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『
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
権
力
』

　
ソ
ヴ
ェ
ト
共
産
主
義
者
に
対
し
て
「
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
反
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
西
欧
の
敵
対
者
た
ち
（
§
ミ
ミ
き
§
仁
且
。
讐
轟
ぎ
≦
婁
Φ
ヨ
。
署
。
壼
暑
。・
）
」

は
、
現
代
世
界
の
社
会
的
・
政
治
的
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
、
か
え
つ
て

鋭
利
な
観
察
力
を
欠
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
か
も
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
認
識
態
度
を
も
つ
西
欧
的
指
導
者
は
、
た
と
え
非
イ
デ
オ
冒
ギ
ー
的
で

あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
ゆ
え
に
か
れ
ら
が
共
産
主
義
者
よ
り
も
《
合
理
的
》
で
あ

る
ー
と
思
わ
れ
て
い
る
が
ー
と
い
う
理
由
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う

に
思
い
な
す
こ
と
自
体
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
の
現
実
認
識
を
見
誤
ら
せ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
国
内
お
よ
び
国
際
政
治
に



お
け
る
《
イ
デ
オ
・
ギ
ー
》
と
く
権
力
》
と
の
緊
密
な
相
互
連
関
性
を
指
摘
す

る
．
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
行
動
様
式
を
分
析
す
る
際
、
往
々
に
し
て

分
離
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
の
現
実
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か

か
わ
り
な
い
権
力
の
い
わ
ゆ
る
霜
§
隠
§
郭
で
は
な
く
、
ま
さ
に
イ
デ
オ
・

ギ
ー
と
権
力
が
結
び
合
つ
た
合
目
的
的
な
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
．
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
は
、
い
ろ

い
ろ
の
争
点
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
．
む
ろ
ん
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
認
識
が
、

認
識
の
《
客
観
性
》
の
レ
ヴ
ニ
ル
で
ど
れ
程
の
地
位
に
置
か
る
べ
き
か
は
専
門

研
究
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
に
知
識
の
相
互

主
観
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
も
つ
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
．

　
第
一
部
　
国
内
政
治
の
第
一
章
　
全
体
主
義
と
合
理
性
は
、
全
体
主
義
の
一

般
的
性
格
と
近
代
的
工
業
社
会
の
合
理
性
と
の
関
連
を
販
り
上
げ
て
い
る
。
す

で
に
C
・
」
・
フ
リ
τ
ド
リ
ッ
ヒ
と
の
共
著
目
9
巴
詳
巽
富
昌
U
一
9
ρ
8
毎
岳
b

目
α
卜
暮
o
o
蚕
受
（
9
白
区
α
α
q
o
冒
器
幹
｝
自
畦
く
貰
q
q
旨
く
。
邑
蔓
宰
霧
」
O
㎝
O
）

に
お
い
て
、
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
現
代
全
体
主
義
の
特
殊
現
代
的
メ
ル
ク
マ

ー
ル
を
析
出
し
、
そ
の
特
性
複
合
の
範
疇
化
（
公
式
イ
デ
オ
巨
ギ
ー
、
単
一
の

大
衆
政
党
、
テ
冒
警
察
の
組
織
、
マ
ス
・
コ
ミ
手
段
の
独
占
、
軍
事
的
戦
闘
手

段
の
コ
ン
ト
・
i
ル
、
経
済
の
集
権
的
支
配
）
を
試
み
た
が
、
さ
ら
に
全
体
主

義
の
支
え
と
な
る
制
度
化
さ
れ
た
革
命
的
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
よ
り
鮮
明

に
把
握
す
為
た
め
、
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
．
「
全
体
主
義
と
は
、
エ
リ
ー

ト
運
動
の
集
中
化
さ
れ
た
リ
ー
ダ
！
シ
ッ
プ
に
よ
つ
て
、
全
人
民
の
強
制
さ
れ

た
全
体
一
致
の
雰
囲
気
の
う
ち
に
お
い
て
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
宣
言
し

た
あ
る
種
の
恣
意
的
な
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
前
提
に
も
と
づ
き
、
ト
ー
タ
ル
な
社
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会
革
命
（
人
間
の
条
件
づ
け
を
も
含
め
て
）
を
効
果
あ
ら
し
め
る
目
的
の
た
め

に
．
技
術
的
に
進
歩
し
た
政
治
権
力
手
段
が
、
な
ん
ら
制
約
を
う
け
る
こ
と
な

く
行
使
さ
れ
る
体
制
で
あ
る
」
と
。
な
お
ま
た
、
第
三
章
　
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の

