脛
症
的
欲
求
に
基
づ
い
て

入
黙
す
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
實
は
、
こ
の
差
異
は
重
大
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
脱
窯
す
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
状
況
的
問
題
を
も
つ
て
い
る
も
の
よ

り
、
情
緒
的
問
題
を
も
つ
て
い
る
も
の
の
方
が
、
よ
り
一
層
困
難
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
腕
裳
過
程
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
神
脛
症
者
は
入
蕪

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
己
の
諸
要
求
を
漏
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
極
度
の
檜

悪
を
ぶ
ち
ま
け
て
、
そ
れ
を
政
治
的
世
界
へ
と
投
射
さ
せ
て
い
く
。
多
く
の
症

例
に
よ
る
と
、
神
脛
症
的
敵
意
は
、
家
庭
お
よ
び
幼
時
期
の
膿
験
か
ら
派
生
す

る
慢
性
的
・
無
意
識
的
敵
封
感
情
で
あ
る
と
い
う
（
以
下
に
引
用
す
る
症
例
は

原
書
の
一
部
で
あ
る
）
。

　
〔
ル
ィ
ギ
の
症
例
〕
彼
は
ナ
ポ
リ
の
中
産
階
級
の
上
流
暦
の
家
庭
に
生
れ

　
た
。
父
は
あ
る
專
門
家
で
あ
り
、
熱
心
な
フ
ァ
シ
ス
ト
。
母
は
ナ
ポ
リ
杜
交

　
界
の
リ
ー
ダ
ー
。
彼
は
爾
親
か
ら
全
く
無
観
さ
れ
た
存
在
だ
つ
た
。
五
歳
の

　
時
、
黒
シ
ャ
ツ
隊
の
行
進
を
み
に
蓮
れ
て
い
か
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
威
風

二
二

（
一
二
二
九
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

堂
々
た
る
父
親
が
先
頭
の
一
人
に
み
え
た
。
そ
の
時
の
こ
と
、
行
列
を
眺
め

て
い
た
螢
働
者
風
の
男
が
背
を
向
け
て
、
鋪
道
に
唾
を
は
い
た
。
彼
は
途
端

に
打
ち
の
め
さ
れ
、
牢
獄
に
引
つ
ぱ
つ
て
い
か
れ
た
。
こ
の
情
景
は
ル
ィ
ギ

の
記
憶
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
が
た
い
も
の
と
な
つ
た
。
や
が
て
戦
雫
が
勃

襲
し
た
が
、
父
は
ア
ビ
シ
ニ
ア
職
雫
に
も
、
ス
ペ
イ
ソ
内
飢
に
も
從
軍
し
な

か
つ
た
。
そ
し
て
ル
ィ
ギ
に
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
軍
の
義
勇
兵
に
な
れ
と
萄
め

る
の
だ
つ
た
。
し
か
し
彼
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
勘
當
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。
彼
は
、
笏
働
者
を
父
親
に
も
つ
學
校
友
蓬
の
家
に
住
み
つ
く
こ
と
と

な
つ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
の
地
下
活
動
を
知
る
よ
う
に
な
つ

た
。
ま
た
、
彼
の
務
め
る
店
に
い
た
共
産
主
義
の
螢
働
者
は
、
彼
に
好
意
を

示
し
、
黙
の
地
下
細
胞
の
集
會
に
も
蓮
れ
て
い
つ
て
く
れ
た
。
ル
ィ
ギ
は
懸

命
に
勉
強
し
た
。
彼
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
指
導
者
や
ナ
ポ
リ
地
匠
に
詳
し
い
の

で
、
窯
は
、
彼
の
忠
誠
心
を
た
め
す
た
め
、
ス
パ
イ
の
役
目
を
彼
に
與
え
た
。

間
も
な
く
し
て
、
彼
は
警
察
の
鹸
學
で
つ
か
ま
り
、
反
逆
罪
と
し
て
裁
到
さ

れ
た
。
父
は
裁
到
に
立
會
つ
た
が
、
泣
き
す
が
る
母
を
ふ
り
き
つ
て
、
ル
ィ

ギ
は
勘
當
し
た
と
陳
述
し
た
。
彼
は
十
五
年
の
投
獄
を
到
決
さ
れ
た
。
南
部

イ
タ
リ
ー
の
解
放
と
と
も
に
繹
放
さ
れ
る
身
と
な
つ
た
彼
は
、
父
へ
の
復
讐

心
に
か
ら
れ
、
父
が
北
部
に
逃
亡
し
た
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
。
ふ
た
た
び
窯

の
密
通
と
し
て
活
動
し
て
い
る
間
に
、
ナ
チ
に
捕
え
ら
れ
、
身
柄
を
イ
タ
リ

ー
側
へ
引
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
と
こ
ろ
が
突
然
、
父
が
監
獄
を
訪
ず

れ
て
き
た
。
彼
は
父
と
の
和
親
を
い
つ
わ
つ
て
、
父
の
た
め
に
ス
パ
イ
と
し

て
は
た
ら
く
と
申
し
出
た
。
こ
れ
を
本
氣
に
し
た
父
は
、
息
子
に
情
報
を
輿

え
て
し
ま
つ
た
。
ル
ィ
ギ
は
監
獄
か
ら
の
蓮
絡
を
通
じ
て
、
黛
仲
間
に
傳
言

し
、
父
の
所
在
地
を
奇
襲
さ
せ
、
遂
に
父
を
殺
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

二
一
二

（
二
四
〇
）

　
孤
立
感
　
　
共
産
主
義
者
が
絶
え
ず
彊
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
組
織
、
相
互

關
蓮
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
各
人
が
た
だ
集
團
に
關
蓮
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
み
な
が
一
種
の
紳
秘
的
共
同
艦
へ
融
合
し
て
い

る
よ
う
な
同
一
化
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
状
況
的
に
孤
猿
を
感
じ
て
い
る

も
の
は
、
い
と
も
容
易
に
そ
れ
を
分
有
し
よ
う
と
す
る
。
紳
脛
症
的
に
孤
立
化

し
て
い
る
人
間
は
、
そ
れ
と
反
封
に
、
自
己
自
身
に
引
き
こ
も
る
傾
向
を
も

ち
、
そ
の
防
衛
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
敵
意
を
極
度
に
抑
匿
し
、
あ
る
意
味
で
、
自

己
の
感
情
に
野
し
て
す
ら
自
分
自
身
を
防
衛
し
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
お
う
と
す

る
。
だ
が
こ
う
L
た
極
端
な
場
合
は
別
と
し
て
、
紳
脛
症
的
孤
立
感
を
も
つ
も

の
も
他
者
と
の
關
連
を
も
つ
必
要
を
感
ず
る
。
彼
が
共
産
主
義
を
選
ぶ
こ
と
に

は
、
無
意
識
的
な
敵
意
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
誘
因
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
窯
は
彼
に
役
割
、
課
題
、
同
志
を
與
え
て
く
れ
、
か
つ

外
的
世
界
に
封
す
る
態
度
を
も
規
定
し
て
く
れ
る
。
か
く
て
、
紳
脛
症
的
逃
避

者
は
自
己
の
麻
痺
状
態
を
同
遜
し
え
て
、
何
か
有
意
義
な
行
動
を
L
て
い
る
と

い
う
錯
覧
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
〔
ア
ル
ヴ
ィ
ソ
の
症
例
〕
彼
は
外
國
生
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
に
二
男
と
し
て

　
生
ま
れ
た
。
父
は
書
家
桑
装
飾
業
者
で
、
常
に
仕
事
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
い

　
た
。
家
族
は
シ
カ
ゴ
の
ウ
ヱ
ス
ト
・
サ
イ
ド
に
住
ん
で
い
た
。
母
は
近
所
づ

　
き
合
い
が
よ
く
な
か
つ
た
。
爾
親
の
あ
い
だ
に
愛
情
は
な
く
、
喧
嘩
の
断
え

　
間
が
な
か
つ
た
ほ
ど
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ア
ル
ヴ
ィ
ン
に
も
愛
情
と
い
う

　
も
の
が
與
え
ら
れ
た
た
め
し
が
な
か
つ
た
。
病
氣
の
時
で
す
ら
彼
は
介
抱
一

　
つ
し
て
も
ら
え
な
か
つ
た
。
母
親
は
彼
を
外
に
出
さ
ず
、
友
達
と
遊
ぶ
こ
と

　
も
禁
じ
て
い
た
。
兄
が
少
し
で
も
反
抗
し
よ
う
も
の
な
ら
、
さ
ん
ざ
ん
に
叱

　
咤
さ
れ
る
始
末
だ
つ
た
の
で
、
彼
は
お
と
な
し
く
、
獣
つ
て
い
た
。
ア
ル
ヴ



イ
ソ
の
學
校
の
成
績
は
よ
か
つ
た
が
、
た
と
え
A
を
と
つ
て
も
B
と
か
C
と

か
嘘
を
つ
い
た
。
そ
れ
も
母
親
の
満
足
感
を
奪
つ
て
や
ろ
5
と
し
た
が
た
め

だ
。
彼
が
共
産
黛
員
と
な
つ
た
の
も
、
こ
う
し
た
孤
猫
感
か
ら
で
あ
つ
た
。

彼
は
別
段
、
肚
會
や
家
族
に
ひ
ど
い
怨
恨
を
感
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
L
ろ
敵
意
は
自
分
の
内
奥
に
深
く
か
く
さ
れ
、
逃
避
に
よ
つ
て
敵
意
と
外

部
か
ら
の
傷
害
に
、
か
た
く
身
を
ま
も
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
生
活
の
目
標

と
か
出
世
の
欲
望
等
は
少
し
も
も
つ
て
い
な
か
つ
た
。
彼
は
、
敵
意
を
抑
璽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム

し
、
他
人
を
攻
撃
す
る
よ
り
か
は
自
分
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
否
定
的
態
度
を

