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A
・
B
・
ウ
ラ
ム
著
（
奈
良
和
重
訳
）

『
未
完
の
革
命
ー
工
業
化
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の

動
態
ー
』

　
本
書
は
ト
費
百
切
。
d
寅
β
§
鳴
9
、
義
。
。
勘
＆
笥
ミ
9
§
ざ
§
卜
旨
的
。
。
。
。
遷

§
§
頓
。
ミ
§
。
、
噛
蕊
§
§
恥
。
、
さ
§
詠
ミ
§
包
O
§
壽
§
勢
茎
Z
睾

帰
。
詩
”
寄
呂
。
蟹
国
o
岳
9
一
8
0
の
全
訳
で
あ
る
。
著
者
ウ
ラ
ム
は
、
ハ
ー
パ

ー
ド
大
学
教
授
と
し
て
社
会
主
義
思
想
史
、
ソ
ヴ
ェ
ト
外
交
史
を
講
ず
る
か
た

わ
ら
、
同
大
学
・
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
と
し
て
精
力
的
な
研
究
活
動

を
続
け
て
い
る
中
堅
ク
ラ
ス
の
政
治
学
者
で
あ
る
。

　
さ
て
．
本
書
は
、
そ
の
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
工
業
化
と

マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
点
に
特
色
が
あ
る
．
こ
の

問
題
の
解
明
へ
と
著
者
を
駆
り
た
て
た
も
の
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
あ
る
社

会
に
お
い
て
生
き
、
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
他
の
と
こ
ろ
で
は
社
会

主
義
と
共
産
主
義
が
取
る
に
足
ら
な
い
党
派
、
も
し
く
は
知
識
人
集
団
の
信
条

に
と
ど
ま
つ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
」
（
著
者
ま
え
が
ぎ
）
と
い
う
極
め
て
常

識
的
な
疑
問
で
あ
つ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た
西
欧
に
で

は
な
く
、
工
業
化
と
近
代
性
を
め
ざ
し
て
暗
中
摸
索
し
つ
つ
あ
る
非
西
欧
社
会

に
主
と
し
て
勝
利
を
得
、
影
響
を
お
よ
ぽ
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
？
　
こ
の
常



識
的
な
疑
問
か
ら
ひ
き
だ
し
た
著
者
ウ
ラ
ム
の
解
答
は
、
し
か
し
な
が
ら
非
凡

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
工
業
化
・
近
代
化
の
イ
デ

オ
冒
ギ
ー
と
し
て
把
握
し
、
「
前
工
業
的
社
会
か
ら
近
代
的
、
少
く
と
も
部
分

的
に
工
業
化
さ
れ
た
社
会
へ
の
移
行
の
決
定
的
な
時
点
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

が
あ
る
意
味
で
そ
の
社
会
の
自
然
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
り
、
そ
の
問
題
に
対

し
て
最
も
魅
惑
的
な
解
決
と
な
る
」
（
二
頁
）
と
鋭
く
洞
察
す
る
．
移
行
期
の

社
会
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
「
自
然
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
」
と
な
る
の
は
、

い
つ
た
い
な
ぜ
か
？
　
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
「
科
学
と

機
械
化
の
崇
拝
と
そ
れ
ら
が
人
類
を
変
革
す
る
力
に
対
す
る
無
限
の
信
仰
」
、

「
そ
し
て
そ
れ
と
ま
つ
た
く
正
反
対
な
も
の
1
機
械
時
代
の
無
情
さ
と
破
壊

性
に
対
す
る
プ
・
テ
ス
ト
」
と
い
う
、
移
行
期
の
ム
ー
ド
の
本
質
を
反
映
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
時
期
の
「
大
衆
は
も
と
よ
り
知
識
人
や
科
学

者
に
対
し
て
も
：
彼
等
自
身
の
思
想
と
感
情
を
整
合
し
、
統
合
す
る
何
も
の

か
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
七
～
八
頁
）
。
か
か
る
意
味

に
お
い
て
、
工
業
化
・
近
代
化
に
到
達
し
つ
つ
あ
る
社
会
に
と
つ
て
「
マ
ル
ク

ス
主
義
的
」
時
期
の
体
験
は
必
然
で
あ
り
、
他
方
．
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た
社

