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國
家
と
社
#
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財
政
學
と
國
家
社
會
主
義

㈠

序

論

.

一
九
世
紀
初
め
の
シ
ュ
タ
ィ
ン

男
爵
と
ハ
ル
デ
ン
べ
ル
グ
に
2
る
農
民
解
放 

や
行
政
の
民
主
的
改
苹
は
、
上
か
ら
.の
.一
方
的
な
、
抓
立
し
た
形
に
お
い
て
進 

め
ら
れ
、
ド
ィ
ッ
に
お
け
る
近
代
市
民
社
會
の
基
礎
を
築
く
ま
で
に
到
ら
ず
に 

終
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
間
も
な
く
顯
著
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
新
た
な
產 

業
の
發
展
は
、
統
一
'的
な
國
內
市
場
を
っ
く
る
こ
と
と
、
時
代
お
く
れ
の
關
税 

障
壁
，を
除
く
こ
と
を
要
求
し
、「

と
く
に
エ
ル
べ
河
以
西
で
は
經
濟
的
に
强
く
な 

っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
！
^
衰
階
紙
と
を
っ
く
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
こ
れ 

ら
の
階
級
が
自
己
の
政
治
的
願
望
を
告
げ
、
自
力
で
そ
れ
を
主
張
し
ぅ
る
ょ
ぅ 

に
、m

i
i
l
i
。」

こ
の
變
化
は
、
や
が
て
來
る
べ
き
一
八
四
八
年
の
革
命
の
性 

.格
を
大
き
く
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
革
命
は
、
農
民
戰
爭
以
來
は
じ
め 

て
の
民
衆
の
蜂
起
と
し
て
、
下
か
ら
の
革
命
と
し
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
革
命
は
未
完
成
に
終
っ
た
。
そ 

の
主
要
な
原
因
の
一
っ
は
、
；
フ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
土
地
貴
族
に
對
す
る
妥
協
的 

な
態
度
^

—

そ
れ
は
、.
パ
リ
ー
の
ー
一
月
革
命
以
來
ョー

 
ロ
ッ
パ
を
さ
ま
ょ
い
始 

め
た「

共
產
主
義
の
妖
怪」

に
對
す
る
恐
怖
に
裏
づ
け
ら
れ
る一

■で
あ
っ

一
八
四
八
年
の
革
命
と
反
革
命
に
ょ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
の
條
件
は
、

一
 

九
世
紀
後
半
の
ド
ィ
ッ
の
國
家
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
も
の
で
あ
っ 

たT

こ
の
矛
盾
に
み
ち
た
社
會
的
狀
態
か
ら
必
然
の
結
果
と
し
て
ぅ
ま
れ
た
國 

家
形
態
は
、
外
見
的
立
憲
主
_
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
ふ
る
い
絕
對
王
制
の 

こ
ん
に
ち
の
解
消
形
態
で
あ
る
と
と
も
に
ボ
ナ
パ
ル
ト
的
王
制
の
存
在
形
態
で 

も
あ
る
。
プ
ロ
シ
ャ
で
は
一
八
四
八
年
か
ら
一
八
六
六
年
ま
で
の
外
見
的
立
憲 

主
義
は
絕
對
王
制
の
徐
々
の
死
滅
を
_

し̂
胄
夂
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し 

か
し
、
.一
八
六
六
年
か
ら
は
、
そ
し
て
こ
と
に
一
八
七
〇
年
か
ら
は
、

社
會
狀 

態
の
變
革
が
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
舊
國
家
の
解
體
が
、
萬
人
の
眼
前
で
、
 

か
っ
急
激
に
ぉ
こ
っ
«
。」

エ
業
、
投
機
的
な
事
業
活
動
の
急
連
な
發
達
が
、
舊 

國
家
の
解
體
を
押
し
進
め
る
力
で
あ
っ
た
。
土
地
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

あ
い
だ
の
均
衡
を
基
本
條
件
と
し
て
成
立
し
て
い
た
絕
對
王
制
か
ら
、
ブ
ル
ジ 

3
ア
ジ
I
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
の
あ
い
だ
の
均
衡
を
基
本
條
件
と
す
る
ボ
ナ 

パ
ル
ト
的
王
制
へ
の
移
行
が
全
速
力
で
行
な
わ
れ
た
。

一
八
七
一
年
の
ド
ィ
ツ 

帝
國
統
一
は
、
こ
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
的
王
制
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
治
下
の
ビ
ス 

マ
ル
ク
政
權
の
手
に
ょ
つ
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
I
は
國
家
權
力
に
對
し
て
き
わ
め 

て
軟
弱
で
あ
っ
た
。
.彼
ら
は
、
經
濟
的
に
は
最
も
强
カ
な
階
級
で
あ
っ
た
に
も 

拘
ら
ず
、
國
家
統
一
を
ら
の
.手
で
完
成
し
ょ
ぅ
と
は

せ
ず
、
國
家
權
力
に
こ 

れ
を
期
待
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
、「

一
八
四
八
年
以
来
、
赤
い
妖
怪
か
ら
、
 

ニ
度
と
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
出
來
な
..か
つ
た」

か
ら
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
對
立 

を
績
け
て
き
允
社
會
民
主
主
義
者
の 
一j

っ
の
派
は
、
原
則
的
不
一
致
を
乘
り
超 

え
て
合
同
し
て
、
勞
働
者
階
級
の
政
治
的
中
核
と
し
て
成
長
し
、「

ブ
ル
ジ
ョ
ア 

ジ
ー
か
ら
な
お
獨
立
し
て
い
る
政
府
に
對
す
る
闘
爭
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア 