と
つ
た
。
彼
を
診
断
し
た
精
神
分
析
學
者
は
、
　
〈
箪
純
な
精
紳
分
裂
症
ー
孤

猫
な
、
孤
立
し
た
、
皮
肉
な
自
己
敗
北
的
人
間
V
と
要
約
し
て
い
る
。

　
自
己
拒
否
　
　
共
産
主
義
は
ま
た
、
環
境
に
お
い
て
孤
立
せ
る
も
の
、
そ
れ

か
ら
逃
避
し
て
い
る
も
の
の
み
か
、
環
境
に
よ
つ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
も
の
、

あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
も
の
に
も
、
訴
え
か
け
る
。
こ
の
場
合

に
も
、
黒
人
と
か
ユ
ダ
ヤ
人
、
あ
る
い
は
失
業
者
の
如
く
、
状
況
に
よ
つ
て
自

己
が
拒
否
さ
れ
、
無
贋
値
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
も
の
、
自
己
の
幼
時
期
の
髄

験
に
お
い
て
、
自
己
の
力
量
な
り
償
値
な
り
に
内
面
的
・
慢
性
的
な
懐
疑
と
不

信
の
痕
跡
を
残
し
、
自
己
を
弱
き
も
の
無
償
値
な
も
の
と
し
て
拒
否
し
て
い
る

も
の
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
彩
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
か
か

る
自
己
拒
否
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
し
ば
し
ば
、
倒
錯
し
た
性
的
關
係
や
自
堕

落
、
奇
妙
な
偶
像
破
壊
的
行
爲
、
恥
厚
、
失
敗
等
に
封
す
る
自
己
卑
下
の
紳
輕

症
的
感
情
を
あ
ら
わ
し
、
一
種
の
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ニ
ズ
ム
ヘ
と
導
か
れ
る
。
か
く
て

窯
は
、
そ
れ
に
封
し
て
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
〔
ア
リ
ス
の
症
例
〕
彼
女
は
外
國
生
れ
の
ユ
ダ
ア
人
の
家
庭
に
生
れ
た
。
彼

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

女
は
幼
年
期
に
、
し
き
り
に
誰
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
い
と
感
じ
て
い

た
。
そ
し
て
、
異
教
徒
の
子
供
達
の
生
活
態
度
を
ま
ね
し
、
自
分
の
ユ
ダ
ア

人
の
血
統
や
外
國
人
ら
し
さ
を
否
定
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
彼
女
は
ス
ポ
ー

ツ
に
興
味
を
も
ち
、
快
活
に
み
な
を
リ
ー
ド
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た

彼
女
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
、
何
か
し
ら
欺
隔
が
あ
る
と
い
う

も
や
も
や
し
た
感
情
に
橿
ま
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ

ア
人
な
る
が
故
に
、
ど
う
し
て
の
け
者
に
さ
れ
る
の
か
と
い
う
感
情
が
そ
れ

で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
女
の
家
庭
内
に
は
脛
濟
的
浮
沈
が
甚
だ
し

く
、
い
ざ
こ
ざ
が
絶
え
な
か
つ
た
。
大
學
に
進
級
す
る
と
、
ア
リ
ス
は
外
國

人
に
典
型
的
な
獲
展
経
過
を
辿
つ
て
い
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
共
産
主

義
の
青
年
達
と
交
わ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
根
こ
ぎ
に
さ
れ
て
い
る

と
い
う
感
情
を
静
め
る
た
め
に
、
彼
女
は
、
何
か
廣
大
な
、
そ
し
て
意
義
深

い
力
強
い
も
の
に
す
が
り
た
い
と
感
じ
て
い
た
の
だ
。
共
壼
主
義
は
ア
リ
ス

に
、
歩
む
べ
き
方
向
を
指
示
し
て
く
れ
た
。
ア
リ
ス
自
身
は
、
ユ
ダ
ア
人
問

題
か
ら
の
逃
避
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
も
し
あ
な
た
が

た
が
何
庭
か
の
國
に
驕
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぽ
、
何
庭
の
國
に
も
屡
し

て
い
な
い
こ
と
と
同
じ
だ
し
、
誰
だ
つ
て
一
つ
の
國
に
麗
す
べ
ぎ
で
は
な
い

の
で
す
。
も
し
あ
な
た
が
た
が
異
教
徒
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ぽ
、
全
く

蓮
つ
た
集
團
に
参
加
し
、
そ
の
よ
う
な
集
團
に
意
味
を
あ
た
え
、
…
…
孤
立

の
中
に
あ
つ
て
夢
を
抱
い
て
は
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
で
し
よ
う
か
」
。

〔
ジ
ョ
ア
ン
の
症
例
〕
彼
女
は
貧
困
な
外
國
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
父
は

靴
屋
で
、
家
族
は
そ
の
店
裏
に
佳
ん
で
い
た
。
彼
女
が
十
二
歳
の
時
、
母
は

病
に
犯
さ
れ
、
　
一
年
後
に
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
父
亀
十
六
議
の
時
に
死
ん

だ
。
ジ
ョ
ア
ソ
は
學
校
の
成
績
は
素
晴
ら
し
か
つ
た
が
、
友
達
と
い
う
も
の

一
二
三

（
二
四
一
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

は
ま
る
で
な
か
つ
た
。
彼
女
は
上
級
生
の
あ
い
だ
で
不
人
氣
で
あ
つ
た
。
彼

等
は
、
彼
女
の
外
國
人
の
血
筋
を
嘲
笑
し
、
い
じ
め
た
。
爾
親
が
死
亡
し
て

後
、
彼
女
と
妹
は
暮
し
向
き
の
よ
か
つ
た
叔
母
に
あ
ず
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

つ
た
。
ジ
ョ
ア
ン
は
叔
母
と
の
折
合
が
ま
ず
か
つ
た
。
そ
し
て
妹
の
方
が
可

愛
が
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
い
た
。
十
七
歳
の
時
、
彼
女
は

叔
母
の
家
を
去
つ
て
、
働
ぎ
に
出
た
。
や
が
て
彼
女
は
、
藝
術
家
く
ず
れ
の

い
か
さ
ま
グ
ル
ー
プ
に
足
を
踏
み
入
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
た
。
幾
つ
か
の

懸
愛
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
彼
女
の
意
に
充
つ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
最
後

の
懸
愛
事
件
と
い
う
の
は
、
手
の
つ
け
ら
れ
ぬ
ほ
ど
混
飢
し
た
あ
る
男
と
で

あ
つ
た
が
、
彼
の
残
忍
な
仕
打
ち
に
あ
つ
て
別
れ
、
そ
の
後
彼
女
は
、
あ
る

年
上
の
女
と
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
女
は
同
性
愛
的
異
常
者
で

あ
つ
た
。
ジ
ョ
ア
ソ
は
、
こ
う
し
た
關
係
に
巻
ぎ
込
ま
れ
て
も
、
満
足
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
あ
る
夏
、
休
暇
の
折
、
と
あ
る
共
産
主
義
螢
働

學
校
に
出
席
L
て
み
る
氣
に
な
つ
た
。
彼
女
が
そ
こ
で
受
け
た
印
象
は
感
銘

深
か
つ
た
。
そ
こ
に
は
頑
張
で
、
健
康
で
、
友
情
に
厚
い
人
々
が
い
た
の
で

あ
る
ゆ
彼
女
に
と
つ
て
、
共
産
裳
は
一
種
の
サ
ナ
ト
リ
ゥ
ム
の
如
く
に
思
わ

れ
た
。
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
的
な
頽
綾
、
情
緒
的
な
悪
弊
か
ら
抜
け
だ
す
途
は
、
入

裳
す
る
よ
り
以
外
に
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

五
　
共
産
主
義
者
の
睨
煎
過
程

　
1
　
不
満
の
タ
イ
プ
と
パ
タ
喜
ン

　
共
産
窯
の
認
知
の
仕
方
、
共
産
主
義
者
の
肚
會
・
心
理
的
特
徴
は
、
蕪
へ
の

同
化
過
程
の
み
で
な
く
、
黙
か
ら
の
腕
窯
過
程
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
こ
で

先
ず
、
同
化
過
程
の
諸
段
階
に
一
轡
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
葛
藤
が
生
じ
て

一
二
四

（
二
四
二
）

い
る
か
を
分
析
し
て
み
る
。
黛
員
の
大
多
籔
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
同
化
過
程

は
次
の
三
段
階
で
あ
る
。
第
一
段
階
は
蕪
へ
の
参
加
、
こ
こ
で
は
エ
ソ
テ
リ
ッ

ク
な
黛
の
性
質
を
把
え
て
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど
例
外
的
と
い
つ
て
よ
い
。
第
二

段
階
は
行
動
へ
の
移
行
、
こ
こ
に
お
い
て
新
し
い
補
充
黛
員
に
課
題
が
與
え
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
三
段
階
は
食
・
！
ガ
ン
化
V
、
こ
れ
は
激
化
の
段
階
で

あ
つ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
黛
の
儀
式
的
雰
園
氣
に
關
與
す
る
よ
う
に
な
る
。
大

部
分
の
窯
員
は
《
行
動
V
と
《
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
V
の
領
域
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
、

そ
れ
ら
を
《
突
破
V
し
て
い
く
か
、
そ
れ
ら
か
ら
《
脱
退
V
す
る
よ
う
に
な
る
か

と
い
う
岐
馳
が
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
窯
の
中
椹
部
に
昇
級
す
る
か
、
も
し
く
は

そ
れ
か
ら
反
嬢
し
て
脱
窯
に
導
く
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
窯
に
封
す
る
不
満

は
、
右
の
同
化
過
程
の
い
ず
れ
の
段
階
に
も
生
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ

が
大
部
分
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
三
段
階
を
経
験
し
て
、
そ
の
間
蕪
に
よ
つ
て
加

え
ら
れ
た
自
分
の
利
害
や
贋
値
の
損
傷
が
、
離
脱
の
原
因
を
累
積
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
そ
の
不
満
の
タ
イ
プ
は
、
デ
ー
タ
を
分
類
す
る
と
、
次
の
五
つ
の

範
疇
を
も
つ
て
い
る
。
e
履
歴
に
關
蓮
す
る
不
漏
、
目
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
人