会
に
と
つ
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
触
発
さ
る
べ
ぎ
な
に
も
の
も
持
た
な
い
存
在

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
見
事
な
相
対
化
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
絶
対
論
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
さ
れ
、
一
種
の
相

対
論
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
「
ど
の
よ
う
な
社
会
理
論
で
も
経
済
学
体
系
で
も
、
そ
の
歴
史

的
・
社
会
的
環
境
を
超
越
で
き
な
い
」
（
三
五
頁
）
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義

も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
究
対
象
と

　
　
　
紹
介
と
批
評

し
て
と
り
あ
げ
る
場
合
、
そ
の
「
歴
史
法
則
」
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
、
そ
の

経
済
理
論
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
つ
た
点
に
論
議
を
集
中
す
る
よ
り

も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
つ
た
と
い
う
前
提
に
た
つ
て
、
マ

ル
ク
ス
が
そ
の
「
時
代
」
を
い
か
に
理
論
化
し
た
か
、
そ
の
時
代
的
状
況
（
マ

ル
ク
ス
主
義
的
状
況
）
は
ど
こ
に
再
生
し
、
ま
た
は
再
生
し
つ
つ
あ
る
か
、
と

い
う
角
度
か
ら
問
題
に
接
近
す
る
方
が
、
生
産
的
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
も
っ
価

値
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
話
に
お
け
る
著
者
の
こ
う

し
た
姿
勢
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
ご
と
く
、
科
学
と
機
械
化
の
崇
拝
、
そ
れ
へ
の
無
限
の

信
仰
、
お
よ
び
機
械
時
代
の
無
情
さ
と
破
壊
性
へ
の
プ
・
テ
ス
ト
こ
そ
、
一
九

世
紀
前
半
期
西
欧
の
も
つ
ム
ー
ド
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
、
工

業
主
義
と
反
工
業
主
義
と
い
う
タ
ー
ム
で
表
現
し
、
工
業
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主

義
的
論
理
の
基
礎
で
あ
り
、
反
工
業
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
情
緒
の
基
礎
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
．
自
己
破
壊
的
な
資
本
主
義
に
と
つ
て
代
わ
る
べ
き
新
し

い
工
業
的
秩
序
、
生
産
力
の
無
限
の
発
展
を
保
障
す
べ
き
社
会
主
義
的
生
産
関

係
の
到
来
を
措
定
し
た
点
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
理
は
た
し
か
に
工
業
主
義

的
で
あ
り
、
ま
た
、
農
村
の
荒
廃
、
非
人
間
的
な
労
働
強
化
等
か
ら
生
ず
る
農

民
、
労
働
者
の
怨
恨
と
苦
痛
を
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る

点
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
反
工
業
主
義
的
情
緒
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
こ
の
工
業
主
義
の
論
理
と
反
工
業
主
義
の
情
緒
は
、
一
八
四
〇
年
代
の
西
欧

で
は
容
易
に
整
合
さ
れ
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義

的
状
況
」
は
、
一
八
五
〇
年
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
場
面
か
ら
は
永
遠
に
去
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
一
五
七
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

が
、
そ
れ
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
原
理
を
漸
次
に
政
治
に
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
、

お
よ
び
社
会
立
法
と
労
働
組
合
の
承
認
と
い
う
基
礎
的
原
理
を
き
わ
め
て
漸
進

的
か
つ
初
歩
的
に
採
用
す
る
こ
と
が
急
進
的
気
質
を
緩
和
さ
せ
、
そ
し
て
工
業

の
発
展
と
一
般
的
生
活
水
準
の
上
昇
が
こ
の
プ
・
テ
ス
ト
か
ら
そ
の
主
な
反
工

業
的
性
格
を
剥
奪
し
た
」
（
九
三
頁
）
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
反
工
業
主
義
こ
そ
は
無
政
府
主
義
的
ム
ー
ド
の
母
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
う

し
た
反
工
業
主
義
の
稀
薄
化
は
、
状
況
を
「
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
に
し
て
い

