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、
こ
こ
に
資
本
制
的
矛
盾
と
勞
資
の
階
級
對
立
は
お
お
う
.こ
と
.の
で
き
ぬ

.-'

.現
實
と
な
づ
た
。

,

ベ

し

.

'

,
:■

,

' 

.
も
.は
や
'「
賃
勞
働」

■關
係
を
自
然
的
•
調
和
的
關
係
と
み
な
し
、
レ
ッ
セ
.
. 

フ

K

丨

ル
を
叫
ん
で
い
る
こ

と

は

現
實
そ
の
も
，の
が
許
さ
な
か
つ
た
0
.
い
ま
や 

經
濟
學
は
何
ら
が
の
形
で
古
典
派
體
系
を
ぅ
ち
や
ぶ
つ
て
、
.か
か
る
砠
»
に
こ 

た
^

る
理
输
令
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
.

.

.
I

方
で
：は
、'
古
典
學
派
が
事
實
上
示
し
た
と
こ
ろ
のr

i

對
的
な
も
の」

を 

自
覺
的
に
取
上
げ
'
資
本
制
度
を
攻
擊
す
る
社
會
生
養
が
‘現
れ
、
こ
れ
は
資 

本
主
義
の
歷
史
的
認
識
と
剩
餘
價
値
理
論
の
確
立
に
よ
っ
て
、
現
實
の
諸
矛
盾 

の
深
化
と
そ
の
出
揚
の
宓
然
性
を
解
明
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
發
展
し
て
い 

っ
た
。
だ
が
他
'^
で
は
、
古
典
學
派
か
ら
勞
資
の
依
存
性
•
調
和
性
の
主
張6

.
み
を
抽
出
し
、
資
本
の
生
‘

を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
勞
働
價
値
論
を
歪 

曲
し
、
諸
矛
盾
や
階
級
對
立
を
緩
和
す
る
政
策
を
通
じ
て
資
本
i

度
を
擁
護 

し
て
い
こ
ぅ
と
す
る
努
力
が
展
開
さ
れ
て
い
つ
た
。
こ
こ
に
古
典
學
派
は
兩
極 

食
分
解
し
な
が
ら
崩
壊
し
、r

賃
勞
働」

問
題
も
全
く
異
る
立
場
か
ら
分
析
さ 

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
過
程
は
次
稿
で
あ
き
ら
か
と
し

よ

ぅ

。

.

X 

X 

X

 

X 

<
附
'1
5

>
こ
れ
は
修
士
論
文
、
第
二
章
の
要
約
で
あ
る
。
前
稿
、
.本
稿
.と
も
に 

紙
數
の
關
係
上
一
節
を
ほ
と
ん
ど
割
愛
し
た
た
め
、
彼
ら
が
當
時
の
ブ
ル
.ジ 

3
ァ
ジ
ー
の
實
踐
的
課
題
を
如
何
に
ぅ
け
と
め
て
い
た
の
か
を
當
時
の
時
代 

的
賢
景
と
.の
關
聯
で
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
■と
が
で
き
な
か
っ
た
。
從
つ
て
、
 

考
察
は
體
制
認
識(

ニ
節)

が
理
論
分
析(

三
節)

を
規
定
づ
け
た
關
係
に 

限
ら
れ
た
が
、
學
說
史
的
研
究
で
は
、
.か
か
る
體
制
認
識
自
體
，が
、
歴
史
的 

諸
倐
件
と
そ
の
も
-と
.
‘で
.の
階
.級
的
要
求
を
如
何
に
反
映
-し
、
そ
れ
に
よ
つ
て

四
二 

(

ニ 

<
〇)

如
何
：疋
規
定
さ
れ
.た
か
、.
.(

一
節
と
. 一--
*
節
の
關
聯)

■
を
ふ
，か
め
る
こ
と
は
、
 

い
ま

f 

.
9

の
！S

要
食
課
題
で
あ
る
。

こ
の
點
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
發
表
す
る 

豫
定
で
あ
る
0
. 

.

:

-
 

_

,

:

、

.
:
. 

■.

'

■

.

.

. 
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中惣
五郞
著：
/

ぃ

『

幸
德
秋
水——

1

革
命
家
の
思
想
と
生
捱』

山極圭两著
 『

木
下
尙
江——

-

先
覺
者
の
鬪
ぃ
と
瑙
み』

.

.最
近
、
日
本
の
近
代
史
に
か
ん
す
る
硏
统
が
と
み
に
盛
ん
に
な
つ
■て
き
た
'
。

. 

遠
山
茂
樹
氏
等
の
共
著
に
な
る「

昭
和
史」

が
べ
.ス
ト
.
セ

ラ

ー

と

な

つ

て

.
、 

ひ
ろ
く
請
ま
れ
、
ま
た
井
上
淸
氏
等
の「

日
本
近
代
史」

.が
非
常
に
好
評
で
.あ
.
. 

つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
、
啓
■
書
と
し
て
實
に
す
ぐ
れ
た
素
質
を
も 

つ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
L
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。：
大
衆
が
何
か
し 

ら
求
，め
て
い
る
も
の
が
、
.
.わ
れ
わ
れ
の
祖
國
の
眞
實
の
姿
で
あ
る
以
上
、
.戰
爭 

か
ら
戰
爭
へ
：の
日
本
の
八
十
餘
年
が
、
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
た
ち
の
上
に
ど
の
よ 

う
な
彈
酿
と
拷
問
と
そ
し
て
極
州
を
加
え
た
か
、.
し
か
も
そ
れ
ら
の
先
覺
者
た 

ち
が
、
こ
の
苦
難
に
い
か
に
し
て
耐
え
て
き
た
か
.と
い
う
熱
烈
な
し
か
も
素
朴 

「

な
關
心
、
こ
う
し
た
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
誰
の
心
の
な
が
に
も
動
い
て
い
る
意 

悠
が
、
わ
れ
わ
れ
を
明
治
思
想
史
や
日
本
の
近
代
史
に
か
り
太
て
る
の
で
は
な 

か
ろ
う
か
。

- 

-

:

.

■

.

■%
と

よ

り
歷
史
は
、少
數
の
■偉
人
や
先
導
者
た
.ち
が

つ

く

る

も

の

で

は

な

く、

. 

民
衆
が
つ

く

る

も

の

で

あ

る
こ
と

は

袞

ぅ

ま

で

も

な

ぃ

。

し

か

し

な

が

ら

、
，
從
.

來
ま
で
の
日
本
近
代
史
に
お
い
て
、
民
衆
の
姿
が
眞
劍
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ 

と
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
天
皇
制
を
中
心
と
す
る
支
配
者
の
た
め
の
歷
史 

で
あ
っ
た
し
、
敗
戰
前
ま
で
の
日
本
の
歷
史
學
は
、
專
制
的
な
支
配
者
の
た
め 

に
、
.歷
史
的
な
事
實
を
故
意
に
ゆ
.が
め
る
こ
と
に
力
を
っ
く
し
た
の
で
あ
る
。
 

「

中
國
侵
略
が
犬
が
か
り
に
な
り
、
.天
皇
制
フ
ァ
シ

ズ
ム
が
ひ
ど

く

な

る
と
.と 

も
に
、
明
治
時
代
の
硏
究
と
い
う
こ
と
は
迫
害
さ
え
う
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し 

た
。
そ
し
て
御
承
知
の
よ
う
に
日
本
の
歷
史
學
と
い
う
も
の
は
、
眞
理
を
探
究 

す
る
の
で
は
な
く
て
、
眞
理
を
系
統
的
に
ゆ
が
め
る
た
め
の
も
の
と
な
り
、
に 

せ
歷
史
學
が
橫
行
し
た
I

の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
近
代
史
上
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
反
國
家
的
な
思
想
の
持
. 

主
、
.
1

政
治
に
た
‘い
し
て
忌
^
な
い
批
判
を
あ
び
せ
か
け
る
こ
と
を
お
そ
れ 

な
か
っ
.た
人
：.々
の
名
は
う
ず
も
れ
て
い
た
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
す
ぐ
れ
た
思 

想
も
.か
，え
り
•
.み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
つ
た
。
い
ま
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
に
.と 

.り
あ
げ
た
一
--•
っ9

勞
作
は
、：
こ
》
し
た
意
味
で
う
ず
も
れ
た
人
々
、
明

對
 

政
權
に
た
い
し
て
、
社
會
主
義
を
■と
な
え
て
た
た
か
っ
た
人
々
の
、
苦
難
と
迫 

害
に
み
ち
た
そ
の
生
涯
を
.と
り
あ
っ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
.だ
が
こ
れ
ら
の
先 

驅
者
た
ち
の
業
績
が
今
日
正
し
く
評
價
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
理
由 

は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
忘
れ
ら
れ
、
う
ず
も
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
 

こ
れ
ら
の
革
命
的
民
主
主
義
者
た
ち
の
思
想
が
、
何
よ
り
も
植
民
地
的
隸
屬
と 

■反
動
的
な
政
治
の
童
壓
の
も
と
に
惱
む
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
な
お
か 

え
り
み
ら
れ
る
べ
き
多
く
の
も
ひ
を
^3

つ
て
い
る
か
ら
に
ほ
が
な
ら
な
い
。

c
l
>

 