間
關
係
に
加
え
ら
れ
た
璽
力
、
⑫
窯
以
外
の
集
團
へ
の
忠
誠
心
に
加
え
ら
れ
た

堅
力
、
㈲
債
値
に
加
え
ら
れ
た
堅
力
、
㈲
道
徳
的
基
準
に
加
え
ら
れ
た
匪
力
。

　
履
歴
に
關
蓮
す
る
不
滞
　
　
鷹
答
者
の
孚
藪
以
上
は
窯
職
員
か
、
窯
麦
配
下

に
あ
る
諸
組
織
の
有
給
役
員
で
あ
つ
た
。
そ
の
他
に
黛
機
構
内
の
下
位
の
も
の

で
、
無
給
の
も
の
も
相
當
い
た
。
彼
等
の
う
ち
二
二
％
は
窯
内
で
の
彼
等
の
履

歴
が
中
絶
さ
れ
た
か
、
混
飢
さ
せ
ら
れ
た
か
を
脱
裳
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。
窯

の
決
定
に
よ
つ
て
自
分
の
ポ
ス
ト
が
交
替
さ
せ
ら
れ
る
よ
5
な
場
合
、
そ
れ
は
、

軍
に
服
役
後
、
復
窯
し
て
み
る
と
自
分
の
地
位
が
他
の
も
の
に
よ
つ
て
奪
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
憤
慨
し
た
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
例
に
示
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。



ま
た
あ
る
イ
タ
リ
ー
婦
人
の
例
で
は
、
イ
タ
リ
ー
婦
人
蓮
盟
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
組

織
す
る
よ
う
指
令
さ
れ
た
彼
女
は
、
中
途
で
そ
の
仕
事
を
他
人
に
引
渡
す
よ
う

命
令
さ
れ
、
さ
ら
に
新
し
い
ユ
ニ
・
ト
を
組
織
す
る
よ
う
他
の
村
に
邊
ら
れ
る

こ
と
に
な
つ
た
。
彼
女
は
黛
の
官
僚
的
な
や
り
方
に
抗
議
を
申
し
込
ん
だ
た

め
、
〈
反
動
的
V
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
た
。
黛
員
で
あ
る
こ
と
と
窯
以
外
の
自

分
の
仕
事
と
に
葛
藤
が
生
じ
、
そ
れ
が
自
分
の
履
歴
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
と

な
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
（
鷹
答
者
の
二
二
％
）
も
あ
る
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の

作
家
の
例
を
ひ
く
と
、
「
…
…
わ
た
し
は
何
か
善
い
こ
と
、
倫
理
的
な
こ
と
を

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
わ
た
し
が
彿
つ
て
い
る
代
償
は
、
自
分
の

才
能
を
頓
挫
さ
せ
て
し
ま
5
こ
と
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
に
は
書
く
時
間
、
熟
考

す
る
時
間
等
が
全
然
な
か
つ
た
。
…
…
途
に
、
わ
た
し
を
決
裂
さ
せ
た
も
の
は
、

も
し
窯
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
ら
、
わ
た
し
は
、
自
分
の
う
ち
に
あ
る
非
常
に
貴

重
な
何
も
の
か
を
、
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
意
識
し
た
か
ら
だ
」
と
。

　
黛
の
要
求
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
　
　
窯
は
し
ぽ
し
ば
個
人
の
性
格
や
行
爲
の

基
準
に
惇
る
振
舞
い
を
彊
制
す
る
。
感
答
者
の
九
％
は
残
酷
な
行
爲
を
彊
い
ら

れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
一
七
％
は
他
の
人
間
を
操
作
す
る
こ
と
を
飴
儀
な

く
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
二
四
％
は
個
人
の
破
壊
、
非
人
格
化
を
嫌
悪

し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
黛
か
ら
離
れ
て
い
つ
た
。
残
虐
行
爲
は
敵
封
者
に
封
し

て
ば
か
り
で
は
な
く
、
黛
員
仲
間
に
封
し
て
す
ら
容
赦
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
。

な
お
、
そ
れ
は
物
理
的
暴
力
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
、
黛
員
の

逸
脱
行
爲
や
不
服
從
に
封
し
て
は
、
酷
た
ら
し
い
侮
辱
が
加
え
ら
れ
、
か
か
る

過
ち
を
犯
し
た
も
の
は
公
け
に
告
白
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は

あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
し
、
敢
て
例
謹
に
も
お
よ
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
者
を

操
作
す
る
こ
と
へ
の
反
感
は
、
次
の
イ
タ
リ
ー
人
の
言
葉
に
明
瞭
に
表
現
さ
れ
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て
い
る
。
「
わ
た
し
が
話
か
け
る
大
衆
を
、
わ
た
し
は
心
か
ら
愛
し
て
い
た
。

そ
の
う
ち
に
わ
た
し
は
、
蕪
機
關
1
す
べ
て
の
ハ
イ
ア
ラ
キ
ー
は
大
衆
を
少

し
も
愛
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
形
な
き
マ
ス
と
し
て
彼
等
を
操
作
し
て
い
る
だ
け

だ
と
い
う
こ
と
に
氣
付
い
た
。
…
…
事
實
、
窯
は
た
だ
集
團
的
頭
謄
を
必
要
と

し
、
知
識
人
と
し
て
の
こ
の
わ
た
し
に
は
、
こ
の
よ
5
な
非
人
格
化
に
お
い
て

助
力
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
破

壌
、
《
頭
謄
の
結
晶
化
V
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
間
窯
に
い
た
フ
ラ
ソ
ス
人
が

こ
う
語
つ
て
い
る
。
「
彼
等
は
カ
フ
カ
の
小
説
の
主
人
公
の
よ
う
に
し
や
べ
つ

て
い
た
。
彼
等
は
瀾
き
き
つ
て
い
た
。
彼
等
は
ユ
マ
ニ
テ
し
か
讃
ん
で
い
な
か

つ
た
。
こ
れ
ら
フ
ラ
ソ
ス
人
同
志
の
あ
い
だ
に
い
て
、
わ
た
し
は
ぞ
つ
と
す
る

ほ
ど
猫
り
ぼ
つ
ち
な
の
を
感
じ
た
。
そ
し
て
と
て
も
彼
等
と
】
緒
に
と
ど
ま
つ

て
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
彼
等
に
封
し
て
、
諸
君
が
ち
よ
つ
と
し
た
疑

惑
で
も
抱
こ
う
も
の
な
ら
、
殺
さ
れ
た
も
同
然
だ
。
彼
等
の
人
間
性
は
攣
化
さ

れ
、
原
子
化
さ
れ
、
崩
壌
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
は
恐
る
べ
き
人
々
だ
。
彼
等
は

自
ら
の
魂
を
失
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
だ
」
。

　
人
間
關
係
に
加
え
ら
れ
た
墜
力
　
　
慮
答
者
の
二
九
％
が
、
爾
親
、
兄
弟
、

夫
婦
、
友
人
等
、
人
間
關
係
に
封
す
る
蕪
の
迫
害
を
、
脆
窯
理
由
に
あ
げ
て
い

る
。
製
造
工
場
の
纏
管
者
を
父
親
に
も
つ
あ
る
イ
タ
リ
ー
の
技
師
の
話
で
あ

る
。
父
は
彼
が
入
裳
す
る
こ
と
に
反
封
は
し
な
か
つ
た
。
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
が

設
立
さ
れ
た
時
、
工
場
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
り
、
息
子
が
ピ
ケ
・
ラ
イ
ソ
を
張

る
こ
と
と
な
つ
た
。
父
が
聲
食
を
と
り
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
と
、
附
近
の
町

か
ら
感
援
に
か
け
つ
け
た
ピ
ケ
隊
が
、
父
の
車
を
取
り
園
ん
だ
。
彼
が
車
か
ら

上
膿
を
乗
り
だ
し
て
、
用
件
を
た
ず
ね
て
も
、
誰
も
口
を
開
か
な
か
つ
た
。
彼

が
車
を
お
り
る
と
、
ピ
ケ
隊
員
の
一
人
が
い
き
な
り
彼
の
顔
に
唾
を
吐
い
た
。

一
二
五

（
二
四
三
）
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立
腹
し
た
父
は
、
工
場
脛
管
者
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
奪
嚴
を
殿
損
さ
れ

た
人
間
と
し
て
、
相
封
で
話
し
合
お
う
と
そ
の
卑
扶
者
に
い
う
と
、
ピ
ケ
隊
は

立
退
い
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
事
件
を
み
て
い
た
息
子
は
最
早
忍
び
が
た
く
、
腕

退
し
て
し
ま
つ
た
。

　
集
團
へ
の
忠
誠
心
に
加
え
ら
れ
た
匪
力
　
　
多
籔
の
も
の
は
入
窯
す
る
時
、

共
産
主
義
蓮
動
の
要
求
す
る
完
全
な
る
忠
誠
心
を
充
分
に
意
識
し
て
い
な
い
。

窯
と
國
家
、
小
集
團
、
螢
働
組
合
等
と
の
利
害
封
立
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彊
ソ
不
可
侵
協
定
の
締
結
は
ど
れ
ほ
ど
の
混
凱
を
西
欧

諸
國
の
共
産
窯
に
惹
起
せ
し
め
た
か
、
ソ
同
盟
の
政
策
に
各
國
の
蓮
動
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
が
如
何
に
不
可
能
で
あ
つ
た
か
は
、
脛
験
の
示
す
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
、
窯
の
た
め
に
螢
働
組
合
の
利
害
を
捨
て
て
顧
み
な
い
こ
と
は
、
決

し
て
螢
働
者
の
實
質
的
目
的
に
か
な
つ
て
い
る
と
い
え
ず
、
蕪
は
い
つ
で
も
勢

働
者
の
立
場
を
保
護
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
各
種
集
團
の
利
害
を
窯
に
從

馬
さ
せ
る
こ
と
に
も
、
少
な
か
ら
ざ
る
抵
抗
が
生
ず
る
。
黒
人
や
ユ
ダ
ア
人
の

鷹
答
者
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
等
自
身
の
も
つ
問
題
は
黛
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
若
い