本
質
に
お
い
て
は
、
全
体
主
義
体
制
を
他
の
権
威
主
義
的
体
制
と
区
別
す
べ
き

三
つ
の
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
e
イ
デ
オ
・
ギ
ー
が
既
存

の
社
会
組
織
を
ト
ー
タ
ル
に
批
判
し
、
人
間
と
社
会
と
の
完
全
な
再
建
の
処
方

を
提
示
す
る
。
⇔
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
絶
対
主
義
的
性
格
は
、
権
力
に
対

す
る
道
徳
的
・
伝
統
的
・
法
的
制
約
か
ら
運
動
を
解
放
し
、
権
力
を
凝
固
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
行
使
す
る
に
あ
だ
つ
て
、
も
っ
と
も
無
残
な
手
段
を
さ
え
試

み
て
み
ず
か
ら
を
正
当
化
す
る
。
白
以
上
の
結
合
と
し
て
、
運
動
内
部
に
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
信
従
ず
る
成
員
を
と
も
な
つ
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
”
行
動
を
志

向
す
る
組
織
的
強
制
力
が
造
成
さ
れ
、
運
動
の
障
害
と
な
る
一
切
の
社
会
集
団

は
破
壊
、
も
し
く
は
吸
収
し
尽
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
全
体
主
義
は
そ
れ
自
体
の
発
展
段
階
を
通
過
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
体
制
の
安
定
化
と
と
も
に
、
本
来
前
向
き
の
運
動
で
あ
つ
た
も
の
が
保
守

化
す
る
傾
向
を
免
が
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
全
体
主
義
体
制
は
、
み
ず
か
ら
の
う

ち
に
ヱ
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
を
生
み
だ
し
つ
つ
、
偏
向
に
対
す
る
粛
清
を
お
こ
な
い

な
が
ら
、
不
断
に
破
壊
と
建
設
と
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
・

ス
タ
ー
リ
ン
・
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
象
徴
さ
れ
る
体
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
発
展
段
階

の
変
容
を
明
示
し
て
い
る
．
今
日
、
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
は
も
つ
と
も
工
業
化
さ
れ

た
社
会
の
新
し
い
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
当
然
、
体
制
の
顕

著
な
変
化
が
み
ら
れ
る
が
、
か
つ
て
の
非
合
理
的
要
素
－
恐
怖
、
テ
・
、
恣

意
性
！
に
代
つ
て
、
安
定
性
、
予
測
可
能
性
、
合
理
性
が
漸
次
的
に
増
大
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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工
業
社
会
に
必
然
的
な
管
理
的
け
官
僚
的
合
理
化
の
諸
側
面
が
現
わ
れ
て
き
て

い
る
。
こ
う
し
た
合
理
化
傾
向
は
全
体
主
義
体
制
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く

ー
も
ち
ろ
ん
、
完
全
に
合
理
的
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
過
去
に
お
い

て
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
本
質
的
に
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ

る
L
ま
す
ま
す
機
能
合
理
的
に
な
つ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
な
が

ら
、
合
理
性
の
み
を
も
つ
て
、
直
ち
に
裏
口
か
ら
の
《
民
主
化
》
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
．
合
理
主
義
は
、
民
主
主
義
的
秩
序
を
不
可
避
的
に
成
長
せ
し

め
る
た
め
の
充
分
な
条
件
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
章
　
専
制
支
配
の
諸
類
型
は
、
ロ
シ
ア
の
政
治
的
伝
統
が
ッ
ア
ー
リ
ズ

ム
の
専
制
支
配
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
、
パ
ラ
レ
ル
に
現
代
ソ
ヴ
ェ
ト
の
　
《
専

制
》
を
歴
史
的
連
続
性
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
間
題
に
答

え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
は
ひ
ろ
く
専
制
的
類
型
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
得
よ

う
が
、
こ
の
連
続
－
不
速
続
の
問
題
は
、
政
治
史
的
に
深
く
掘
り
下
げ
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
ッ
ア
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
権
力
行
使
の
目
的
は
、
つ
ね
に
現

状
維
持
に
と
ど
ま
り
、
し
た
が
つ
て
ま
さ
に
現
状
維
持
に
よ
つ
て
権
力
が
自
己

限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の
そ
れ
は
つ
ね
に
現
状

維
持
か
ら
の
自
己
解
放
で
あ
つ
て
、
新
し
い
共
産
主
義
社
会
へ
向
つ
て
の
全
体

主
義
的
革
新
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
．
こ
こ
に
両
者
の
重
要
な
差
異
、
つ

ま
り
歴
史
的
不
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
八
六
一
年
以
来
、
ツ
ア

