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『
ソ
ヴ
エ
ト
の
政
治
思
想
』

　
一
九
六
一
年
の
著
作
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
と
神
話
」
に
よ
つ
て
、

ソ
連
研
究
の
特
殊
な
分
野
ー
ソ
ヴ
エ
ト
政
治
の
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
領
域
を
開
拓
し
た
R
・
タ
ッ
カ
ー
は
、
「
ソ
ヴ
エ
ト
の
政
治
思
想
」
と
題
し

た
本
書
に
よ
つ
て
再
び
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
本
書
は
一
〇
編
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
が

刊
行
に
あ
た
つ
て
書
下
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
は
じ
め
て
公
け
に
さ
れ
た
論

文
は
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
二
編
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
外
は
、
一
九
五
六
年
か
ら
一

九
六
二
年
の
間
に
、
、
、
牢
3
一
Φ
岩
の
9
9
言
ヨ
§
一
弩
．
、
あ
る
い
は
・
。
≦
＆
傷

℃
。
ま
寡
．
、
な
ど
に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
　
（
も
つ
と
も
、
集
録
に
あ
た

つ
て
幾
分
か
加
筆
修
正
さ
れ
て
い
る
が
V
。
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二
一
七
六
）

「
ソ
ヴ
エ
ト
の
政
策
に
み
ら
れ
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
遺
産
」
　
事
の
実
相
が
ソ
連

に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
な
い
た
め
に
詳
細
に
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

幸
い
に
し
て
利
用
し
得
る
幾
つ
か
の
公
け
に
さ
れ
て
い
る
文
書
を
慎
重
に
観
察

す
る
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
の
直
後
に
は
じ
ま
つ
た
政
策
上
の
変
化
は
彼
の
晩

年
彼
自
身
が
選
択
し
た
新
方
針
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
西
欧
の
一
部
の
ソ
連
研

究
者
の
見
解
は
、
承
認
さ
れ
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
本
論
文
の
究

明
し
よ
う
と
し
た
問
題
点
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
タ
ッ
カ
ー
は
、
共
産
主
義
の
よ
り
低
い
段
階
（
社
会
主
義
）
か
ら

よ
り
高
い
段
階
へ
の
移
行
過
程
に
段
階
的
な
飛
躍
を
予
想
し
た
所
説
、
な
ら
び

に
そ
れ
と
関
連
し
た
経
済
政
策
論
を
異
端
と
し
て
批
判
し
攻
撃
し
て
い
る
ス
タ

ー
リ
ン
の
晩
年
の
論
説
を
分
析
し
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
二
年
（
第
一

九
回
党
大
会
）
に
い
た
る
間
に
政
策
論
争
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
彼
が
い
わ

ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
政
策
原
理
を
死
に
い
た
る
ま
で
終
始
固
守
し
続
け

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
こ
の
よ
う
な
政
策
論
争
が
国
内
政
策
の
み
な

ら
ず
、
対
外
政
策
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
ら
ぽ
対
外

政
策
に
つ
い
て
の
論
争
は
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
。
筆
者
に
よ
る
と
、
そ

れ
は
ま
ず
「
資
本
主
義
に
よ
る
包
囲
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
つ
て
現
れ
た
と
い

う
。
す
な
わ
ち
ソ
連
を
囲
饒
す
る
国
際
関
係
に
生
じ
た
戦
後
の
変
化
が
「
資
本

主
義
に
よ
る
包
囲
」
と
い
う
概
念
を
疑
間
視
さ
せ
、
国
際
緊
張
緩
和
の
可
能
性

を
意
識
さ
せ
て
い
つ
た
．
も
つ
と
も
マ
レ
ン
コ
フ
は
「
資
本
主
義
に
よ
る
包

囲
」
が
「
社
会
主
義
に
よ
る
包
囲
」
に
よ
つ
て
代
え
ら
れ
た
と
ま
で
は
断
言
し

て
い
な
い
。
し
か
し
「
資
本
主
義
に
よ
る
包
囲
」
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
政
策