黒
人
の
窯
員
は
、
黒
人
問
題
の
映
書
製
作
に
關
輿
す
る
た
め
、
モ
ス
ク
ワ
に
派

遣
さ
れ
た
。
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
企
蚕
が
攣
更
さ
れ
た
の
で
、
彼
は
そ
の
決

定
に
彊
く
抗
議
し
た
。
長
い
論
雫
の
末
、
ロ
シ
ア
の
高
官
が
彼
に
い
つ
た
言
葉

は
こ
う
で
あ
る
。
二
騰
君
は
、
共
産
主
義
者
な
の
か
ニ
グ
冒
な
の
か
」
。
イ
タ

リ
ー
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
國
で
は
、
宗
教
的
信
仰
と
共
産
主
義
と
の

あ
い
だ
に
悲
劇
的
相
剋
が
起
る
。
イ
タ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
共
産
窯
員
で
あ
つ

て
も
教
會
に
通
い
、
秘
蹟
を
受
け
る
も
の
す
ら
あ
る
。

　
便
値
の
葛
藤
　
　
慮
答
者
に
よ
つ
て
報
告
さ
れ
た
儂
値
の
葛
藤
は
、
知
的
・

一
二
六
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藝
術
的
・
政
治
的
・
脛
濟
的
諸
贋
値
に
類
別
さ
れ
る
。
知
的
・
藝
術
的
贋
値
の
葛

藤
は
、
主
と
し
て
、
裳
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
學
者
、
藝
術
家
等
の
あ
い
だ
に
み

ら
れ
る
。
先
に
も
鰯
れ
た
猫
ソ
不
可
侵
協
定
に
よ
つ
て
生
じ
た
窯
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
良
心
の
危
機
、
ル
イ
セ
ン
コ
論
箏
を
め
ぐ
つ
て
の
遺
傳
學
者
の
學
問
的

動
揺
の
危
機
等
は
、
餓
り
に
も
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
蕪
の
藝
術
に
封
す
る
執

拗
な
干
渉
は
、
藝
術
家
の
果
敢
な
反
抗
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
政
治
的

贋
値
の
葛
藤
は
、
黛
の
灌
威
主
義
的
蓮
鶯
方
式
、
役
員
の
選
出
、
討
論
の
方
法

等
へ
の
批
到
と
し
て
、
す
べ
て
の
窯
員
の
あ
い
だ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
経
濟

的
贋
値
の
葛
藤
は
、
窯
員
で
あ
る
螢
働
組
合
員
、
小
企
業
経
管
者
、
協
同
組
合
管

理
者
等
が
訴
え
る
苦
情
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
窯
の
政
策
決
定
、
執
行
命

令
が
し
ぽ
し
ば
彼
等
の
纒
濟
的
損
失
、
生
董
性
の
低
下
を
も
き
た
し
て
い
る
。

　
以
上
の
不
満
の
諸
タ
イ
プ
の
幾
つ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
結
合
が
、
各
個
人
の

う
ち
に
特
殊
的
脛
験
を
か
た
ち
づ
く
つ
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
ラ
ン
ダ

ム
な
様
態
で
散
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
國
別
、
階
級
別
、
地
位
別
、
時
期

別
に
よ
つ
て
、
や
は
り
一
定
の
パ
タ
ー
ソ
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
的
に

述
べ
て
み
る
と
、
國
別
で
は
、
イ
タ
リ
ー
の
感
答
者
の
四
五
％
が
個
人
性
へ
の

脅
威
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
堅
迫
へ
の
反
動
と
し
て
入

窯
し
た
彼
等
が
、
殊
更
黛
の
灌
威
主
義
的
教
義
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
痛
切
に
感
じ
、

期
待
を
裏
切
ら
れ
た
と
感
じ
と
つ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ

や
イ
ギ
リ
ス
の
懸
答
者
は
窯
生
活
の
雰
園
氣
や
交
際
關
係
の
不
快
さ
を
感
じ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
窯
の
陰
謀
的
・
濁
断
的
生
活
様
式
が
、
彼
等
の
周
邊
の
肚

會
様
式
と
鏡
く
封
立
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
窯
員

間
で
は
、
白
人
と
黒
人
と
が
和
合
し
て
い
な
い
黙
も
、
そ
の
裳
の
異
質
的
性
格

が
も
つ
問
題
で
あ
ろ
う
。
階
級
別
に
は
、
中
産
階
級
と
螢
働
階
級
と
の
差
異
が



特
に
著
し
い
。
第
↓
表
を
参
照
す
れ
ば
、
個
人
性
の
喪
牛
、
知
的
贋
値
・
藝
術

的
贋
値
と
の
封
立
に
お
い
て
、
爾
者
の
性
格
は
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

地
位
別
に
み
る
と
、
上
級
裳
員
に
裳
内
の
履
歴
に
關
す
る
不
瀟
が
多
い
の
に
封

し
て
、
下
級
・
一
般
窯
員
に
は
、
窯
外
の
職
業
や
成
功
の
た
め
に
不
滞
を
訴
え

て
い
る
も
の
が
頻
繁
で
あ
る
。
蕪
内
の
雰
園
氣
、
知
的
贋
値
、
藝
術
的
贋
値
に

封
す
る
不
満
は
、
下
位
の
地
位
に
あ
る
も
の
ほ
ど
多
い
こ
と
も
興
味
あ
る
。
時

期
別
に
み
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
前
期
窯
員
に
は
現
在
の
黛
が
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ソ
主
義
か
ら
偏
差
L
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ

る
。
か
か
る
事
實
は
、
窯
に
お
け
る
形
式
的
教
義
の
影
響
力
が
脆
弱
に
な
つ
て

き
て
い
る
こ
と
を
鐙
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
窯
に
封
す
る
不
漏
は
、
各
人
の
杜
會
的
性
格
、
職
業
上
の
種

第1表　階級別にみた不滞のタイプ（％

勢働階級 中産階級全感答者

履歴の分裂 27 17 22

個人性の喪失 16 32 24

掌内の雰園氣 40 53 47

・シァの支配 19 28 24

掌封知的憤値 11 42 29

黛封藝術的憤値 1 12 6
黛封政治的憤値 25 34 29

黛到纒濟的償値 10 7 9
勢働組合封糞 46 14 29

（複数解答）
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類
お
よ
び
窯
組
織
に
お
い

て
の
地
位
等
に
關
蓮
し

て
、
い
ろ
い
ろ
と
異
な
る
。

さ
ら
に
そ
う
し
た
不
満

は
、
入
裳
に
よ
つ
て
各
人

が
充
足
し
よ
う
と
し
て
い

る
欲
求
や
利
害
に
よ
つ
て

も
営
然
異
つ
て
く
る
。

今
、
感
答
者
を
、
入
窯
前

に
情
緒
的
不
調
整
に
陥
っ

て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ

瀞
経
症
者
お
よ
び
非
神
脛

症
者
と
し
て
事
例
別
に
分
類
す
る
と
、
次
の
如
き
結
果
が
得
ら
れ
る
。
神
纒
症

例
九
四
、
非
神
脛
症
例
一
二
七
の
う
ち
、
例
え
ば
、
窯
内
の
履
歴
に
葛
藤
を
き

た
し
て
い
る
も
の
は
各
鳶
二
九
％
封
一
七
％
、
窯
内
の
交
際
や
雰
園
氣
に
葛
藤

を
き
た
し
て
い
る
も
の
は
六
三
％
封
三
五
％
、
で
あ
る
。
か
く
て
、
入
裳
前
に

人
間
關
係
に
困
難
な
問
題
を
も
つ
て
い
た
も
の
は
、
窯
内
に
あ
つ
て
も
そ
の
困

難
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
結
果
は
ま
さ
に
そ
の
濫
り
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
情
緒
的
に
不
調
整

な
も
の
は
窯
内
で
も
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
窯
に
安
定
し
た
忠

誠
心
を
敏
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
窯
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
デ
ィ
レ
ン
マ
を
も
つ
て
い
る
。

　
亙
　
脱
裳
過
程
と
そ
の
後
の
調
整
問
題

　
以
上
の
如
く
、
個
人
と
窯
と
に
は
、
複
雑
な
機
縁
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る

だ
け
に
、
脱
窯
過
程
に
も
い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
俘
つ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
集

團
で
も
政
蕪
で
も
出
鱈
目
に
入
窯
や
脱
窯
が
許
さ
れ
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
共
産
窯
の
場
合
、
と
く
に
そ
れ
が
嚴
重
に
取
締
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
窯
は
極
力
脱
窯
を
防
、
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
、
脱
窯
者
は
政
治
的
に
安
全
な
中
立
性
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
彼
は
《
異
端
者
V
と
し
て
、
如
何
な
る
敵
封
者
よ
り
も
激
し
く
、
檜
悪
の

封
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
脱
窯
の
容
易
さ
と
困
難
さ
に
影
響
し
て
く
る
要
因
と
し
て
は
、

第
一
に
黛
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
程
度
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
瞥
働
組
合
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
よ
り
効
果
的
に
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
期
待
を
も
つ
て
入

窯
す
る
一
般
黛
員
は
、
黛
外
部
と
の
接
賜
も
保
つ
て
お
り
、
た
と
え
脱
窯
し
て

二
七

（
二
四
五
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

も
、
勢
働
組
合
の
活
動
を
接
綾
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
腕
煎
後
の
調

整
も
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
そ
れ
に
封
し
て
、
窯
に
全
面
的
に
か
か
わ
り
合

い
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
活
を
た
て
て
き
た
上
級
窯
員
は
、
外
部
と
の
接
隅
も
な

ぐ
、
外
界
か
ら
受
け
る
敵
封
感
情
も
彊
く
、
最
大
の
困
難
に
出
會
わ
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
第
二
は
離
腕
後
の
個
人
に
待
ち
う
け
て
い
る
外
部
の
状
況
に
封
す
る

見
透
し
の
問
題
で
あ
る
。
共
産
主
義
に
代
る
べ
き
政
治
蓮
動
の
存
在
、
前
裳
員

に
封
す
る
杜
會
の
制
裁
等
が
腕
窯
の
比
牽
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
黛

の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
漏
た
さ
れ
る
欲
求
や
利
害
が
他
の
適
當
な
と
こ
ろ