く
。
深
化
・
拡
大
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
お
よ
び
成
長
す
る
労
働
組
合
主
義
を

伴
つ
た
工
業
主
義
の
発
展
は
、
社
会
主
義
か
ら
革
命
的
熱
狂
を
奪
い
去
る
。
労

働
運
動
は
経
済
主
義
に
傾
斜
し
、
祖
国
を
も
た
な
い
は
ず
の
労
働
者
は
、
国
家

の
存
在
を
容
認
し
、
国
家
の
枠
内
に
お
け
る
自
己
の
救
済
を
考
え
る
に
い
た

る
。
「
社
会
主
義
の
性
質
と
い
う
も
の
は
工
業
主
義
・
プ
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
論
理
的
な
延
長
で
あ
り
実
現
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主

義
（
一
六
五
頁
）
が
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
支
配
的
潮
流
と
な
つ
た
の

は
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
工
業
主
義
が
反
工
業
的
プ
ロ
テ
ス
ト
の
ム
ー
ド
か
ら
脱
脚
し
つ

つ
発
展
す
る
と
、
　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
側
に
お
い
て
す
ら
、
「
歴
史
の
力
は
労

働
者
を
革
命
的
階
級
と
は
し
な
い
、
労
働
者
の
自
然
発
生
的
な
組
織
は
彼
等
を

革
命
に
で
は
な
く
、
経
済
お
よ
び
職
業
上
の
改
善
の
た
め
の
闘
争
へ
と
導
い
て

ゆ
く
」
と
い
う
、
一
種
の
諦
観
的
認
識
が
生
じ
て
く
る
。
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ

の
「
修
正
主
義
」
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
認
識
を
土
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
正
統
」
マ
ル
ク
ス
主
義
者
レ
ー
ニ
ン
は
自
然
発
生
性
へ
の
拝

蹟
を
拒
否
し
、
「
労
働
者
を
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
強
制
的
に
転
向
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
（
一
五
七
二
）

こ
と
を
信
ず
る
」
（
一
九
二
頁
）
。
「
レ
ー
ニ
ン
お
よ
び
そ
の
同
時
代
人
に
と
つ

て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
革
命
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
彼
等
が
主
と
し

て
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
、
政
治
的
革
命
へ
の
特
定
の
途
と
し
て
の
マ
ル
ク

ス
主
義
の
意
味
で
あ
る
」
（
一
九
三
頁
）
。

　
レ
ー
ニ
ン
が
、
「
労
働
者
を
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
強
制
的
に
転
向
さ
せ

る
」
た
め
の
装
置
H
党
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
革
命
を
成
功
さ
せ
え
た
の
は
、
当
時

の
「
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
工
業
は
躍
進
的
に
成
長
し
つ
つ
あ
つ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
工
業
化
に
と
つ
て
必
要
な
政
治
的
要
素
は
一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ス

あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
り
も
遙
か
に
欠
け
て
い
た
」
（
一
九
四
頁
）
か

ら
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
革
命
の
装
置
で
あ
る
党
は
、
も
し
』
九
〇
五
年
の

革
命
後
に
ロ
シ
ア
に
真
の
立
憲
的
か
つ
自
由
な
政
治
生
活
が
生
じ
て
い
た
と
し

た
ら
、
ほ
と
ん
ど
生
存
不
可
能
で
あ
つ
た
ろ
う
」
（
二
〇
二
頁
）
。

　
右
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
著
者
は
、
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
党
と
い
う
も
の
は
、

移
行
段
階
に
あ
る
社
会
に
特
有
な
条
件
の
も
と
に
お
い
て
ー
労
働
者
の
階
級

利
益
が
…
・
ま
だ
一
定
の
型
に
固
ま
つ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
工
業
化
と
近
代
化

の
過
程
が
、
『
共
産
党
宣
言
』
を
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
当
時
の
西
欧
に
お
い
て
、