の
基
本
的
な
前
提
で
あ
る
関
係
上
、
彼
は
、
こ
の
概
念
を
、
地
理
的
な
意
味
に



解
す
る
見
解
を
す
べ
て
異
端
と
し
て
拒
け
て
、
政
治
的
な
意
味
に
解
す
べ
き
こ

と
を
要
求
し
、
ま
た
戦
争
の
不
可
避
性
・
国
際
緊
張
の
不
断
の
増
大
を
一
貫
し

て
主
張
し
た
．
一
九
五
三
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
仕
組
ん
だ
白
衣
の
暗
殺
団
事
件

は
、
外
交
政
策
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
・
論
争
と
の
関
連
に
お

い
て
は
じ
め
て
理
解
し
得
る
。
要
す
る
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
晩
年
の
最
高
指
導

者
層
内
部
に
は
政
治
思
想
冨
一
憲
。
巴
旨
＆
の
分
裂
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
一
方
は
、
戦
後
の
変
化
し
た
国
際
関
係
に
注
目
し
、
緊
張
緩
和
の
可
能
性

を
見
出
し
て
、
自
主
的
乃
至
は
実
利
的
な
政
策
の
定
立
を
提
唱
し
、
他
方
は
、

か
か
る
国
際
関
係
の
変
化
を
否
定
し
、
緊
張
の
不
断
の
増
大
を
強
調
し
て
、
別

言
す
る
と
戦
争
の
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
の
政
治
・
経
済
的
な

要
請
、
現
実
主
義
的
な
要
求
を
無
視
し
て
、
戦
前
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
政

策
を
踏
襲
し
．
し
か
も
現
に
強
行
し
て
い
つ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
後
継
者
は
、

果
し
て
、
彼
の
政
策
を
遺
産
と
し
て
継
承
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち

「
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
が
変
化
の
水
門
を
開
き
、
ま
た
そ
れ
以
後
こ
の
水
門
は
閉

ざ
さ
れ
て
は
い
な
い
」
（
三
五
頁
）
の
で
あ
る
と
、
筆
者
は
い
う
。

「
共
存
の
弁
証
法
」
　
成
程
、
「
共
存
」
と
い
う
言
葉
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
は

じ
め
て
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
も
、
ま
た
レ
ー
ニ

ン
に
も
見
ら
れ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
こ
の
共
存
の
概
念
が
共
産

主
義
者
間
の
重
要
な
論
争
点
と
な
つ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
レ
ー
ニ
ン
と
モ
ロ
ト
フ
あ
る
い
は
毛
沢
東
の
レ
ー
ニ
ン
と
が

出
現
し
て
い
る
。
し
か
し
「
い
ず
れ
も
、
真
の
、
歴
史
上
の
レ
ー
ニ
ン
で
は
な

い
」
（
二
〇
三
頁
）
．
就
中
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
共
存
が
レ
ー
ニ
ン
の
共
存
に
見

ら
れ
な
い
「
新
し
い
内
容
」
を
盛
込
ん
で
い
る
こ
と
、
オ
…
ソ
ド
ヅ
ク
ス
な
共
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存
の
概
念
が
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
．
タ
ッ
カ
ー

は
、
こ
の
「
新
し
い
内
容
」
の
分
析
を
本
論
文
に
お
い
て
試
み
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ニ
ン
の
し
た
が
つ
て
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
共
存
の
修
正
を

意
味
す
る
「
新
し
い
内
容
」
の
分
析
に
は
、
古
典
的
な
共
存
に
加
え
ら
れ
た
三

つ
の
変
更
、
い
い
か
え
る
と
ソ
ヴ
エ
ト
の
対
外
政
策
を
規
定
す
る
部
分
的
原
則

か
ら
一
般
的
原
則
へ
の
共
存
の
拡
大
、
単
な
る
一
時
的
・
過
渡
的
な
原
則
か
ら

一
時
代
全
体
的
な
原
則
へ
の
共
存
の
延
長
、
共
存
の
「
弁
証
法
」
的
な
過
程
と

し
て
の
把
握
、
特
に
第
三
の
点
が
注
目
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
ら
ば
、

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
理
論
に
お
い
て
は
共
存
と
い
う
過
程
は
あ
く
ま
で
も
国
際