で
も
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
入
窯

に
際
し
て
の
状
況
的
原
因
か
神
脛
症
的
原
因
か
に
よ
つ
て
、
脱
黛
行
爲
お
よ
び

そ
の
後
の
將
來
に
も
至
難
な
葛
藤
を
ひ
き
起
し
て
い
く
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。

　
腕
窯
ま
で
の
懐
疑
の
期
間
　
　
多
籔
の
腕
窯
者
は
、
窯
を
去
る
前
に
、
懐
疑

と
優
柔
不
漸
の
期
間
を
脛
て
い
る
。
第
一
表
に
よ
る
と
、
懸
答
者
の
三
分
の
二

が
脱
窯
の
最
終
決
定
に
い
た
る
ま
で
に
、
一
年
以
上
の
期
間
を
費
し
て
い
る
。

し
か
し
あ
る
も
の
は
懐
疑
し
は
じ
め
て
も
、
自
分
自
身
に
確
信
が
も
て
ず
、
あ

る
い
は
黛
を
去
る
こ
と
を
卑
怯
で
あ
る
と
感
じ
、
あ
る
い
は
自
分
が
重
大
な
過

失
を
犯
し
た
と
自
ら
に
納
得
さ
せ
る
氣
に
な
れ
ず
、
あ
る
い
は
ま
た
、
も
し
離

脱
し
た
ら
、
窯
が
如
何
な
る
報
復
手
段
に
訴
え
て
く
る
か
、
外
部
の
吐
會
が
自

分
自
身
に
如
何
な
る
制
裁
を
課
す
る
か
を
恐
れ
て
、
窯
に
と
ど
ま
つ
て
し
ま
う

と
い
う
。
こ
う
し
た
懐
疑
の
期
間
は
地
位
に
よ
つ
て
差
が
あ
る
。
三
年
以
上
の

期
間
は
、
上
級
窯
員
の
三
五
％
、
下
級
蕪
員
の
二
一
％
、
一
般
窯
員
の
一
七
％

で
あ
り
、
　
一
年
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
一
二
％
、
二
五
％
、
三
二
％
と
封
照
的
で

あ
る
。

　
脱
裳
の
困
難
性
　
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
窯
か
ら
の
脱
窯
は
容
易
な
業

第1表　地位別にみた腕窯までの懐疑の期間（％）

一
二
八

一般黛員 下級黛員 上級黛員 全鷹答者

7年づそれ以上

3　　　　7年

2　　　　3年

1　　　　2年

1　年　以　下

わからない，あ
るいは疑わない

7
1
0
1
5
2
6
3
2
1
0

9
1
2
2
0
2
5
2
5
9

14

21

26

17

12

10

9
1
4
1
9
2
3
2
5
1
0

総　　　　計 100 100 100 100

（
二
四
六
）

で
は
な
い
。
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の

裳
員
は
い
う
。
「
か
つ
て
諸
君

は
不
一
致
を
理
由
に
、
蕪
を
去

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
諸
君

は
離
脱
す
る
灌
利
を
有
し
て
い

た
。
諸
君
は
敵
と
な
つ
た
が
、

全
き
公
権
喪
失
者
で
は
な
か
つ

た
。
し
か
し
今
日
、
諸
君
が
も

し
離
脱
し
よ
う
も
の
な
ら
、
諸

君
は
政
治
的
自
殺
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
。
諸
君
は
破
壌
さ
れ

る
。
友
人
の
誰
一
人
と
し
て
、

諸
君
に
ふ
た
た
び
話
し
か
け
る

よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
く
な

る
。
そ
れ
こ
そ
、
窯
が
人
々
を

保
持
し
て
い
く
方
法
な
の
だ
。

窯
員
は
除
名
さ
れ
た
裳
員
と
口
を
き
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
規
則
だ
。

除
名
さ
れ
た
も
の
は
破
門
さ
れ
た
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
諸
君
に
、
そ

し
て
多
く
の
人
々
に
封
し
て
、
保
誰
し
よ
う
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
の
ド
ラ
マ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
。
…
…
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
脆
出
す
る
に
は
、
そ
れ
こ
そ

勇
氣
が
い
る
」
と
。
か
か
る
困
難
性
を
國
別
に
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ

ー
の
方
が
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
よ
り
、
や
や
困
難
の
度
が
張
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
第
二
表
滲
照
）
。
そ
れ
に
は
幾
つ
か
の
要
因
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
第
一

は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
の
共
産
窯
が
有
力
な
蓮
動
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
そ



れ
ら
の
窯
は
、
他
の
二
國
の
窯
よ
り
も
一
暦
有
効
的
に
腕
窯
者
を
脅
迫
で
き
る

こ
と
、
第
三
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ー
に
は
左
派
政
窯
の
力
が
比
較
的
弱
く
、

腕
窯
し
て
も
、
さ
L
あ
た
つ
て
参
加
す
べ
き
代
替
物
が
な
い
こ
と
等
が
あ
げ
ら

れ
る
。
地
位
別
に
み
た
場
合
、
そ
の
差
異
に
は
著
し
い
ひ
ら
き
が
示
さ
れ
て
い

る
（
第
三
表
参
照
）
。

　
情
緒
的
間
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
入
窯
し
た
も
の
は
、
腕
裳
に
際
し

第2表　國別にみた腕窯の困難性の度合（％）

アメリカ イギリス フランス
　　　1
イタリー全鷹答者

極度に困難
困難である
それ程でもない

問題にならない

わか　らない

6
3
6
1
9
3
3
6

14

30

12

44

『

13

34

19

259

21

37

16

22

4

13

34

17

315

総　　　　計 100 100 100 100 100

第3表　地位別にみた脱窯の困難性の度合（％）

一般窯員 下級糞員 上級黛員 全鷹答者

極度に困難
困難である
それ程でもない

問題にならない

わか　らない

一
2
9
2
0
4
6
5

19

40

12

254

30

37

1896

13

34

17

315

総　　　　計 100 100 100 100

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

第4表欲求のタイプと脱黛の困難性との關蓮（％）

（イギリス・アメリカとフランス・イタリーのグループ，別）

神　経　症　者 非紳経症者 全感答者

イギリス・

アメリカ
フラソス・

イタリー
イギリス・
アメ　リカ

フランス・

イタリー

事　　例　　籔 60 32 54 75 221

極度に困難
困難である
それ程でもない

問題にならない

わか　らない

10

44

15

283

23

33

7
3
3
4

9
2
0
1
7
5

1
3

14

36

22

199

13

34

17

315

絡　　　　計 100 100 100 100 100

て
、
状
況
的
問
題
に
よ

つ
て
入
窯
し
た
も
の
に

比
較
す
る
と
、
よ
り
困

難
で
あ
ろ
5
と
い
う
こ

と
は
、
先
に
假
設
的
に

述
べ
て
お
い
た
。
デ
ー

タ
に
よ
る
と
、
神
脛
症

者
で
困
難
を
感
じ
た
と

い
う
も
の
五
五
％
、
非

紳
脛
症
者
で
四
二
％
と

な
つ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
比
牽
は
、
さ
ら
に

各
國
に
お
け
る
政
治
・

肚
會
的
状
況
、
共
産
裳

の
機
能
の
差
に
よ
つ
て

見
な
お
し
て
み
な
い

と
、
よ
り
正
確
な
解
答

を
得
ら
れ
な
い
（
第
四

表
参
照
）
。
イ
ギ
リ
ス
・

ア
メ
リ
カ
で
は
、
神
脛

症
者
に
つ
い
て
み
て
、

極
度
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
も
の
と
困
難
で
あ
る
と
い
う
も
の
合
計
五
四
％
、

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
で
は
五
六
％
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
奉
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
非
紳
脛
症
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
合
計
二
九
％
封
五
〇
％

一
二
九

（
二
四
七
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

と
い
う
比
率
の
差
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
間
題
に
な
ら
な
い
と
い
う

も
の
は
、
紳
経
症
者
に
つ
い
て
二
八
％
封
三
三
％
、
非
神
脛
症
者
に
つ
い
て
五

一
％
封
一
九
％
と
、
爾
グ
ル
ー
プ
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
表
の

デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
、
情
緒
的
に
不
調
整
な
も
の
は
、
そ
の
破
壌
的
．
疎
外

的
性
向
の
捌
け
口
を
共
産
主
義
に
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
國
の
い

ず
れ
を
問
わ
ず
、
そ
も
そ
も
彼
等
に
と
つ
て
は
、
そ
れ
以
外
に
解
決
の
方
法
が

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
爾
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
紳
経
症
者
が
等

し
く
脱
窯
に
困
難
を
感
ず
る
と
い
う
結
果
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
當
然
の
こ

と
と
い
え
る
。
他
方
、
非
神
脛
症
者
、
《
正
常
V
な
人
々
の
あ
い
だ
で
は
、
爾

グ
ル
ー
プ
の
差
異
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
パ
タ
ー
ソ
と
照
鷹
し
て
い
る
こ
と
を

告
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
は
共
産
窯
が
大
衆
的
基

盤
を
敏
き
、
支
配
的
な
行
動
様
式
と
も
封
立
し
て
い
る
。
正
常
人
は
、
も
し
入

窯
し
て
満
足
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
他
の
方
法
を
選
揮
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
で
は
、
先
に
指
摘
さ
れ
た
理
由

か
ら
、
黛
を
去
る
こ
と
自
膣
が
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
共
産
窯
に
代
る
べ
き

左
派
政
窯
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
て
、
正
常
人
の
脱
裳
が
困

難
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
調
整
問
題
の
タ
イ
プ
　
　
懸
答
者
の
デ
ー
タ
か
ら
、
次
の
四
つ
の
調
整
間
題

の
タ
イ
プ
が
抽
出
さ
れ
る
。
第
一
は
自
己
の
一
貫
性
を
保
持
し
て
い
こ
う
と
す

る
問
題
、
第
二
は
離
腕
後
の
履
歴
、
職
業
上
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け

ば
よ
い
か
と
い
う
問
題
、
第
三
は
離
腕
後
の
新
し
い
人
問
關
係
、
友
人
、
夫
、

妻
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
問
題
、
第
四
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
、
哲
學
上
の
調
整
と
し
て
、
自
己
の
償
値
を
如
何
に
考
え
な
お
し
て
い
く
か