.雜
餽「

思
想」

昭
和
三
十
一
年一

月
號
四
八
頁
、
井
上
淸
氏「

自
由
民
：
 

.權
運
勤
を
め
ぐ
る
'歴
史
的
評
價
に：

っ
い
て」
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1

w
'
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v
w

三
田
學
會
雜
輕
.':第
四
十
'九

卷

.第

.四
號

西
四

0

X

1

1

)

V

明
i

對
政
權
に
批
判
的
で
あ
つ
‘た
民
主
主
義
者
た
ち
は
、
大
體
に
お
い
て 

'つ

ぎ

の

三

つ

の

^
^
!
に

わ

け

ら

れ

る

と
思
う
。.
.第
一
.
に
、
ト

か
X
ト

ィ

流
の
人
，
 

道
主
義
か
ら
出
發
し
て
キ
リ
ス
ト
敎
徒
之
な
.つ
た
者
、
.第
二
に
.、.：
：
ル

ソ

ー

や

ヴ

. 

d-
_ル
テ
I
ル
な
ど
€»
.
フ
ラ
シ
ス
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
う
け
：て
革
命
的
民
主
主
義 

者
と
な
つ
た
人
々
、
第
三
に
、
.さ
ら
に
そ
れ
ら
を
亡
え
て
、
社
會
主
義
ま
た
は 

_
跋
#

王
義
に
入
：つ
て
い
つ
た
人
々
で
あ
る
。
も
ち
み
ん
、
こ
の
類
型
の
い
ず 

れ
に
%;
屬
し
な
い
者
も
あ
つ
た
ろ
う
し
、
ま
た
.こ
れ
ら
が
混
然
と
し
.で
い
り
ま 

じ
つ
：て
い
た
思
想
家
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、：

し
か
し
大
體
に
お
'い
：.て
こ
の 

三
つ

は

、

明
治
思
想
史
を
づ
ら
ぬ
く
大
き
な
思
想
的
潮
流
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
'. 

'と
が
.で
き
ょ
う
。
そ
し
て
こ
と
に
.あ
げ
た
ニ
つ
の
著
作
©.
主
人
公
、
幸
德
秋
水 

..と
木
下
尙
江
は
、
ほ
ぼ
：こ
の
三
つ
の
思
想
的
傾
向
の
第
一
一
、' 
も
し
く
は
第
三
：の
‘ 

も
の
を
代
表
し
て
い
.
.る
.と1

K

う
こ
と
が
で
き
る
。

塾
祖
福
澤
諭
吉
は
、
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
偉
大
な
先
覺
者
で
あ
つ
た

.
 

が
、
田
1

雲
や
砠
ホ̂

^

は
_

_

か
ら
カ
き
な
思
想
的
_
ル
を
う
け
つ
つ
成 

長
し
た
革
命
的
民
主
主_
者
で
あ
つ
へ
た
。
そ
A

だ
と
す
れ
ば、
.木
下
尙
江
と
幸 

.德
秋
水
は
、
そ
れ
ぞ
れ
獨_

の
方
法
で
、
こ
れ
を
繼
承
し
發
展
さ
せ
た
人
々
で 

あ
る
。
尙
江
は
、一

八
六
九
年(

明
治
ニ
年)

信
州
极
本
に
生
れ
た
が
、
秋
水 

は
そ
れ
ょ
り
お
く
れ
る
こ
と
ニ
年
、
.明
治
四
年
高
知
に
生
れ
た
。
山
極
圭
司
氏 

と
田
中
想
五
郎
氏
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
あ
つ
て
同
志
と
し
て
活
躍
し
た
こ
の
一
一 

人
を
、
そ
れ
ぞ
れ
獨
特
の
態
度
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
兩
嘗
と
も
す
ぐ
れ
た 

勞
作
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

.

.■と
り
わ
け
V

山
極
圭
W J

氏
の
•尙
江
に 

允
い
す
る
す
ぐ
れ
た
研
究
態
度
、
.
平
.明
な
文
章
に
は
心
か
ら
感
嘆
を
禁
じ
え
な

，田
中
想
五
^
敎
授
の
.；.