そ
れ
が
及
ぽ
し
た
混
乱
と
当
惑
と
の
あ
ら
ゆ
る
効
果
を
あ
た
え
つ
つ
あ
る
よ
う

な
と
こ
ろ
に
お
い
て
1
実
践
可
能
で
あ
る
」
（
二
〇
四
頁
）
こ
と
、
お
よ
び
、

レ
ー
ニ
ン
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
教
義
を
ロ
シ
ア
的
条
件
に
適
応
さ
せ
た
と
い
う
意

味
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
社
会
工
学
と
し
て
利
用
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
こ

と
（
二
一
八
頁
）
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
が
ロ
シ
ア
革
命
を
勝
ち
と
つ
た
あ
と
．
マ
ル
ク
ス
主

義
に
お
け
る
工
業
主
義
的
性
格
は
、
ロ
シ
ア
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
体
現



さ
れ
た
。
ス
タ
：
リ
ソ
主
義
は
、
全
体
主
義
の
一
枚
岩
的
な
機
関
に
鍛
え
あ
げ

ら
れ
た
党
を
通
じ
て
、
「
唯
物
論
的
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
心
理
を
も
ち
、

党
の
命
令
と
宣
伝
に
自
動
的
に
反
応
す
る
」
よ
う
な
新
し
い
ソ
ヴ
ェ
ト
的
な
工

業
主
義
的
人
間
を
創
造
し
つ
つ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
工
業
化
を
急
テ
ン
ポ
で
推

進
し
て
い
つ
た
。
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
「
十
九
世
紀
前

半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
諸
力
の
計
画
も
な
く
方
向
づ

け
も
な
い
寄
せ
集
ま
り
が
成
し
遂
げ
た
も
の
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
は
、

強
制
と
計
画
化
に
よ
つ
て
遂
行
し
よ
う
と
努
力
し
つ
つ
あ
つ
た
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
祖
先
た
る
自
由
主
義
が
そ
う
で
あ
つ
た
よ
り
も

な
お
い
つ
そ
う
自
己
意
識
的
に
、
工
業
化
と
科
学
の
技
術
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
」
。
十
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
は
違
つ
て
、
「
今
度
は

工
業
的
価
値
を
中
産
階
級
に
さ
り
げ
な
く
教
化
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の

価
値
を
社
会
主
義
の
名
の
も
と
に
社
会
全
体
に
対
し
て
強
制
的
に
押
し
つ
け

る
」
（
二
四
三
頁
）
の
で
あ
る
．
要
す
る
に
「
ス
タ
ー
リ
ソ
主
義
の
意
味
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
の
論
理
の
、
革
命
的
精
神
に
対
す
る
勝
利
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

強
権
的
な
国
家
と
、
工
業
的
お
よ
び
科
学
的
性
格
を
も
つ
た
社
会
の
創
造
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
ロ
シ
ア
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
最
初
は
革
命
の

技
術
と
し
て
、
つ
い
で
工
業
化
と
近
代
化
の
技
術
と
し
て
、
そ
の
性
質
を
示
し

た
の
で
あ
る
」
（
二
五
一
頁
）
。

　
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
レ
！
ニ
ソ
主
義
の
み
な
ら
ず
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義

も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
工
学
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
か

か
る
意
味
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
（
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン
主
義
、
ス
タ
ー
リ
γ
主

義
）
が
初
期
工
業
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
高
度
に
工
業
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化
し
た
ソ
ヴ
ェ
ト
に
対
し
て
も
は
や
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ

で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
腐
食
化
、
日
常
生
活
の
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
が
、
当
然

の
現
象
と
し
て
発
生
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ

の
生
命
力
を
喪
失
し
は
し
な
い
．
第
二
次
大
戦
後
に
い
た
つ
て
ア
ジ
ア
．
ア
フ

リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
よ
う
や
く
工
業
化
の
初
期
段
階
に
さ
し
か
か
つ

た
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
著
者
の
い
う
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
状
況
」
が

再
生
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
史
に
お
け
る
工
業
発
展
の
不
均
等
性
の
ゆ

え
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
革
命
は
依
然
と
し
て
「
未
完
の
革
命
」
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
本
書
に
つ
い
て
の
感
想
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
さ
き
に
も
述
べ
た
ご

と
く
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
ウ
ラ
ム
の
所
説
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ま
こ
と
に

