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ミ
ハ
イ
ロ
・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
著

『
豊
か
さ
か
ら
実
践
へ

社
会
批
判
』

哲
学
と

　
『
豊
か
さ
か
ら
実
践
へ
』
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
一
九
六
九

年
秋
か
ら
翌
七
〇
年
春
の
学
期
に
か
け
て
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
行
つ
た
講
義
に

基
づ
い
た
論
文
集
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

1序5432
批
判
的
社
会
哲
学
の
諸
原
理

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
批
判
的
社
会
理
論

近
代
工
業
文
明
に
お
け
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
人
間
化
の
可
能
性

現
代
社
会
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
と
技
術
革
新

経
済
主
義
、
あ
る
い
は
経
済
の
人
間
化
？

自
由
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
社
会
主
義
に
お
け
る
政
治
の
諸
原
理

67

革
命
の
概
念

新
し
い
人
間
社
会
と
そ
の
組
織

九
〇

（
九
一
八
）

　
著
者
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
も
紹
介
さ
れ
、
岩

田
昌
征
・
岩
淵
慶
一
共
訳
『
実
践
の
弁
証
法
』
　
（
合
同
出
版
）
を
は
じ
め
と
し

て
、
幾
つ
か
の
論
文
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
．
わ
た
く
し
自
身
も
、
　
「
政
治
に
お

け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
ー
実
存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
中
心
と
し

て
」
　
（
本
誌
第
四
士
ハ
巻
第
三
号
）
の
な
か
で
、
　
マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
関
連
し
て
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
．
本
書
の
標
題

は
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
の
読
者
に
適
合
す
る
印
象
を
あ
た
え
る
が
、
そ
の
内
容

は
、
前
掲
書
『
実
践
の
弁
証
法
』
の
論
旨
と
あ
ま
り
変
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
重
複

し
て
い
る
部
分
も
少
な
く
無
い
。
そ
れ
に
著
者
の
叙
述
そ
の
も
の
も
、
全
体
を

通
じ
て
繰
り
返
し
が
多
く
、
す
で
に
わ
が
国
の
読
者
に
と
つ
て
は
新
鮮
味
に
欠

け
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
批
判
哲
学
、
そ
れ
に
基
づ
く

マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
の
幾
つ
か
の
側
面
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。

　
マ
ル
ゴ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
客
観
的
宇
宙
に
つ
い
て
の
概
念
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ク
ノ
ス

で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
、
人
間
の
実
践
、
人
間
の
歴
史
の
所
産
で
あ
り
、
特

殊
科
学
の
部
分
的
知
識
で
は
な
く
、
知
識
の
綜
合
、
新
し
い
歴
史
的
可
能
性
を

開
示
す
る
価
値
、
そ
し
て
人
間
の
状
況
に
対
す
る
批
判
的
意
識
な
の
で
あ
る
．

哲
学
者
の
担
う
課
題
と
は
、
ま
さ
に
自
己
の
哲
学
を
生
き
、
理
想
の
現
実
化
に

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
．
人
間
生
活
を
哲
学
的
原
理
に
ま
で
た
か

め
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
う
し
て
、
哲
学
者
は
純
粋
理
論
の
疎
外
形
態
を
克
服
す

る
と
と
も
に
、
　
「
ト
ー
タ
ル
な
理
論
U
実
践
的
存
在
」
と
な
る
こ
と
が
可
能
で



あ
る
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
「
社
会
的
存
在
」
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
、
諸
々
の
問
題
を
批
判
的
に
取
り
扱
う
．
哲
学

一
般
と
同
様
に
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
　
「
社
会
哲
学
」
に
も
三
つ
の
構
成
要

素
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
存
在
論
的
前
提

　
自
然
過
程
と
社
会
過
程
と
の
主
た
る
相
違
は
、
い
ず
れ
も
客
観
的
実
体
と
し

て
研
究
し
う
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
自
由
な
意
識
的
主
体
か
ら
成
り
立
つ
て