！
リ
ズ
ム
は
専
制
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
内
部
か
ら
の
部
分
的
改
良
に
よ
り
制

度
的
変
化
を
と
げ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
る
共
産
主
義
革
命

の
遂
行
過
程
は
、
｝
近
代
史
上
類
例
の
な
い
程
の
ト
！
タ
ル
な
支
配
機
構
の
確
立

に
よ
つ
て
、
歴
史
的
傾
向
を
逆
転
し
た
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
．
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つ
ぎ
の
論
文
（
第
三
章
）
に
お
い
て
、
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
レ
ー
ニ
ン

に
よ
る
党
の
ド
グ
マ
化
に
は
じ
ま
る
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の
発
展
を
段
階
的
に
跡
づ

け
な
が
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
個
人
崇
拝
の
結
果
と
し
て
の
党
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
役
割
の
減
退
、
そ
れ
と
函
数
関
係
を
な
し
て
テ
・
の
役
割
強
化
を
ス
タ
ー
リ

ン
主
義
の
特
徴
と
み
な
し
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
政
治
を
イ

デ
オ
・
ギ
：
目
行
動
志
向
的
な
党
の
組
織
的
強
制
力
の
再
生
と
し
て
把
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の
最
近
の
顕
著
な
特
質
ば
、
党
の
支
配
的

地
位
の
再
確
認
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
党
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
化
を
お
こ
な

い
、
と
同
時
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
党
権
力
を
権
威
へ
と
転
化
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト

体
制
に
意
識
的
合
目
的
性
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
あ
た
え
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ン

死
後
、
秘
密
警
察
の
テ
ロ
行
為
は
、
潜
勢
力
と
し
て
存
在
し
て
い
て
も
、
殆
ん

ど
そ
の
姿
を
没
し
、
党
と
そ
の
中
央
委
員
会
が
社
会
、
経
済
的
変
動
の
ア
ク
テ

ー
ヴ
な
導
因
と
な
つ
て
い
る
．
し
か
し
、
現
段
階
に
な
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
諸

傾
向
ー
農
業
・
工
業
生
産
部
門
の
管
理
組
織
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
集
団
、

大
衆
組
織
1
に
対
し
て
、
党
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
強
化
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
有

効
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
な
お
、
党

は
よ
り
良
き
生
活
の
希
望
を
め
ざ
す
共
産
主
義
社
会
へ
の
移
行
、
国
際
政
治
の

場
で
は
核
兵
器
の
破
壊
性
、
国
際
共
産
主
義
の
多
様
化
、
と
い
う
よ
う
な
諸
要

因
の
絡
み
合
つ
た
新
し
い
状
況
に
出
会
つ
て
い
る
．
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
つ
き

り
し
た
展
望
を
も
つ
た
め
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
外
交
政
策
と
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の

分
析
を
必
要
と
す
る
が
、
本
書
の
第
二
部
　
外
交
問
題
に
お
け
る
第
四
章
　
共

産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
際
関
係
．
第
五
章
　
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
部

に
お
け
る
変
動
の
挑
戦
が
こ
れ
に
該
当
す
る
わ
け
で
あ
る
。



　
ソ
ヴ
ェ
ト
指
導
者
の
国
際
関
係
に
対
す
る
知
覚
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
枠
組

は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ
ら

の
接
近
態
度
に
は
、
歴
史
弁
証
法
、
階
級
闘
争
、
未
来
の
黙
示
録
的
勝
利
、
革

命
へ
の
権
力
獲
得
、
ノ
一
枚
岩
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
、
帝
国
主
義
理
論

が
密
接
に
作
用
し
合
つ
て
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
世
界
像
が
構
成
さ
れ
る
．
ソ
ヴ
ェ

ト
外
交
政
策
は
、
長
期
的
見
透
し
と
し
て
世
界
の
共
産
化
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
が
、
現
実
具
体
的
な
政
策
は
つ
ね
に
、
敵
の
歴
史
的
《
段
階
》
を
適
切
に
判

断
し
．
不
断
の
闘
争
と
変
化
を
国
際
関
係
に
も
ち
込
ん
で
ゆ
く
。
し
た
が
っ

て
、
「
ソ
ヴ
ェ
ト
指
導
者
は
み
ず
か
ら
を
、
規
定
さ
れ
た
目
的
に
向
つ
て
の
歴
史

過
程
の
部
分
で
あ
る
と
し
、
国
際
状
況
を
《
安
定
化
》
も
し
く
は
《
正
常
化
》

し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
努
力
も
、
敵
対
的
意
図
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
」
．