見
事
な
相
対
化
で
あ
る
．
そ
れ
は
変
動
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
巨
大
な

役
割
と
そ
の
機
能
を
巧
み
に
説
明
L
つ
つ
、
工
業
社
会
へ
の
移
行
期
に
お
け
る

マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
工
学
的
な
生
命
力
の
源
泉
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
指
摘
し

て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
現
代
の
後
進
地
域
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
力
に
は
、

と
う
て
い
無
視
L
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
筆
者
の
専
攻
す
る
ア
フ

リ
カ
地
域
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
の
潮
流
の
存
在
は
、
は

つ
ぎ
り
と
み
て
と
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ラ
ム
の
い
う
「
マ

ル
ク
ス
主
義
的
状
況
」
が
厳
密
な
意
味
で
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
必
ず
し
も
裏
書
き
し
て
は
い
な
い
、
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
自

然
発
生
的
な
「
工
業
主
義
へ
の
信
仰
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
体
制
を

つ
き
動
か
す
ほ
ど
の
「
反
工
業
主
義
的
情
緒
」
が
横
溢
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
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い
。
そ
こ
に
は
た
し
か
に
「
工
業
化
の
初
期
的
段
階
」
が
現
出
し
つ
つ
あ
る

が
、
そ
れ
は
社
会
的
諸
力
が
自
然
に
生
み
だ
し
た
も
の
で
な
く
．
民
族
主
義
的

感
情
を
媒
介
と
し
て
人
為
的
に
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
後
進
諸

地
域
に
は
、
先
進
工
業
諸
国
が
三
〇
〇
年
か
か
つ
て
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
一
世

代
の
う
ち
に
成
し
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
欲
求
が
あ
る
．
そ
の
意
味

で
、
こ
れ
ら
地
域
で
は
工
業
化
は
そ
の
出
発
点
か
ら
意
識
的
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
つ
社
会
工
学
的
側
面
は
こ
れ
ら
後
進
諸
地
域
に
ヨ

リ
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
ヨ
リ
厳
密
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
現
代
に
お

け
る
生
命
力
の
源
泉
は
、
そ
の
ス
タ
ー
リ
ソ
主
義
的
側
面
に
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
枚
岩
的
な
党
と
全
体
主
義
的
な
機
構
を
通
じ
て
、

工
業
化
の
途
を
真
一
文
字
に
つ
き
進
ん
で
い
く
と
い
う
側
面
に
、
で
あ
る
．
し

た
が
つ
て
、
「
共
産
主
義
と
自
由
主
義
と
の
闘
争
の
一
側
面
は
、
思
想
の
競
争
、

し
ぽ
し
ば
誇
張
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
《
人
間
の
魂
の
た
め
の
闘
争
V
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
発
展
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
闘
争
、
世
界
的
な
広
が
り
を
も

つ
た
社
会
・
経
済
的
な
技
量
の
闘
争
で
あ
る
」
（
三
二
一
頁
）
と
い
う
著
者
の
指

摘
は
、
ま
つ
た
く
正
当
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
認
識
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ

が
も
つ
ば
ら
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
側
面
に
体
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

現
在
後
進
地
域
が
「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
状
況
」
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク

ス
主
義
が
生
命
力
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
、
ヨ
リ
明
確
に
示
す
べ
き
で
あ
つ

た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
法
の
ゆ
え
に
、
マ

ル
ク
ス
主
義
研
究
に
一
紀
元
を
画
し
た
と
い
つ
て
よ
い
．
ま
た
本
訳
書
の
文
体

は
流
麗
で
あ
り
、
か
つ
正
確
で
あ
つ
て
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
を
本
邦
に
紹
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（
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七
四
）

介
す
る
う
え
で
、
十
分
に
そ
の
役
割
を
は
た
し
え
て
い
る
。
著
者
な
ら
び
に
訳

者
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
て
、
こ
の
拙
い
書
評
を
終
え
た
い
と
思
う
。
　
（
慶
大

法
学
研
究
会
刊
　
昭
和
四
十
三
年
　
三
四
四
頁
　
一
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
田
　
英
郎
）