と
い
う
問
題
。
共
産
主
義
者
の
多
く
が
語
つ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
が
長
年
の

一
三
〇

（
二
四
八
）

あ
い
だ
生
命
を
賭
し
て
き
た
共
産
主
義
の
蓮
動
が
《
爲
り
の
た
め
の
圏
い
V
で

あ
つ
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
容
認
し
難
い
。
過
去
と
訣
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
苦
悶
は
、
並
大
抵
で
は
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
脱
窯
者
が
生

活
を
た
て
て
い
く
前
途
は
極
め
て
多
難
で
あ
る
。
共
産
窯
は
腕
窯
者
の
行
状
を

就
職
先
に
密
告
し
て
は
、
彼
の
評
到
を
そ
こ
な
わ
せ
る
。
「
わ
た
し
は
窯
外
の

誰
と
も
交
渉
を
も
つ
て
い
な
か
つ
た
し
、
關
係
も
も
つ
て
い
な
か
つ
た
。
わ
た

し
は
他
の
環
境
に
誰
も
知
り
人
が
い
な
か
つ
た
。
二
年
間
と
い
う
も
の
、
わ
た

し
は
行
き
當
り
ば
つ
た
り
に
、
ま
る
で
室
虚
の
中
に
生
活
し
て
い
た
」
と
あ
る

フ
ラ
ン
ス
人
は
述
べ
て
い
る
。
脱
窯
者
が
肚
會
生
活
を
再
建
し
て
い
く
に
、
如

何
に
困
難
で
あ
る
か
が
察
知
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
、
知
的
・
道
徳
的
債
値
の
間

題
に
關
し
て
も
、
深
刻
な
反
省
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
他
の
世
界
と
の
交

渉
を
取
り
戻
し
、
幾
つ
か
の
は
ね
返
り
を
避
け
る
に
は
長
い
時
間
か
か
る
。
わ

た
し
は
長
い
あ
い
だ
濁
り
き
り
で
い
て
、
新
た
な
均
衡
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
努

力
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。
わ
た
し
は
瞑
想
に
多
く
の
時
を
費
し
た
。
わ
た
し

は
科
學
や
按
術
へ
の
信
念
を
失
つ
て
、
宗
教
に
舞
い
戻
つ
て
い
つ
た
…
…
」
と

あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
語
る
。
ま
た
、
自
己
検
討
の
苦
澁
な
途
を
古
典
の
世
界
に

求
め
て
い
つ
た
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
は
、
「
諸
君
は
何
も
の
か
を
信
じ
よ

う
と
し
て
は
じ
め
、
何
を
信
じ
て
よ
い
か
分
ら
ず
に
絡
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
調
整
問
題
は
、
國
別
、
階
級
別
、
時
期
別
に
み
て
も
差
異
が
示
さ

れ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
明
確
な
の
は
地
位
別
に
み
た
場
合
で
あ
る
（
第
五
表
参

照
）
。
履
歴
上
の
問
題
、
人
間
關
係
の
問
題
、
贋
値
韓
換
の
問
題
、
い
ず
れ
も
上

級
窯
員
は
他
の
二
者
よ
り
困
難
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
問
題
な
い
と
い
う
も

の
は
地
位
の
序
列
に
し
た
が
つ
て
い
る
黙
も
、
け
だ
し
至
営
な
結
果
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
欲
求
の
タ
イ
プ
と
調
整
問
題
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
は
、
神
経
症
者



が
よ
り
一
暦
困
難
に
遭
遇
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
關
係
の
問
題
で
は
、
紳
脛

症
者
の
四
七
％
に
封
し
て
非
紳
脛
症
者
の
二
二
％
と
な
り
、
比
牽
の
差
が
二
倍

以
上
で
あ
る
。
第
六
表
は
、
第
四
表
と
同
じ
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
別
に
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
　
こ
こ
で
、
　
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
で
は
、
履
歴
上
の
問

題
、
贋
値
轄
換
の
問
題
は
、
神
経
症
者
と
非
神
脛
症
者
と
も
に
同
率
に
近
い
。

こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
と
封
比
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
の
方

が
調
整
問
題
に
も
困
難
が
多
い
こ
と
が
到
り
、
第
四
表
の
見
解
と
一
致
し
て
い

る
。　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
喪
失
過
程
　
　
脱
黛
に
當
つ
て
は
、
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ

第5表　地位別にみた調整問題（％）

一般窯員 下級窯員 上級黛員 全鷹答者

履歴上の問題
人間關係の問題

債値韓換の問題

問　題　な　し

9
2
1
2
2
6
8

25

40

32

30

27

41

41

28

23

32

29

46

　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ー
が
全
面
的
に
か
、
部
分
的
に
か
拒
否
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
、
や
が
て
新
し
い
他
の
政
治
的
態
度
が
採

　
　
　
　
　
　
　
　
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
第
一
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
に
あ
つ
て
は
、
相
當
籔
の
も
の
は
、
腕
窯
當

　
　
　
　
　
　
　
　
時
、
共
産
主
義
を
全
面
的
に
拒
否
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
が
完
全
に
拒
否
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
る
ま
で
に
は
、
恐
ら
く
時
間
的
脛
過
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
腕
裳
當
時

　
　
　
　
　
　
　
　
と
イ
ソ
タ
：
ヴ
ュ
ー
現
在
と
で
、
そ
の
イ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ロ
ギ
ー
の
拒
否
の
種
々
相
を
比
較
し
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
、
第
七
表
の
如
く
で
あ
る
。
脱
窯
後
も

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
縮
な
藁
患
誠
で
あ
る
と
い
う
も
の
（
七
％
）

　
　
　
　
　
　
数
　
は
、
黙
へ
の
忠
誠
心
と
は
關
係
の
な
い
何
ら

　
　
　
　
　
　
複

　
　
　
　
　
　
（
　
か
の
理
由
に
よ
つ
て
、
除
名
さ
れ
た
か
脱
退

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
國
の
窯
を
拒

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
否
し
た
も
の
（
九
％
）
は
、
窯
の
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
政
策
決
定
に
不
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
も
つ
て
い
た
も
の
で
、
國
際
共
産

　
D

　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
義
や
ソ
同
盟
へ
の
忠
誠
心
を
失
つ

　
プ

紛
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ソ

　
　
レ

連
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
義
を
拒
否
し
て
も
、
依
然
と
し
て

關
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ー
ニ
ン
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
信
念

の
　
一

と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
抱
い
て
い
た
も
の
（
二
四
％
）
は
、

題
タ

問
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脱
黛
後
に
、
多
く
は
極
左
派
、
ト
ロ

整
・
　
　
　
　
　
　
　
ッ
キ
ス
ト
と
な
つ
て
い
る
。
レ
ー
二

調
ス

と
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
・
ス
タ
ー
リ
ソ
主
義
を
拒
否
し
た

プ
ラ

イ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
（
九
％
）
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

タ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
の
信
念
を
と
ど
め
て
い
る
。
マ

の
　
力

鰍　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ク
ス
主
義
、
な
い
L
は
革
命
的
杜

　
刀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
會
主
義
を
全
面
的
に
拒
否
し
た
も
の

表
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
％
）
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
う

6
　
ス

第
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
ち
で
最
も
多
い
。

裸
　
　
　
　
縮
以
上
量
羅
、
必
ず
し
も
蓬

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
全
部
理
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
上
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
か
く
、
イ
ソ

タ
ー
ヴ
ュ
ー
現
在
で
は
、
鷹
答
者
の
三
分
の
二
（
六
六
％
）
が
全
面
的
に
拒
否

す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
イ
デ
オ
眞
ギ
ー
の
喪
失
過
程
は
時
の
脛
過
に
よ
つ

て
、
さ
ら
に
は
教
化
の
度
合
に
よ
つ
て
、
長
短
の
差
が
見
受
け
ら
れ
る
。
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
　
　
　
（
二
四
九
）

紳　経 症　者 非紳経症者 全感答者

イギリス・ フランス・ イギリス・ フラソス。

アメリカ イタリー アメリカ イタリー

履歴上の問題 18 38 7 32 23

人間關係の問題 48 41 19 24 32

債値韓換の問題 33 31 17 35 29

問　題　な　し 45 38 61 40 46



　
　
　
　
共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
も
そ
の
パ
タ
ー
ソ
は
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ

の

否
i
リ
ン
の
教
義
を
綿
密
に
吟

拒の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
味
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
よ

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
も
、
一
學
に
そ
れ
か
ら
脆

ギ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
却
し
て
し
ま
う
場
合
が
最
も

オデ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
型
的
で
あ
る
。

イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
國
別
に
み
る
と
、
フ
ラ
ン

義
主
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
と
イ
タ
リ
ー
の
懸
答
者
は

産
（

共
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
現
在
、
イ

㌦
　
　
　
　
　
デ
オ
・
ギ
ー
の
形
跡
を
よ
り

7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
く
残
し
て
い
る
こ
と
が
知

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
。
時
期
別
に
は
、
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窯
當
時
で
、
前
期
窯
員
の
三

三
％
が
全
面
的
に
拒
否
し
、
イ
ソ
タ
ー
ヴ
ュ
ー
現
在
五
五
％
と
な
つ
て
い
る
。

後
期
窯
員
で
は
そ
れ
ぞ
れ
五
九
％
と
七
八
％
で
あ
る
。
地
位
別
に
み
る
と
、
腕

窯
當
時
、
全
面
的
に
拒
否
し
て
い
る
も
の
は
、
上
級
窯
員
二
八
％
、
下
級
窯
員

三
八
％
、
一
般
窯
員
六
一
％
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
現
在
で
そ
れ
ぞ
れ
五
六
％
、

五
七
％
、
七
七
％
。
し
か
し
部
分
的
に
拒
否
し
て
い
る
も
の
は
、
脱
窯
當
時
で

そ
れ
ぞ
れ
六
四
％
、
左
六
％
、
三
七
％
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
i
現
在
で
そ
れ
ぞ
れ