い
る
．
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
的
事
象
の
よ
う
に
、
社
会
法
則
な
り
人
間
行
動
の

規
則
性
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、
　
「
歴
史
的
時
間
」
の
う
ち

に
生
存
し
変
化
す
る
か
ぎ
り
、
歴
史
的
所
産
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
そ

れ
に
し
て
も
．
人
間
の
基
礎
的
普
遍
的
特
質
と
い
つ
た
も
の
は
無
い
で
あ
ろ

う
か
。
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
人
間
の
存
在
論
、
あ
る
い
は
哲
学
的
ア
ソ
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
の
定
立
化
を
要
請
す
る
．
そ
れ
を
簡
約
す
れ
ば
、
感
性
の
無
制
約
な
発

展
、
理
性
の
作
用
、
想
像
力
、
意
思
疎
通
の
能
力
、
創
造
活
動
の
能
力
、
諸
々
の
利

害
や
衝
動
や
憧
憬
を
調
和
さ
せ
る
能
力
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
間
の
識
別
・
評

価
・
選
択
、
人
間
自
身
に
関
す
る
明
晰
な
批
判
的
意
識
を
発
展
さ
せ
る
能
力
、
と

い
う
八
項
目
が
あ
げ
ら
れ
る
．
こ
れ
ら
は
、
科
学
的
仮
設
が
観
察
と
実
験
に
よ

つ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
検
証
可
能
で
は
な
く
、
証
明
さ

れ
る
も
の
で
も
な
い
．
し
か
し
な
が
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
だ
が
、

哲
学
が
人
間
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
著
者
の
一
貫
し
た
主
張

を
、
端
的
に
明
示
し
て
い
よ
う
．
す
な
わ
ち
、
　
「
主
要
な
る
哲
学
的
問
題
i

そ
れ
は
す
べ
て
の
哲
学
の
根
底
に
あ
り
、
か
つ
わ
た
く
し
が
彫
琢
し
よ
う
と
意

　
　
　
紹
介
と
批
評

図
し
て
い
る
の
だ
が
ー
と
は
、
い
か
に
し
て
人
間
が
、
自
己
自
身
の
も
の
と

し
て
受
容
す
る
或
る
世
界
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
を
実
現
し
、
み
ず
か
ら
を
創

造
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
一
六
頁
）
と
。

　
（
2
）
　
認
識
論
的
前
提

　
自
然
科
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
探
究
方
法
を
人
間
科
学
に
適
用
す
る
こ
と

は
差
し
つ
か
え
な
い
し
、
実
証
主
義
お
よ
び
行
動
科
学
の
立
場
は
、
社
会
行
動

や
歴
史
現
象
の
客
観
性
の
認
識
に
と
つ
て
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
行

動
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
科
学
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
加
速
度
的
進
展
と
相
倹
つ

て
、
分
析
的
・
技
術
論
的
成
功
を
収
め
て
い
る
．
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
そ
れ

ら
を
忌
み
嫌
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
人
間
を
も
の
と
し
て
の
み
認
識
し
、

そ
れ
に
還
元
す
る
「
物
象
化
」
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
人

間
の
主
体
的
立
場
，
　
「
社
会
総
体
の
主
体
的
次
元
の
具
体
的
、
質
的
、
歴
史
的

理
解
」
に
よ
つ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
性
を
説
く
。
こ
の
両
者
を
綜
合
す
る
認
識

方
法
が
弁
証
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
．
独
断
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た

ち
が
解
釈
し
て
き
た
、
人
間
の
実
践
と
か
か
わ
り
の
な
い
弁
証
法
的
《
法
則
V

概
念
、
さ
ら
に
は
現
存
世
界
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
方
法
が

批
判
さ
れ
る
．
弁
証
法
な
る
も
の
は
、
す
ぐ
れ
て
認
識
と
実
践
の
方
法
で
あ
つ

て
、
実
証
的
知
識
を
獲
得
す
る
一
般
理
論
で
あ
る
の
み
か
、
現
実
の
革
命
的
否

定
の
方
法
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
マ
ル
ク
ス
（
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
）
に
と
つ