「

幸
德
秋
水」

は
、
お
よ
そ
今
迄
に
出
た
あ
ら
ゆ
る 

秋
水
傅
を
潔
大
成
し
だ
：か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
資
料
の
點 

で
’き
わ
め
.て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
が
し
な
が
ら
、
淺
學
な 

筆
者
の
批
評
を
率
直
に
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
.ら
ば
、
多
少
、
資
料
の
あ
つ 

か
い
方
が
不
適
當
な
た
め
に
、
や
や
繁
雜
の
感
が
：な
い
で
も
な
い
。

.尙
江
と

秋

水

と

は
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
、
お
互
.い
に
同
志
で
あ

り

な

が 

ら
、
そ
の
人
生
觀
に
お
い
て
は
、
非
常
に
異
つ
て
い
た
。
同

じ

く

自

由
民
權
運 

動
に
刺
戟
さ
れ
て
社
會
主
義
運
動
に
入
つ
た
に
せ
よ

、
.そ
の
最
後
は
、
あ

ま

り
 

に
も
か
け
は
な
れ
て
い
た
。
以
下
、
こ

の

一

ー

書

を

皿

じ

て

、

、
こ

の

一
一
人
の
鬪
い 

と

苦
惱
の
あ

と

を.
た
ど
る
で

あ

ろ

う

。

雄
大
な
自
然
に
か
と
ま
れ
た
.摘
下
町
松
本
に
そ
だ
っ
た
尙
江
が
、
や
は
り
犬 

き
な
影
響
を
う
け
た
の
は
自
由
民
權
運
動
で
あ
つ
.た
し
、ま
た
パ
ー
レ
ー
の「

萬 

國
史」

を
讃
ん
で
オ
リ
ヴ
ァ
！
，
ク
ロ
ム
ゥ
テ
ル
の
チ
ャ
|
ル
ス
一
世
を
斷
罪
. 

.レ
た
.こ
と
を
知
り
、
胸
を
.お
.ど
ら
せ
た
。
Iそ
し
て
福
澤
諭
吉
の
.
.

「

學

問

の

.
す

す 

め」

は
、
彼
に「

言
語
に
つ
く
せ
ぬ
素
晴
ら
し
い」

感
動
を
あ
た
え
た
と
い
わ 

れ
る
'c「

尙
江J

 

,.

三
六
頁)

。
さ
き
の
植
木
枝
盛
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
も
、
こ
の 

偉
大
な
啓
蒙
家
に
よ
っV

、

戰
闘
的
な
民
主
主
義
へ
の
眼
を
酣
か
れ
た
の
で
あ 

っ
て
、，

尙
江
も
や
が
て
^
澤
と
は
ち
が
っ
.た
方
向
に
進
ん
だ
と
は
い
え
、
そ
の 

感
化
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ク

ロ
ム
ゥH

ル
を
'知

，
つ

て

、

天

皇

處

刑
 

を
夢
見
た
頃
の
彼
が
、
中
學
時
代
を
す
ご
し
て
い
た
.の
は
、
自
由
黨
左
派
の
急 

進
的
な
運
動
が
盛
ん
な
頃
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
十
五
年
福
島
事
件
、
 

十
六
年
の
高
田
事
件
、
十
七
年
の
.群
馬
事
’件
、
加
波
山
事
件
、
秩
父
事
件
、
飯 

田
事
件
、
名
古
屋
事
件
な
ど
で
、
こ
の
よ
う
な一

連
の
騷
動
は
、
若
い
彼
の
胸 

'に
權
カ
に
た
い
す
る
火
の
よ
う
な
僧
惡
を
も
え
た
た
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や

が
て
彼
は
、
ク
ロ
ム
ゥ
ェ
ル
を
生
ん
だ
'ィ
ギ
リ
ス
憲
法
を
硏
究
す
べ
く
、
ィ
ギ 

リ
ス
法
律
學
校
に
入
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
辯
識
士
を
志
さ
.ざ
る
を
え
な 

か
'つ
た
が
、
し
か
し
若
い
時
代
の
尙
江
を
か
り
た
て
て
、
.や
が
て
社
會
運
動
に 

.ふ
み
出
さ
せ
る
第
一
步
と
な
つ
た
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
敎
で
あ
つ
た
。
キ
リ
ス 

ト
敎
こ
そ
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
離
れ
る
.ベ
く
し
て
離
れ
得
な
い
も
の
だ
っ
た 

よ
う
で
あ
る
。
相
馬
愛
藏
を
知
っ
た
の
は
中
學
時
代
で
あ
っ
た

が

、

こ

の

地
^
 

の
新
興
ブ
ル
ジ
ノ
ァ
で
あ
っ
た
相
馬
か
ら
、
色
々
な
影
響
を
う
け
た
と1

K

わ
れ 

名

(

六
四
頁)

。

だ
が
彼
は
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
敎
と
交
渉
を
も
っ
よ
う
に
な
つ
た 

か
。
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
.明
治
時
代
に
お
け
る
民
主
主
義
者
の
な
か
で
、
 

キ
リ
.ス
ト
敎
的
な
人
道
主
義
に
み
ち
び
か
れ
て
社
#
運
動
に
入
つ
た
人
も
少
く 

な
か
っ
た
。，
た
と
え
ば
安
部
磯
雄
の
如
き
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
.尙
江
も 

.