四
〇
％
、
三
二
％
、
一
四
％
と
な
り
、
地
位
が
高
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
イ
デ
オ

ロ
ギ
！
の
あ
る
部
分
な
り
側
面
な
り
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
が
確
實
で
あ
る
。

　
脱
黛
後
の
政
治
的
態
度
　
　
大
多
籔
の
も
の
は
、
腕
裳
後
、
左
派
系
統
の
蓮

動
に
韓
向
す
る
よ
、
）
で
あ
る
。
デ
ー
タ
の
内
課
は
詳
し
く
は
第
八
表
に
示
さ
れ

脆窯當時 インターヴ
ユー現在

脱箪後も窯に忠誠 7 3

自國の黛の拒否 9 3
スターリン主義のみ拒否 24 10

レーニソ・スターリソ主
義の拒否 9 10

マルクス主義の拒否 46 66

わ　　か　　ら　　な　　い 5 8

総　　　　　　　　計 100 100

第8表　腕黙後の政治的態度（％）
第9表イギリスにおける脆黛後

　　　の政治的態度（％）

一
三
二

脱黛當時 インターヴ
ユー現在

宗教への轄向 6 6
極　　右　　汲 1 2
保　　守　　派 1 2
穏　健　左　派 32 41

極　　左　　派 18 6
螢　働　組　合 12 12

無　　關　　心 17 18

そ　　の　　他 4 4
わか　らない 9 9

総　　　　計 100 100

脱蕪當時 イソターヴ
ユー現在

宗教への韓向 6 8
極　　右　　派 ｝ 2
保　　守　　派 2 2
穏　健　左　派 58 78

極　　左　　派 8 一
勢　働　組　合 6 4
無　　關　　心 14 4
そ　　の　　他 2 2
わか　らない 4 一

総　　　　計 100 100

（
二
五
〇
）

で
い
る
如
く
で
あ

る
。
脱
蕪
當
時
、

極
左
派
（
ト
・
ッ

　
キ
ズ
ム
そ
の
他
）

　
で
あ
つ
た
も
の

　
は
、
イ
ン
タ
ー
ヴ

　
ュ
ー
現
在
、
穏
健

左
派
、
も
し
く
は

螢
働
組
合
活
動
に

輔
ず
る
。
各
國
別

　
に
政
治
的
態
度
の

　
差
異
を
記
す
こ
と

　
は
差
控
え
る
が
、

　
イ
ギ
リ
ス
の
場

合
、
そ
の
特
徴
的

な
黙
を
指
摘
す
る

と
、
第
九
表
に
明

　
ら
か
な
よ
う
に
、

腕
裳
後
直
ち
に
、

そ
の
牛
歎
以
上
が

螢
働
窯
に
軸
じ
、

ヴ
ュ
ー

現
在
で
は
大
部
分

　（七八

％
）
が
そ
う



な
つ
て
い
き
（
極
左
派
に
囑
す
る
も
の
は
全
く
い
な
い
）
、
政
治
的
無
關
心
の

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
極
め
て
低
い
。
か
か
る
現
象
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は

穏
健
左
派
の
蓮
動
が
よ
く
下
暦
集
團
の
利
害
を
代
表
し
て
お
り
、
か
つ
前
窯
員

に
封
し
て
は
寛
容
の
態
度
が
と
ら
れ
、
彼
等
は
ふ
た
た
び
｝
般
杜
會
に
順
調
に

同
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に

劉
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
で
は
、
左
派
系
の
政
黛
が
無
力
で
あ
り
、
政

第10表　階級別にみた脱窯後の政治的態度（％）

級階働勢

ヴ
一
在

タ
現

ン
一

イ
　
ユ

9
3
　
一
3
9
4
1
8
1
4
6
7

001

時當窯脆

9
2
　
一
2
8
1

4
2
2
1
2
8
5

001

級階産中

灘當時にと鮭ヴ

　　　3　　　　6

　　　1　　　　2

　　　1　　　　2

　　37　　　　43

　　22　　　　7　　7

　　6

22

　　2

10

100

　　3

21

12

100

宗教への韓向

極右派
涯
派
派
合
心
他
い

　
左
　
組
　
　
な

守
　
　
左
　
　
關
の
ら

　
健
　
　
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

保
穣
極
勢
無
そ
わ

計縮

治
的
無
關
心
が
多

い
融
を
注
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
イ

タ
リ
ー
の
場
合
、

政
治
的
無
關
心
は

晩
窯
當
時
に
は
四

一
％
に
も
達
し
、

イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
i

現
在
で
も
三
三
％

の
多
き
に
と
ど
ま

つ
て
い
る
。

　
時
期
別
に
み
る

と
、
前
期
窯
員
は

後
期
窯
員
と
比
べ

て
、
脆
窯
後
に
極

左
派
に
輔
向
す
る

も
の
が
二
倍
も
多

い
。
後
期
窯
員
の

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

第11表　地位別にみた脱煎後の政治

　　　的態度（腕黛當時）（％）

第12表　地位別にみた睨窯後の政治

　　的態度（インターヴュー現在）（％

一般 下級 上級 一般 下級 上級
黛員 寅員 掌員 黛員 黛員 墜員

宗教への韓向 10 3 4 宗教への韓向 7 4 4
極　　右　　派 2 1 4 極　　右　　派 一 ｝ 6
保　　守　　派 3 一 一 保　　守　　派 一 1 『

穗　健　左　派 42 41 39 穏　健　左　派 34 33 29

極　　左　　汲 2 10 6 極　　左　　派 10 26 22

勢　働　組　合 9 17 12 勢　働　組　合 16 8 13
r
無
　
　 關　　心 17 21 17 無　　關　　心 21 19 6
そ　　の　　他 4 3 6 そ　　の　　他 2 3 10

わか　らない 11 4 12 わか　らない 10 6 10

総　　　　計 100 100 100 総　　　　計 100 100 100

一
三
三

多
敷
は
、
脱
黛
後

は
政
治
的
無
關
心

に
な
つ
て
い
く
。

第
＋
表
の
階
級
別

の
比
較
に
お
い
て

は
、
腕
窯
當
時
、

中
産
階
級
に
は
極

左
派
に
韓
ず
る
も

の
が
目
立
つ
（
イ

ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
現

在
で
は
、
穏
健
左

派
に
移
行
し
て
い

る
が
）
。
と
同
時

に
、
政
治
的
無
關

心
も
相
當
籔
あ

り
、
イ
ン
タ
ー
ヴ

ュ
ー
現
在
で
は
、

穏
健
左
派
に
次
い

で
の
主
要
な
範
疇

で
あ
る
。
勢
働
階

級
は
穏
健
左
派
と

螢
働
組
合
活
動
の

二
つ
が
主
要
な
範

疇
と
な
つ
て
い

（
二
五
一
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
檬
式
の
分
析

る
。
地
位
別
に
み
る
と
（
第
＋
一
・
＋
二
表
参
照
）
、
脱
窯
嘗
時
に
極
右
派

（
六
％
）
か
極
左
派
（
二
二
％
）
か
に
走
る
傾
向
は
、
上
級
窯
員
に
の
み
認
め
ら

れ
る
。
彼
等
に
は
、
政
治
的
無
關
心
の
態
度
を
と
る
も
の
は
少
な
い
。
こ
の
よ

う
な
デ
：
タ
は
、
上
級
窯
員
の
脱
窯
者
は
、
彼
等
が
蕪
に
お
い
て
得
て
い
た
瀾

足
を
與
え
て
く
れ
る
よ
う
な
代
替
物
を
し
き
り
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
彼
等
が
以
前
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
立

場
の
幾
ば
く
か
を
保
存
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
故
、
黛
と
の
挟
別
が
極
度
に
困
難

で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
イ
ソ
タ
ー
ヴ
ュ
ー
の
現
在
に
至

る
と
、
ご
く
大
雑
把
に
み
て
、
各
地
位
の
あ
い
だ
に
は
大
差
が
な
く
な
つ
て
い

る
。
か
く
て
、
政
治
的
再
調
整
の
過
程
は
、
最
初
は
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
て
出
襲
し

つ
つ
も
、
最
後
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
5
に
終
着
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
な
お
、
情
緒
的
欲
求
を
瀟
足
さ
せ
る
た
め
に
入
黛
し
た
も
の
は
、
脱
黛
後
に

は
如
何
な
る
方
向
に
向
う
か
と
い
う
問
題
は
、
興
味
あ
る
デ
ー
タ
を
提
供
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
情
緒
的
に
不
調
整
な
も
の
は
、
腕
蕪
後
、
極
端
の
反
封
方

向
へ
走
る
と
い
う
假
設
は
、
一
般
的
に
、
第
十
三
表
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
て
い

を
。
イ
ソ
タ
ー
ヴ
ュ
ー
現
在
を
と
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
神
脛
症
者

の
二
一
％
が
．
宗
教
な
い
し
は
極
右
派
へ
輔
向
し
て
い
る
（
イ
タ
リ
ー
・
フ
ラ

ン
ス
で
は
一
五
％
）
。
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
も
紳
脛
症
者
の
政
治
的
無
關
心

の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
共
産
主
義
蓮
動
に
特
徴
的

に
み
ら
れ
る
政
治
に
封
す
る
異
常
な
強
調
か
ら
の
極
端
な
反
動
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
看
倣
さ
れ
る
。

　
脱
蕪
後
の
政
治
活
動
　
　
最
後
に
、
脱
窯
者
が
、
現
在
、
各
種
の
政
治
集
團

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
活
動
し
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
に
つ
い

て
、
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
國
別
に
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
タ
リ

一
三
四

（
二
五
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
で
は
、
腕
窯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
は
全
く
不
活

度態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
の
状
態
に
あ

的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
・
ア
メ
リ
カ

囎
　
　
　
　
　
　
　
の
場
合
違

るけ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
員
は
實
質
的

おこ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
情
緒
的
に

4
　
％

蓮
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
調
整
な
も
の

關
）
の
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
多
い
こ
と
、

　
現

芝
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窯
員
に
封
す
る

フ
　
ユ

ィ
ヴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
裁
が
嚴
格
で

タ

の
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
こ
と
が
原

求
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
因
し
て
い
る
・

撚
　
　
　
　
　
　
　
イ
タ
リ
あ
場

表　第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
が
漏
足
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
政
治
集
團
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敏
如
し
て
い
る