イ
デ
オ
・
ギ
ー
に
も
と
づ
く
状
況
判
断
は
、
歴
史
の
内
在
的
論
理
に
し
た
が
つ

た
科
学
的
計
算
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
が
イ
デ
オ

・
ギ
ー
的
誤
算
を
招
く
こ
と
も
あ
り
得
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
第
一
に
イ
デ
オ
・
ギ
ー
を
な
に
か
非
合
理
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
の

誤
り
で
あ
る
．
確
か
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
指
導
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
コ
、
・
・
ッ
ト
メ

ン
ト
が
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
究
極
目
的
な
る
も
の
が
非
合
理
的
と
し
て
受
け
取

ら
れ
よ
う
と
も
、
ひ
と
度
こ
の
前
提
が
承
認
さ
れ
る
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
合

理
的
行
動
と
は
乖
離
し
な
い
ば
か
り
か
、
政
治
的
合
理
性
が
一
貫
し
て
保
た
れ

る
の
で
あ
る
．
第
二
に
ソ
ヴ
ェ
ト
の
外
交
関
係
の
認
識
の
仕
方
で
あ
る
．
そ
れ

は
、
西
欧
流
の
国
民
国
家
間
の
外
交
的
《
ゲ
ー
ム
》
か
ら
、
社
会
の
形
態
転
化

に
と
も
な
う
緊
張
状
況
に
対
す
る
政
治
的
・
社
会
学
的
《
洞
察
力
》
へ
と
変
化

し
て
い
る
．
こ
の
こ
と
は
、
後
進
地
域
の
工
業
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
対
す
る
共

紹
介
と
批
評

産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
鋭
さ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

現
代
世
界
の
デ
ィ
コ
ト
ミ
ー
の
真
ロ
ハ
中
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
腐
蝕
化
と
い
う

デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
し
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ

の
現
象
に
三
つ
の
要
因
を
取
り
出
し
て
い
る
。
第
一
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
的
現
実
の
発
展
的
弁
証
法
に
た
え
ず
適
応
し
て
影
響
力

を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
の
だ
が
、
今
日
工
業
化
さ
れ
た
社
会
の
段
階
に
い
た
る

や
、
一
方
で
共
産
主
義
建
設
の
旗
印
を
掲
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
他
方
、
共

産
主
義
者
自
身
が
《
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
》
価
値
を
無
意
識
的
に
受
容
す
る
結
果
と

な
つ
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
て
き
た
主
観
的
・
客
観
的
要

因
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
い
う
レ
ー
ニ

ン
主
義
へ
の
復
帰
こ
そ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
腐
蝕
に
対
抗
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー

の
旧
き
精
神
を
取
戻
そ
う
と
す
る
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
共
産
圏

内
部
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
お
け
る
よ
う
な
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の

普
遍
的
適
用
可
能
性
に
対
す
る
不
審
が
抱
か
れ
は
じ
め
、
五
六
－
七
年
に
は
、

共
産
主
義
世
界
の
う
ち
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
様
化
が
そ
の
意
味
の
相
対
化
を

導
く
こ
と
と
な
つ
た
。
こ
こ
に
、
ソ
連
邦
と
国
際
共
産
主
義
と
の
関
係
は
、
統

一
性
と
多
様
性
を
め
ぐ
つ
て
悪
循
環
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
破
目
に
陥
つ

て
い
る
。
第
三
は
、
国
際
関
係
が
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
あ
た
え
た
イ

ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
ま
ず
民
主
主
義
諸
国
の
安
定
化
は
、
第
二
十
回
党
大
会

で
議
会
主
義
を
通
じ
て
の
社
会
主
義
へ
の
平
和
的
移
行
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
打
ち

出
さ
せ
た
．
ま
た
後
進
地
域
に
お
け
る
社
会
主
義
建
設
は
、
新
し
い
タ
イ
プ
の

社
会
主
義
と
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
教
義
的
性
格
を
脅
か
し
、
共
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紹
介
と
批
評

産
主
義
者
内
部
に
も
改
良
主
義
的
方
向
を
生
み
だ
し
て
い
る
．
さ
ら
に
、
軍
事

兵
器
の
異
常
な
発
展
そ
の
も
の
が
歴
史
へ
介
入
し
、
戦
争
の
不
可
避
性
を
不
可

能
な
ら
し
め
、
平
和
共
存
路
線
を
不
可
避
に
し
た
の
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
に
、
共
産
主
義
の
拡
大
化
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
相
対
主
義
を
現
出

さ
せ
、
か
つ
ソ
ヴ
ェ
ト
自
身
が
二
十
年
代
の
よ
う
な
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
厳
し
さ

を
失
つ
て
い
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
指
導
者
は
今
後
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
擁
護
す
る
守