.最
初
は
、
キ
リ
.ス
ト
敎
が
、
日
淸
戰
举
に
際
し
、
戰
爭
，を
肯
定
し
た
0
を
い
き 

ど
お
り
、
敎
會
の
キ
リ
ス
ト
敎
に
絕
望
し
た
と
は
い
え(

六

'
頁)

、
や
は
り
キ 

リ
ス
ト
敎
の
人
道
主
義
に
み
ち
び
が
れ
て
、
普
通
選
擧
運
動
に
入
り
そ
し
て
ジ 

>

1
ナ
U

ス
ト
と
し
て
の
文
筆
活
動
を
涵
じ
て
足
尾
鑛
氣
事
件
に
注
.目
し
、
田 

中
正
造
と
親
し
く
な
っ
た
。
と
う
し
て
農
民
や
勞
働
者
大
衆
の
悲
慘
な
狀
態
を
. 

っ
ぶ
さ
に
見
聞
す
る
に
至
っ
，て
、
や
が
て
社
會
主
義
思
想
に
接
近
し
た
の
で
あ 

る
が
、
商
由
民
權
運
働
か
ら
社
會
主
義
べ
の
思
想
の
遍
歴
に
っ
.い
て
、「

日
本 

の
下
層
社
會」

の
著
渚
、
横
山
源
之
助
や
ニ
葉
亭
四
迷
か
ら
も
感
化
を
う
け
た 

と
い
.わ
れ
る
c
/v
-
r
i頁)

。
 

：

.

-

‘

尙
江
が
秋
水
と
相
識
っ
た
の
は
へ
明
治
三
十
ー
一
年
彼
が
毎
日
新
聞
に
人
社
^
 

後
.の
と
と
で
あ
つ
•た
。
し
か
し
そ
の
當
時
.に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
の
急
進
性 

一
に
お
い
て
幸
德
は
、
は
る
か
.に
尙
江
に
及
ば
な
か
つ
た
し
、
尙
江
は
'
0
0
P

先
锻
で
あ
っ
た
。
こ
の

點

に

っ
い
で
田

中
想
五
郎
氏
が
っ
.ぎ
の

よ

う

に

の
ベ
て 

■い
る
の

は
興
味
深
い
も
め
が
あ
る
。「

林
有
造
の
書
生
と

し

て

保
^

l i

令

に

お

わ
 

れ
、
や
が
て
中
江
兆
民
の
書
生
と
し

て
國
民
英
_

に

.
ま

な

ぶ
に

お

よ

ん

で

、

こ
ひ
ィ
ン
テ
リ
民
權
家
中
江
兆
民
の
生
活
と
行
動
は
、
幸
德
に
と
っ
て
父
で
あ 

り

、

師
で
あ
り
、
ま
た
心
の
糧
で
も
あ
0
た
。…

…

も
し
中
江
众
か
り
せ
ば
、
 

自
由
民
權
運
動
の
末
期
的
腐
敗
に
あ
い
そ
を
っ
か
し
た
申
罾
は
、
も
っ
と
早
く 

社
會
主
義
に
脫
皮
し
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る」

と

ハ「

幸
德
秋

水」

一 

.ニ
四
頁)

。
 

：

——

：

こ
の
よ
う
に
し
て
尙
江
と
幸
德
と
は
、
明
治
三
十
年
代
以
後
、
次
第
に
社
會 

主
義
者
と
し
て
の
活
動
に
入
り
、
や
が
.て
、
社
會
民
主
歡
、
社
會
主
義
協
會
足 

尾
鑛
毒
事
件
を
通
じ
•て
、
同
志
と
し
て
戰
い
、
と
く
に
片
山
潜
、
安
部
礎
雄
、
 

西
川
光
次
郎
等
と
と
も
に
は
な
ば
众
し
い
反
戰
運
動
に
入
つ
て
い
っ
た
の
で
あ 

る
？
.し
.か
し
な
が
ら
實
際
に
.、
秋
水
と
尙
江
が
ど
の
よ
う
に
し
て
社
會
主
義
者 

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
人
を
み
ち
び
い
て
社
會
主
義
運
動
に
か
り 

た

て

た

，
も

の

は

、

1
K

う
ま
で
も
な
く
彼
等
の
良
心
的
な
態
度
、
革
命
的
な
熱
情 

の
結
果
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
.
.̂
た
そ
の
當
時
の
社
鲁
的
政
治
的
狀
態
を
忘
れ 

:

て
は
な
ら
な
い
。

.

明
治
三
十
年
と
い
え
ば
、
日
本
は
日
淸
戰
爭
の
勝
利
に
よ
っ
て
莫
大
な
償
金 

を
獲
得
、
資
本
主
義
ば
急
連
に
發
展
し
て
勞
働
者
の
數
も
飛
躍
的
に
增
大
し
、
. 