こ
と
が
、
彼
等
を
し
て
ま
す
ま
ず
政
治
か
ら
後
退
せ
し
め
て
い
く
原
因
と
な
つ

て
い
る
。
地
位
別
に
は
、
や
は
り
上
級
窯
員
で
あ
つ
た
も
の
が
、
組
織
的
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
地
位
を
取
得
し
、
主
と
し
て
、
螢
働
組
合
と
左
派
政
裳
の
蓮
動

の
中
で
活
動
し
つ
づ
け
て
い
る
。
中
産
階
級
の
脱
蕪
者
は
螢
働
階
級
よ
り
不
活

動
的
で
あ
り
、
と
く
に
こ
の
現
象
は
、
ア
メ
リ
カ
に
際
立
つ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
中
爺
階
級
の
大
部
分
が
情
緒
的
不
調
整
の
問
題
か
ら
共
産
窯
に

イギリス アメリカ フランス・イタリー

紳経症者 非紳経症者 紳維症者 非紳経症者

宗教への韓向 8 6 9 5
極　　右　　派 4 2 6 一

保　　守　　派 2 4 一 一

穏　健　左　派 49 65 24 26

極　　左　　派 『 一 3 15

勢　働　組　合 8 13 12 15

無　　關　　心 17 4 31 23

そ　　の　　他 1 2 9 5
わか　らない 11 4 6 11

総　　　　計 100 100 100 100



参
加
し
て
お
り
、
黛
内
で
蒙
つ
た
幻
滅
感
が
政
治
一
般
へ
の
幻
滅
感
と
結
び
つ

い
て
し
ま
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
以
前
の
窯
員
に
封
す

る
制
裁
が
知
識
階
級
に
彊
い
反
鷹
を
示
し
、
彼
等
が
公
職
に
つ
く
資
格
を
失
わ

し
め
て
い
る
こ
と
に
も
基
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
　
む
　
す
　
び
　
に

　
今
や
、
共
産
主
義
者
の
行
動
檬
式
に
お
け
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
や
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
ィ

ズ
ム
が
明
る
み
に
だ
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
共
産
主
義
蓮
動
は
、
人
間
的
・
倫
理

的
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
十
九
世
紀
の
吐
會
的
害
悪
に
封
す
る
プ

・
テ
ス
ト
と
し
て
峰
火
を
あ
げ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
崇
高
な
倫
理
的
目
標
は
、

レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
：
リ
ン
主
義
へ
の
歴
史
的
畿
展
に
お
い
て
前
面
に
押
し
だ
さ

れ
た
倫
理
的
に
危
瞼
な
手
段
性
の
た
め
に
、
却
つ
て
現
實
か
ら
遠
退
い
て
し
ま

つ
た
。
現
在
の
か
た
ち
で
も
つ
て
、
果
し
て
共
産
主
義
は
歴
史
の
腐
蝕
に
堪
え

て
い
け
る
か
ど
う
か
。
ア
ー
モ
ン
ド
は
い
う
。
「
深
入
り
し
た
共
産
主
義
者
は
、

教
義
上
の
不
信
仰
の
危
瞼
性
の
故
に
、
た
と
え
彼
が
そ
の
行
動
に
よ
つ
て
潔
甚

な
當
惑
を
感
じ
よ
う
と
も
、
窯
に
固
執
し
て
い
く
。
彼
は
、
倫
理
的
・
政
治
的

認
知
に
つ
い
て
の
窯
の
方
式
に
か
こ
つ
け
て
、
こ
れ
ら
の
危
惧
を
逃
れ
、
外
界

の
極
悪
さ
を
面
白
が
つ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

自
分
自
身
の
害
悪
を
よ
り
堪
え
や
す
い
も
の
に
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
籔
珠
玉

を
い
じ
く
り
、
職
術
的
美
穂
を
養
い
な
が
ら
冷
徹
に
歩
を
進
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
な
現
代
共
産
主
義
に
封
す
る
倫
理
的
評
贋
に
つ
い
て
の
賛
否
は
と

も
か
く
と
し
て
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
態
度
自
騰
は
特
定
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
立
場

　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
や
　
　
ち
　
　
ヤ

に
執
わ
れ
、
紳
々
の
闘
雫
に
捲
き
込
ま
れ
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な

共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

い
黙
を
わ
れ
わ
れ
は
彊
調
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
事
實
護
見
は

飽
く
ま
で
脛
験
的
研
究
に
忠
實
で
あ
り
、
ア
ー
モ
ソ
ド
は
、
そ
の
研
究
過
程

に
、
何
ら
か
の
贋
値
判
噺
を
ひ
そ
ま
せ
た
り
、
倫
理
的
画
動
に
よ
つ
て
事
實
や

方
法
を
歪
曲
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
愼
重
に
同
避
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
と
思
う
。
彼
は
、
こ
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
最
後
に
共
産
主
義

の
滲
透
を
阻
止
す
る
た
め
の
政
策
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
て
い
る
。
勿
論
彼

は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
積
極
的
關
心
を
よ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

そ
れ
に
封
す
る
批
到
に
は
嚴
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
彼
の
態
度
は
、
徒
ら

に
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
を
拒
否
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
行
動
し
て
い

る
共
産
主
義
者
の
現
實
態
を
緻
密
に
分
析
し
た
結
果
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
何

故
共
産
主
義
運
動
に
参
加
し
、
そ
れ
か
ら
離
反
し
て
い
く
か
、
と
い
う
根
本
的

テ
ー
マ
を
解
明
し
、
共
産
主
義
へ
の
感
懸
性
を
助
長
し
が
ち
な
状
態
や
態
度
に

お
け
る
脆
腸
性
を
充
分
理
解
し
た
上
で
、
自
由
世
界
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、

共
産
主
義
に
封
庭
す
べ
き
政
策
に
役
立
つ
示
唆
を
與
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
そ
れ
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
餓
裕
は
な
い
。
ア
ー
モ
ン
ド
は
、
ア

メ
リ
カ
の
政
策
と
L
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
を
促
進
す
る
脛
濟
的
援
助
と
西

歓
的
傳
統
の
復
蹄
に
望
み
を
託
し
つ
つ
も
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け

る
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
が
、
、
、
の
ぎ
9
習
く
、
8
琶
日
β
且
の
日
と
い
う
よ
り

は
、
、
．
冨
胃
『
、
8
日
日
‘
巳
o
・
日
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
側
面
を
鋭

く
突
い
て
い
る
。

　
共
産
主
義
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
過
去
十
五
年
な
い
し
二
十
年
の
あ
い
だ
に
、
そ

の
魅
力
を
失
い
か
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ア
ー
モ
ソ
ド
の
研
究
に
よ
っ

て
、
新
た
に
補
充
さ
れ
た
窯
員
の
あ
い
だ
に
、
共
産
主
義
の
形
式
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
影
響
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
實
謹
さ
れ
た
。
確
か
に
、
一
般
大
衆

一
三
五

（
二
五
三
）



共
産
主
義
者
に
お
け
る
行
動
様
式
の
分
析

は
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
い
う
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
マ
ス
・
ア
ピ
ー
ル
の
み
を
感
受

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
自
髄
の
眞
爲
性
の

論
雫
は
別
と
し
て
、
共
産
主
義
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
ア
ピ
ー
ル
が
い
わ
ば
肚
會
心

理
學
的
な
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
の
没
落

を
告
げ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ア

ピ
；
ル
と
し
て
の
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
如
何
に
色
裾
せ
た
も
の
で

あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
謹
族
立
て
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
織

は
、
ア
ー
モ
ソ
ド
自
身
も
率
直
に
認
め
て
い
る
。
現
代
の
西
欧
世
界
は
、
と
く

に
共
産
主
義
に
代
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
確
保
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
す
べ

て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
封
す
る
不
信
仰
が
救
い
難
ぎ
混
翫
を
ひ
き
起
し
て
い
る

と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
《
精
紳
的
室
白
V
こ
そ
、
共
産
主
義
の
つ
け
入
る
と

こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ

れ
わ
れ
は
ま
た
、
今
日
し
ば
し
ば
共
産
主
義
が
「
世
俗
的
虐
霰
」
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
理
由
を
充
分
頷
づ
け
よ
う
。

　
ア
ー
モ
ン
ド
の
本
書
は
、
わ
れ
わ
れ
に
き
わ
め
て
多
く
の
示
唆
を
與
え
て
く

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
わ
が
國
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
と
つ
て
も

役
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
、
本
書
の
ト
薯
Φ
昌
貰
b
。
』
旨
Φ
撃

三
Φ
名
ぼ
騎
O
鼠
山
雷
は
よ
い
参
考
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
調
査
研
究
を
お

こ
な
う
に
は
、
毘
大
な
デ
ー
タ
が
入
手
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か

つ
、
そ
れ
ら
を
正
確
に
分
析
し
て
い
く
技
術
を
も
つ
た
專
門
ス
タ
ッ
フ
の
協
力

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
相
當
な
資
金
と
時
間
を
要
す
る
。
こ

う
い
つ
た
黙
か
ら
み
れ
ば
、
本
書
の
如
き
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
み
可
能
で

あ
り
、
し
た
が
つ
て
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
は
、
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
な
り
理
論
な
り
が
す
ぐ
れ
た
も
の

一
三
六

（
二
五
四
）

で
あ
り
、
利
用
債
値
の
あ
る
こ
と
が
到
つ
て
い
て
も
、
實
際
に
は
、
實
行
不
可

能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
困
難
な
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
わ
れ
わ
れ

は
、
ア
メ
リ
カ
で
お
こ
な
わ
れ
た
方
法
を
受
け
と
る
時
、
そ
れ
を
わ
が
國
で
テ

ス
ト
し
て
み
る
こ
と
に
、
一
膣
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
、
問
う
こ
と
が
先

決
の
問
題
に
ち
が
い
な
い
が
。