勢
の
側
に
立
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
大
衆
の
側
で
は
、
ス
プ
ー
ト
ニ
ッ

ク
を
は
じ
め
と
す
る
最
近
の
輝
か
し
い
テ
ク
ノ
冒
ジ
ー
の
勝
利
を
イ
デ
オ
・
ギ

！
の
所
産
で
あ
る
と
し
、
指
導
者
も
ま
た
、
軍
事
的
テ
ク
ノ
・
ジ
ー
の
優
勢
を

か
つ
て
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
信
仰
に
挺
子
入
れ
を
求
め
る
皮
肉
な
事
態
が
生
じ
て

い
る
こ
と
も
見
逃
が
せ
な
い
。
「
…
：
ソ
ヴ
ェ
ト
の
国
際
的
功
績
は
．
ま
す
ま
す

イ
デ
オ
戸
ギ
ー
の
正
し
さ
を
確
立
す
る
《
代
用
》
方
法
（
夢
①
．
、
霧
暮
国
．
．
墓
夢
＆
）

と
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
目
的
の
内
的
感
覚
1

ー
そ
れ
な
く
し
て
は
党
は
腐
朽
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
ー
を
保
存
し
続
け
て

い
る
」
。
共
産
主
義
諸
国
間
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
中
ソ
論
争
の
ご

と
き
も
、
共
産
圏
内
の
分
裂
的
空
隙
を
調
整
す
る
こ
と
が
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の

相
対
化
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
．
と
い
つ
て
そ
れ
を
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ブ
・
ッ

ク
の
崩
壊
の
き
ざ
し
と
み
る
こ
と
に
、
ブ
ル
ゼ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
警
戒
的
で
あ

る
。
共
産
圏
の
内
側
で
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
沈
滞
が
、
経
済
発
展
段
階
の
相
違

を
反
映
し
て
．
他
な
ら
ぬ
共
産
主
義
的
修
正
主
義
批
判
の
苛
烈
な
闘
争
を
ひ
き

起
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
ろ
う
．
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
傾
向
の
最
終
的
結
果

を
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
や
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
み
を
み

て
。
《
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
末
》
と
混
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．
　
マ
ル
ク
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ス
主
義
か
ら
の
解
放
が
い
か
に
時
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
ブ
ル
ゼ
ジ

ン
ス
キ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
が
一
九
五
九
年
、
バ
ー

ド
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
大
会
で
は
じ
め
て
修
正
主
義
の
基
本
綱
領
を
採
用
し
た

と
い
う
教
訓
に
照
し
て
み
て
あ
ぎ
ら
か
で
あ
る
．
た
だ
し
確
実
な
こ
と
は
、
「
結

果
が
不
確
実
で
あ
る
と
い
つ
て
、
現
に
対
立
し
て
い
る
圧
力
の
確
実
な
こ
と
を

掩
蔽
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
冒
頭
の
言
葉
に
立
ち
戻
つ
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
権
力
と
の
《
合
理
性
》
に
つ
き
最
後
に
附
言
し
て
お
き
た
い
．
ソ
ヴ
ェ

ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
認
識
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
誤
謬

で
は
な
く
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
拒
否
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
も
な
い
．
逆
に
、

認
識
の
危
険
性
は
．
ド
グ
マ
デ
ィ
ッ
ク
に
反
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
．
そ
し
て
ま

さ
に
反
ド
グ
マ
化
の
も
た
ら
す
ド
グ
マ
ヘ
の
と
め
ど
な
い
行
き
過
ぎ
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
正
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
西
欧
指
導
者
の
ソ
ヴ
ェ
ト
に
対
す
る
認

識
に
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
内
在
し
て
い

る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
ソ
ヴ
ェ
ト
指

導
者
の
認
識
構
造
の
う
ち
に
は
、
認
識
の
も
つ
と
も
危
険
な
、
致
命
的
で
さ
え

あ
る
敵
、
す
な
わ
ち
ド
グ
マ
ヘ
の
邪
信
が
巣
喰
つ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
．

認
識
の
限
界
と
し
て
の
誤
謬
、
そ
れ
は
誤
謬
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
当
然
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
切
否
定
し
よ
う
と
す
る
誤
謬
1
そ
れ
こ
そ
、
人
間
的

認
識
が
し
ば
し
ば
陥
り
が
ち
な
認
識
に
対
す
る
最
大
の
侮
厚
で
あ
り
、
ま
た
自

己
欺
購
で
も
あ
る
の
だ
が
t
を
、
か
れ
ら
み
ず
か
ら
犯
し
て
い
る
こ
と
を
．

わ
れ
わ
れ
は
肯
定
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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