て
、
弁
証
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
論
的
・
経
験
的
認
識
の
総
体
に
お
け
る
矛
盾

を
発
見
し
、
矛
盾
を
批
判
的
に
廃
棄
す
る
た
め
の
思
惟
方
法
で
あ
つ
た
こ
と
を

忘
却
す
べ
き
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
九
一
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
（
3
）
　
価
値
論
的
前
提

　
批
判
的
社
会
哲
学
は
、
現
象
を
弁
証
法
的
に
歴
史
過
程
な
い
し
は
コ
ソ
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
の
質
的
変
化
の
方
向
性
を
解
明
す
る
．
だ
が
、
た

ん
に
解
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
目
標
、
欲
求
、
価
値
を

決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
．
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ヅ
チ
は
、
厳
格
な
決
定
論
も

非
決
定
論
も
と
も
に
拒
否
し
、
そ
れ
に
代
つ
て
、
人
間
の
自
己
決
定
を
重
視
し

て
い
る
．
　
「
し
た
が
つ
て
、
つ
ぎ
の
問
題
が
生
じ
る
．
一
定
の
歴
史
的
条
件
に

お
い
て
、
い
ず
れ
が
最
適
な
歴
史
的
可
能
性
で
あ
る
か
？
明
ら
か
に
、
《
最
適

な
V
と
い
う
言
葉
は
価
値
概
念
を
と
も
な
つ
て
い
る
」
（
三
五
頁
）
。
そ
し
て
、

こ
の
最
適
な
可
能
性
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
が
、
ま
さ
に
人
間
の
《
疎
外
〉
で

あ
る
。
価
値
観
の
選
択
の
問
題
は
、
純
粋
に
主
観
的
で
も
恣
意
的
で
も
あ
り
得

な
い
。
例
え
ば
、
道
徳
的
価
値
は
社
会
的
調
和
、
同
調
、
承
認
へ
の
欲
求
を
充

足
さ
せ
る
人
間
行
動
で
あ
り
、
審
美
的
価
値
は
自
然
的
限
界
を
克
服
し
、
環
境

を
美
化
し
、
想
像
的
世
界
、
状
況
、
人
間
的
存
在
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を

充
足
さ
せ
る
形
、
色
、
音
等
の
パ
タ
ー
ソ
で
あ
る
。
政
治
的
価
値
は
共
同
生
活

に
お
け
る
安
全
、
組
織
、
参
加
へ
の
人
間
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
社
会
制
度
と

か
行
動
様
式
な
の
で
あ
る
。
価
値
概
念
は
、
歴
史
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ

り
、
ま
た
事
実
命
題
か
ら
峻
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
社
会
生
活
に
お
け
る
普
遍
的
な
社
会
的
要
求
に
つ
い
て
の
価
値
判

断
を
排
除
で
き
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
い
う
「
弁
証
法
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
」
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
伝
統
を
継
承
し
た
現
代
の
社
会
哲
学
の
基
礎
で
あ

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
薯
者
は
、
マ
ル
ク
ス
の
う
ち
に
真
正
な
「
批
判
的
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
九
二
〇
）

理
論
」
を
読
み
と
つ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
以
後
の
マ

ル
ク
ス
主
義
の
堕
落
、
退
化
、
歪
曲
に
対
す
る
初
期
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
ヘ
の
回
帰
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
し
た
が
う
な
ら
、

『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
か
ら
『
資
本
論
』
に
い
た
る
思
想
的
深
化
に
は
、
哲
学
的

ア
ソ
ト
ロ
ポ
・
ギ
ー
と
思
想
と
し
て
の
弁
証
法
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
解
釈
は
、
け
つ
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
無
く
、
む
し
ろ
現
代
の
西
欧
マ

ル
ク
ス
主
義
の
主
旋
律
を
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
マ
ル
ク

ス
理
論
の
な
か
で
、
人
間
活
動
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
実
践
を
強
調
し

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
実
践
に
明
確
な
定
義
を
あ
た
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