勞
働
問
題
が
や
か
ま
し
く
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た

。
勞
働
組 

合
期
成
會
が
、
一
片
山
潜
、
高
野
房
太
郎
、澤
田
半
之
肋
等
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
 

鐵
エ
や
活
版
エ
そ
し
て
日
本
鐵
道
會
社
の
日
鐵
矯
正
會
な
ど
が
中
心
と
な
っ 

.

て
、
■わ
が
國
の
勞
働
運
動
史
上
、
最
初
の
>'
も
し
び
が
か
か
げ
ら
れ
た
時
期
で 

•も
あ
O'
.
^

0ど
う
し
た
、
時
代
の
は
げ
し
い
息
吹
き
を
身
に
感
じ
な
が
ら
、「

明
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三
田
學
會
雜
誌
第
西
十
九
卷
第
四
號

、

治
三
十
年
の
社
會
問
題
硏
究
會
に
.石
川
安
次
郞
に
と
も
な
わ
れ
て
、.
は
じ
め
て 

出
席
し
た
秋
水
は
、
一
夜
本
鄉
の
同
人
の
家
に
と
ま
り
、
今
日
は
も
は
や
自
由 

民
權
の
時
代
で
な

く

'
新
旗
轔
を
た
つ
ベ

く

社
會
主
義
の
硏
究
を
や

る

と

い

い
 

出
し
た」

の
だ(「

幸
德
秋
水」

'一
ニ
五
頁)

。
，秋
水
と
尙
江
が
い
っ
ど
こ
で
知 

り
合
つ
た
か
は
明
ら
.か
で
な
い
が
、
お

そ

ら

く
こ
の
社
會
問
題
硏
究
會
の
あ
と 

に
で
き
た
社
會
主
義
硏
⑤
會
に
ぉ
い

て

、

非
常
に
親

し

く

な

つ
た
も
の
と
考
え
. 

ら
れ

る

バ「

木
下

尙

江J

1

0
六
頁〕
。
こ
う
し
て
明
治
三
十
一
年
二
月
の
日
本 

鐵
道
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
勝
利
、
.三
十
三
年
の
治
安
警
察
法
の
制
定
、
三
十
四
年 

.
の
足
尾
鑛
舞
事
件
な
ど
の
重
大
事
件
の
な
か
に
、
二
人
は
、
社
會
主
義
者
と
し 

て
成

長

し
.
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

‘

や
が
て
明
治
三
十
四
年
、
片
山
激
、
安
部
磯
雄
、
西
川
光
次
郎
、木
下
尙
江
、 

秋
水
、
河
上
淸
等
に
よ
る
社
會
民
主
黨
が
治
安
警
察
法
に
よ
っ
.て
解
散
を 

命
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
明
治
絕
對
政
府
の
社
會
主
義
嬋
壓
政
策
の
露
骨
さ 

を
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
社
會
主
義
者
と
し
て
の
彼 

等
の
前
途
に
は
、
早
く
も
暗
雲
が
姿
を
現
わ
し
は
じ
め
た
。
社
會
民
主
黨
は
再 

び
社
會
主
義
協
會
に
も
ど
り
、「

勞
働
世
界」

は
.

「

社
會
主
義」

と
改
題
し
て
そ 

の
機
關
紙
と
な

つ

た

。

し

か

し

な
が
ら
勞
働
運
動
に
た
い
す
る
彈
圏
が
き
び
し 

く

な

り

、

日
鐵
矯
正
會
は
解
散
を
命
p
e>
'
れ
た
け
れ
ど
も
、
秋
水
や
尙
江
の
社 

會
主
_
運
動
は
ひ
る
.ま
な
か
っ
た
。
や
が
て
日
露
の
風
雲
急
を
っ
げ
る
に
至
っ 

て
、
社
會
主
義
者
た
ち
の
皮
戰
運
動
は
活
潑
と
な
つ
た
。

(

1

)

こ
の
萆
命
的
民
主
主
義
者
と
い
う
用
語
は
こ
の
揚
合
必
ず
し
も
適
當
で 

は
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
.こ
れ
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
ロ
シ
ャ

.

の
-革
命
思
想 

家
ゲ
ル
ツ
エ
ン
や

チ
エ
ル
ヌ
ィ
シ
チ
フ

ス
キー

を
想
い
う
•か
，ベ
る
。
だ
が

秋

(

ニ
八
四)

.
水
や
尙
江
を
：ふ
く
め
て
ひ
ろ
く
、
明
治
絕
對
主
義
に
批
判
を
あ
び
せ
た
人

 々

を
、
，
こ
こ
で
一
應
革
命
的
民
主
主
義
者
と
考
え
ょ
う
。

三

す
ぐ
を
太
平
洋
戰
爭
中
に
、
戰
爭
を
眞
向
か
ら
否
定
し
た
人
が
ほ
と
ん
ど
い
. 