的
な
階
級
闘
争
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
の
修
正
理
論
に
あ
つ
て
は
闘
争
と
協
力
か
ら
な
る
弁
証
法
的
な
過
程
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
闘
争
と
協
力
の
弁
証
法
的
統
一
と

規
定
さ
れ
た
共
存
の
概
念
に
は
、
戦
争
は
回
避
し
得
る
し
ま
た
回
避
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
、
古
典
的
な
共
存
に
全
く
見
ら
れ
な
い
積
極
的
な
・
前
向
き

の
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
『
弁
証
法
と
は
一
般
的
な
意
味
で
は
対

象
そ
の
も
の
の
内
に
矛
盾
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
』
」
（
二
〇
八
頁
）
と
す
る
レ

ー
ニ
ン
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
規
定
で
あ
る
と
は

い
い
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
弁
証
法
的
な
共
存
概
念
は
、
古
典

的
な
共
存
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
理
解
し
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
共
産
主
義
者
間
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
論
争
の
内

容
、
な
ら
び
に
反
ス
タ
ー
リ
ン
的
・
反
毛
沢
東
的
な
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
共
存
の

具
体
的
な
意
味
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
筆
者
は
、
論
争
の
基
本

的
な
争
点
で
あ
る
戦
争
は
可
避
か
不
可
避
か
の
問
題
、
さ
ら
に
は
ま
た
現
代
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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｝
一
七
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

国
主
義
の
本
質
あ
る
い
は
現
段
階
の
規
定
を
め
ぐ
る
批
判
な
ら
び
に
反
論
を
究

明
し
、
ま
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
的
共
存
政
策
の
前
提
、
方
式
、
意
図
を
分
析
し

て
、
彼
の
修
正
さ
れ
た
共
存
理
論
に
お
い
て
は
国
内
政
策
が
実
は
対
外
政
策
と

な
つ
て
い
る
こ
と
、
対
外
政
策
は
必
ず
し
も
国
内
政
策
と
は
な
つ
て
い
な
い
こ

と
、
し
た
が
つ
て
そ
こ
に
民
族
解
放
戦
争
の
問
題
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な

暖
昧
さ
・
矛
盾
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
共
存
理
論
は
よ
り
一
層
の
国

際
緊
張
の
緩
和
こ
そ
が
非
共
産
主
義
社
会
に
お
け
る
社
会
的
・
政
治
的
な
変
革

に
と
つ
て
よ
り
め
ぐ
ま
れ
た
条
件
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
る

が
、
む
し
ろ
「
共
存
の
弁
証
法
は
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
共
産
主
義
革
命
に

た
い
し
て
よ
り
は
共
産
主
義
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
革
命
に
た
い
し
て
、
よ

り
有
利
に
作
用
す
る
」
（
二
二
二
頁
）
の
で
は
な
い
か
と
。

　
以
上
に
お
い
て
紹
介
し
た
二
編
を
除
く
他
の
諸
論
文
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
本
書
の

価
値
は
い
さ
さ
か
も
損
わ
れ
て
は
い
な
い
。
本
書
を
構
成
し
て
い
る
一
〇
編
の

論
文
が
ス
タ
ー
リ
ン
以
後
の
変
化
を
取
扱
つ
て
い
る
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら

で
は
な
く
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
か
か
る
変
化
の
解
釈
を
、
い
い
か
え
る

と
ソ
ヴ
エ
ト
政
治
の
内
的
世
界
ー
タ
ッ
カ
ー
の
い
う
政
治
思
想
（
そ
れ
は
思

考
様
式
、
認
識
方
式
、
心
理
的
態
度
、
イ
デ
オ
p
ギ
ー
的
前
提
、
理
論
を
包
括
し
た

概
念
で
あ
る
）
に
お
け
る
発
展
の
解
明
を
共
通
の
主
題
と
し
て
お
り
、
し
た
が

つ
て
ま
た
ソ
連
研
究
に
際
し
て
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
理
論
と
政
策
と
の
関
連

に
つ
い
て
の
解
答
が
、
総
合
的
に
、
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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精
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一
〇
八
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一
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八
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