人
間
生
活
に
必
要
な
「
人
間
と
自
然
と
の
質
料
変
換
」
と
し
て
の
労
働
と
区
別

さ
れ
て
、
実
践
が
理
想
的
な
人
間
活
動
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ

チ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
実
践
の
過
程
に
お
い
て
、
人
間
は
自
分
の
人

格
を
肯
定
し
、
外
界
を
変
革
す
る
主
体
と
し
て
自
己
自
身
を
体
験
す
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
他
の
人
間
存
在
の
欲
求
を
も
充
足
さ
せ
、
社
会
生
活
を
富
裕
化
す

る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
実
践
は
「
類
的
存
在
」
、
人
間
関
係
を
確
立
す

る
。
実
践
は
、
自
然
全
体
を
人
間
活
動
の
う
ち
に
組
み
入
れ
て
、
他
の
生
命
体

の
行
動
と
生
産
の
様
式
を
再
生
産
し
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ

る
。
人
間
は
本
能
に
よ
つ
て
の
み
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
過
程
や
社
会

過
程
の
構
造
を
発
見
し
、
未
来
へ
と
合
目
的
的
に
投
企
す
る
か
ら
、
実
践
は

合
理
的
で
あ
る
。
実
践
は
、
外
的
強
制
、
物
理
的
な
力
、
あ
る
い
は
権
威
か
ら

自
由
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
実
現
へ
と
向
う
自
由
で
も
あ
る
．
そ
し
て
、
実
践

は
「
美
の
法
則
に
従
う
」
活
動
と
し
て
、
美
学
的
性
質
を
具
備
し
て
い
る
．
確



か
に
、
こ
う
し
た
実
践
の
概
念
は
、
ひ
と
つ
の
理
想
的
限
界
に
ち
が
い
な
い

が
、
歴
史
弁
証
法
と
か
科
学
的
法
則
の
《
物
象
化
V
に
陥
つ
た
革
命
概
念
と

は
．
ま
つ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
．

　
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
疎
外

形
態
を
捌
挟
す
る
。
　
「
…
…
生
活
水
準
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
助
力
に
よ
つ
て

大
い
に
改
善
さ
れ
は
し
た
け
れ
ど
も
、
殆
ん
ど
の
場
合
．
こ
の
事
実
は
、
社
会

諸
集
団
の
あ
い
だ
の
関
係
を
よ
り
人
間
的
な
も
の
に
し
て
は
い
な
い
。
生
産
性

は
急
速
に
ま
し
て
い
る
も
の
の
、
よ
り
高
い
賃
金
は
依
然
と
し
て
よ
り
高
度
の

搾
取
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
－
…
。
収
奪
者
が
資
本
家
で
あ
る
か
官
僚
で
あ

る
か
は
、
労
働
者
に
と
つ
て
本
質
的
な
差
異
で
は
な
い
」
　
（
七
一
ー
七
二
頁
）
と

い
つ
た
言
葉
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
体
制
の
如
何
を
問
わ
ず
、
先
進
工
業
国
の

非
人
間
化
、
政
治
的
・
経
済
的
疎
外
に
対
す
る
批
判
は
鋭
い
．
と
り
わ
け
．
ソ

ヴ
ェ
ト
的
官
僚
国
家
型
の
社
会
主
義
に
関
し
て
は
（
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
無
視

し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
個
人
の
評
価
も
、
そ
の
晩
年
の
残
虐
非
道
た
行
為
は

別
に
し
て
、
冷
静
さ
を
失
つ
て
い
な
い
が
）
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
の
廃
棄
だ
け

で
充
分
で
は
な
く
、
職
業
政
治
家
集
団
“
官
僚
機
構
の
廃
棄
を
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ

ッ
チ
は
強
く
主
張
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
国
家
権
力
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
の