な
か
つ
た
ど
い
う
事
實
は
、
'r

戰
爭
反
對」

と
い
う
こ
と
が
、
現
實
に
ど
ん
な
に 

■.因
難
で
危
險
な
も
の
で
あ
る
か
を
敎
え
て
く
れ
る
。
.そ
の
意
味
で
日
露
戰
舉
に 

際
し
て
、
社
會
主
義
の
立
場
に
立
'っ
て
終
始一

賞
、
戰
爭
反
對
を
叫
び
っ
づ
け 

.
た
平
民
社
の
運
動
は
、ま
こ
と
に
偉
大
で
あ
つ
た
と
一
.

K

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

日
露
の
間
に
戰
爭
の
危
機
が
增
大
し
た
と
き
、
敢
然
と
し
て
戰
爭
に
反
對
し
た 

の
は
、
急
進
自
由
主
義
を
と
な
え
る
新
聞
萬
®

で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
主
戰 

論
が
勢
を
得
る
に
っ
れ
て
、
酞
長
黑
岩
涙
香
は
や
む
な
く
主
戰
論
に
轉
向
し
た 

た
め
、
內
村
鑑
三
、
幸
德
秋
水
、
堺
利
彥
な
ど
は
退
社
し
'た
。
そ
し
て
內
村
を 

の
ぞ
い
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
い
わ
ゆ

る

平
民
新
聞
を
っ
く
っ
て
、
活
撥
な
反
戰 

運
動
に
從
事
し
た
。
、し
'か
し
な
が
ら
、

こ
の
當
時
の
甲
民
社
の
社
鲁
主
義
と 

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
無
政
摩
主
義
、
そ
し
て
更
に
ト
ル
ス
ト
ィ
流
の
人
道
主 

義
と
の
混
合
で
あ
り
、
尙
江
も
社
會
主
_
者
と
い
う
ょ
り
は
、
人
道
主
義
者
と 

呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
つ
.た
ろ
う
。

媒
利
彥
や
幸
德
秋
水
が
平
民
就
に
ょ
っ
て
、
反
戰
運
動
を
し
て
い
た
と
き
、

尙
江
は
毎
日
新
聞
紙
上
に
、
そ
の
力
作「

火
の
柱」

を
發
表
し
っ
っ
あ
っ
た
。
 

社
會
主
美
リ
ア
リ
ズ
ム
の
先
驅
と
も
い
う
べ
き
こ
の
小
說
は
尙
江
の
社
會
主
義 

的
な
思
想
を
吐
露
し
た
も
の
と
し
て
、今
も
な
お
讀
む
者
の
心
を
強
く
う
っ
が
、
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
の
運
動
は
さ
ま
.た
げ
ら
れ
困
難
を
き
わ
め
た
'0 

三
十
七
年
十
一
一
月
に
は
社
會
主
#

^
會
は
倒
れ
、
毎
日
新
聞
社
に
勤
務
し
な
が

.書

.

.評

.：.
反

.
'び

紹

.

.
■介

江」

一
八
六
頁)

。 

.

,

「

幸
德
の
思
想
の
徹
底
は
賢
に
壯
嚴
の
感
を
ぁ
た
え
た
。
そ
れ
と
同
诗
に
彼 

と
僕
と
の
關
係
に
就
い
て
、
僕
は
眞
に1

K

ぅ
べ
か
ら
ざ
る
寂
漠
を
覺
え
た
ハ
申 

略)

。
.
此
の
五
；

f
d
v

o:
.

『

社
會
主
義
务』

と
.し
心
6
办
同
の
蓮
動
.を
續
け
て 

わ
た
が
、
然
か
し
將
來i

如
何
だ
ろ
ぅ
。
此
の
將
來
と
宏
ぅ
こ
と
を
思
ぅ
た
時 

i
、

现
在
の
ニ
人6

關
係
，を
考
え
ず
に
居
ら
ル
な
か
っ
た
。
僕
は
首
を
酔
れ
て 

癯
ば
し
思
案
.に
耽
っ
た
.和
、
是
れ
は
丁
度『

W'
和
合
わ
せ
に
手
を
握
っ
て
居
る 

の

じ
や
無
い
'か』

V

不
圖
思
つ
た」

：

(「

尙
江」

一
八
.七
頁
、
傍
點
筆
者)

。
こ

ら
、
平
民
新
聞
を
手
っ
だ
う
尙
江
の「

ニ
足
の
わ
ら
じ」

は
次
第
に
重
く
な
つ 

て
い
っ
た
ょ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
平
民
社
が
經
濟
的
理
由
や
、
堺
利
彥 

とm
e

爲
子
、
西
川
光
二
郎
と
i

文
子
と
の
戀
愛
な
ど
の
個
人
的
な
感
情
的 

な
も
っ
れ
が
理
凼
と
な
っ
て
解
散
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
レ

き

、

「

^

民
社
9

 

時
代」

は
終
つ
.た
の
で
あ
る
。

.