態
度
を
と
る
ニ
ュ
ー
．
レ
フ
ト
ー
彼
は
そ
れ
を
疑
似
前
衛
主
義
と
呼
ん
で
い

る
ー
に
対
し
て
も
手
厳
し
い
．
官
僚
主
義
を
い
か
に
克
服
す
る
か
、
そ
の
可

能
性
は
ど
う
か
、
と
い
つ
た
問
題
は
、
著
者
自
身
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
自

主
管
理
と
中
央
国
家
権
力
と
の
結
合
モ
デ
ル
の
経
験
を
顧
み
て
、
そ
の
前
途
多

難
を
物
語
る
。

　
最
後
に
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
革
命
の
概
念
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
．
重

　
　
　
紹
介
と
批
評

要
な
こ
と
は
暴
力
の
使
用
と
か
大
衆
運
動
で
は
な
く
、
政
府
の
性
質
の
変
更
で

も
社
会
体
制
全
体
の
崩
壊
で
す
ら
も
な
い
と
い
う
。
「
革
命
の
本
質
的
特
徴
は
、

あ
る
社
会
構
成
体
の
本
質
的
な
内
的
限
界
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
で
あ
る
」

（
一
九
一
頁
）
．
い
さ
さ
か
抽
象
的
で
理
解
し
難
い
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に

つ
づ
い
て
、
革
命
の
必
然
性
と
か
歴
史
法
則
を
論
じ
た
箇
所
（
二
〇
一
頁
）
で

は
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
々
の
法
則
は
理
論
モ
デ
ル
の

枠
組
内
で
の
み
一
定
の
意
味
を
有
す
る
と
述
べ
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
モ
デ
ル
は
ひ
と

つ
の
理
念
的
構
造
で
あ
つ
て
、
所
与
の
条
件
の
も
と
で
は
、
何
処
に
で
も
顕
現

す
る
で
あ
ろ
う
関
係
と
傾
向
と
を
確
定
し
て
い
る
」
と
断
言
し
て
い
る
（
同
様

な
表
現
は
、
六
七
頁
に
も
み
ら
れ
る
）
。
そ
し
て
、
ふ
た
た
び
「
人
間
の
実
践
」
が

つ
ね
に
開
か
れ
て
お
り
、
自
発
的
で
、
創
造
的
か
つ
自
由
で
あ
る
と
提
唱
さ

れ
、
　
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
真
の
問
題
は
、
社
会
主
義
革
命
が
必
然
的
か
ど
う
か
で

は
な
く
．
歴
史
的
に
可
能
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
可
能
で
あ

る
か
、
こ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
、
で
あ
る
」
と
。

さ
ら
に
現
段
階
で
必
要
な
こ
と
と
い
え
ば
、
　
「
批
判
的
科
学
」
、
と
り
わ
け
「
新

し
い
道
徳
性
」
1
人
間
の
尊
厳
、
連
帯
性
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
忍
耐
力
、
精
神

的
優
越
性
－
－
の
道
徳
性
で
あ
る
と
い
つ
た
言
葉
に
出
会
う
．

　
「
も
し
も
わ
た
く
し
の
見
解
を
分
類
す
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
　
《
マ
ル
ク
ス
主

義
V
の
範
疇
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
、
た
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
分
類
も

幾
分
の
勘
酌
を
も
つ
て
（
§
§
ミ
§
寓
§
）
受
け
容
れ
る
な
ら
ば
で
あ
る
」
と

い
う
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
の
曖
昧
な
表
現
を
読
み
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
的
可
能
性
を
探
究
し
つ
つ
あ
る
著
者
が
「
あ
る
モ
メ
ン
ト
に

お
け
る
体
制
の
初
期
条
件
を
認
識
し
、
過
去
に
生
じ
た
変
化
の
諸
傾
向
を
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
九
二
｝
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
体
制
の
一
組
の
未
来
の
可
能
な
状
態
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
　
（
八
三
頁
）
と
書
い
て
い
る
、
そ
の
見
解
に
、
果
た
し
て

マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
る
こ
と
が
も
は
や
妥
当
か
ど
う
か
、
わ
た

く
し
自
身
判
断
し
か
ね
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
和
重

九
四

（
九
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）