'

こ
れ
ま
で
は
、
秋
水
も
尙
江
も
そ
の
思
想
と
行
動
に
お
い
て
ほ
.と
ん
ど
>
體 

で
あ
つ
だ
。
し
か
し
そ
の
罾
、
秋
水
は
ァ
メ
リ
.ヵ
.

(

に
渡
つ
て
無
政
1

義
の
洗
. 

禮
を
う
け
、
.戰
鬪
的
な
革
命
家
と
な
つ
て
歸
つ
て
き
た
。
そ
し
.て
や
が
て
、
明 

治
四
十
三
年
大
逆
事
件
に
•ょ
っ
て
そ
の
多
難
な
生
涯
を
終
え
た
の
だ
が
、
尙
汪 

.
は
、
秋
水
と
は
ま
っ
た
く
別
の
道
を
步
ん
だ
。
と
上
ろ
で
尙
江
は
す
で
に
、
.議 

會
に
對
し
て
深
い
懷
疑
を
い
だ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
煩
悶
し
苦 

惱
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
結
局
彼
は
ま
た
、
望
み
を
s

に
託
し
た
の
.で
あ 

.
る
。
っ
ま
り
彼
は
そ
の
駿
疑
を
一
應
祌
.で
う
め
あ
わ
せ
て
、
苒
び
普
選
獲
得
、
，
 

f

闘
爭
に
目
標
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
彼
上
し
て
は
そ
れ
以
外
に
、
や
は
り 

道
が
な
か
っ
た
の
於
。
し
か
し
彼
の
い
だ
い
た
懷
疑
を
、
議
會
主
義
へ
の
懷
疑 

を
、
ひ
た
す
ら
つ
き
つ
め
て
行
っ
た
人
間
が
い
た
。
そ
れ
は
幸
德
で
.あ
る(

.

「

尙

.の
ょ
う
に
尙
江
は
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
文
章
の
な
か
に
、
尙
江
は
同
じ
く
社 

會
主
義
者
と
織
し
な
が
ら
、
'幸
德
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
自
分
自
身
を
見
出
し
た 

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
明
治
三
十
九
年
九
月
、
彼
は
、
政
黨
運
動
以
外
に
自 

分
の
力
.を
'つ
く
す
べ
き
事
業
あ
り
と
し
て
、
政
治
運
動
か
ら
猶
い
て
し
ま

つ
た 

(「

尙
江」

ニ
0

五
•頁)

。

.

.以
上
.に
紹
介
し
た
•ょ
う
、に
、
秋
水
と
尙
江
の
ニ
人
の
生
涯
は
、
同
志
と
し
て 

密
接
な
關
係
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
思P

,

は
あ
ま
り
に
も
對
照
的
で
あ
っ
た
。
 

宰
德
は
無
政
府
王
義
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
抹
殺
論
を
書
い
た
ほ
ど
の
、
徹
底
し
. 

た
無
神
論
卷
で
あ
つ
た
。
し
か
し
尙
江
は
や
ば
り
_
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な 

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尙
江
が
蓮
動
を
す
て
た
と
い
う
限
り
で
は
、
彼 

は
た
し
か
に
脫
落
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
逆
事
件
で
散
.っ
た
幸
德
が
，
も
し 

死

刑

ね

够

：な
：
ら

な

か

.っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
後
一
體
ど
う
な
っ
た
で
■あ
ろ 

う
か
。
人
間
の
‘前
途
に
は
無
限
で
は
な
い
に
せ
ょ
、
.多
樣
，の
可
能
性
が
あ
た
え 

e
ら
れ
て
い
る
。
_た
だ
.こ
0

1一
書
を
讀
み
終
っ
て
感
ず
る
こ
と
は
、
革
命
的
な
民 

主
主
萎
者
の
_
爭

が

い

か

に

困

難

と

苦

惱

に

み

ち

た

も

の

で

^-
っ

た

か

と

い

う 

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
園
い
は
、
非
人
道
的
な
擀
取
と
不
當
な
壓
迫
が
存 

す
る
限
り
、今
も
な
お
っ
づ
け
ら
れ
る
.の
で
あ
る
。(

理
論
社
利
、幸
德
秋
水
七 

'

〇
0
圓
、
木
下
尙
江
.
四
ニ
〇
圓
，

)

. 
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,
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