ジ
ー
を
す
く
ま
せ
る
に
十
分
な
ほ
ど
强
力」

な
も
の
と

な
つ
て
い
つ
た
。
.
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史
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反
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C
2)

エ
ン
ゲ
ル
ス

『

住
宅

間
題』

マ
ル
ク
ス
.エンゲルス

選

集

(

犬
月 

書
店)

第
一
ニ
卷
一
四
八
頁
。

，

(

3

)

エ
ン
ゲ
ル
ス

『

歷
史
に
お
け
る
強
力
の
役
割

』

選
集
第
一
六
卷
四
五 

一
頁
。

(

4

) 

A
•
ベ
I

ベ
ル
や

W ♦

リ
~
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
中
心
と
し
た
正
：P

マ
ル 

ダ
ス
主
義
に
立
っ
た
社
會
民
，主
勞
働
黨
と
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
に
ひ
■き
い
ら
れ

-

L
 

•
シ
ラ
.タ
イ
ン
に
お
け
る
國
家
と
.財
政
學

 

.

る
全
ド
イ
ッ
勞
働
者
協
會
は
、

一
八
七
五
年
の
ゴ
ー
タ
大
會
に
お
い
て
合 

同
し
、
社
會
主
義
勞
働
黨
を
結
成
し
た
。

(

5)
『

歴
史
に
お
け
る
強
力
の
役
割

』

同
所
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
轉
換
、
資
本
主
義
社
會
成
立
の
過
程
に
お
い
て
、
財
政 

學
の
課
題
と
內
容
も
、
必
然
的
に
大
き
な
變
化
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
 

領
主
國
家
の
家
計
の
學
問
と
し
て
の
意
義
は
旣
に
失
わ
れ
て
、
新
し
い
租
税
國 

家
に
特
有
な
立
憲
的
財
政
制
度
を
め
ぐ
る
種
々
の
®

が
、
財
政
學
蕃
の
前
に 

提
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
ド
よ
っ
て
、
財
政
學
者
は
、
官
房
學
的
な
狹
い
視
野

に
お
い
て
で
は
な
く
、
イ
ギ
5;
.
.ス•

フ
ー
ス
ン
ス
な
ど
の
經
濟
學
や
政
治
學
の
成 

果
を
と
り
入
れ
.っ
っ
、
經
濟
總
過
程
の
循
環
と
の
關
連
に
お
い
て
、
あ
る
い
は 

國
家
の
全
機
能
の
分
祈
の
中
で
、
財
政
學
を
體
系
化
し
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ 

に
よ
っ
て
近
代
的
國
家
形
成
の
直
接
の
遂
行
^
た
る
プ
ロ
イ
セ
ン
官
僚
の
依 

據
し
得
る
よ
う
な
財
政
上
の
原
則
を
提
示
す
る
と
い
う
任
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ 

と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
旣
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
’®

者
階
級
の
擡
頭
に
よ 

っ
て
社
會
問
題
化
し
て
来
た
階
級
的
對
立
に
對
し
.て
、
財
政
學
は
國
家
財
政
の 

觀
點
か
ら
す
る
然
る
べ
き
方
策
を
も
示
す
よ
う
に
、
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ 

る
。

.

こ
れ
ら
の
課
題
を
に
な
う

代
表
的
な
財
政
學
者
と
し
て
、

ロ
ー

レ
ン
ッ
•
フ 

.
ォ
ン
.
シ
ユ
タ
イ
ン

(

一
八

一
五—

九

0)

、

.ア
ル
バ
ー

ト

•

シ
ェ
フ
レ

(

一
八 

三

ー
丨
ー
九

〇
三)

お
よ
び
ア
ド
ル
フ
.

ヮ

グ

ナ

ア

(

一
八
三
五

—

一
九
一 

七)

の
、
通
常
、
ド
イ
ッ
財
政
學
の
三
苴
星
と
呼
ば
れ
る
三
人
が
あ
げ
ら
れ
よ 

う
。
こ
れ
ら
の
學
者
は
、
共
通
の
課
題
を
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

そ
の
に
な
い
方
に
お
い
て
、
か
な
り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン

-
,
 

_
三

九

(

六
五
、
3
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.

.

.メ

は
、
そ
の
國
家
觀
の
理
念
的
支
柱
を
絕
對
主
制
に
求
め
、
動
.搖
す
る
社
會
の 

內
に
新
し
い
要
素
の
成
長
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
の
將
來
の
方
向
を
：
 

絕
對
王
制
の
再
生
と
新
#:
態
へ
の
そ
の
適
應
と
に
見
出
そ
う
と
試
み
た
。
こ
れ 

に
對
し
て
、
ヮ
グ
ナ
ァ
は
、
ビ
ス
.マ
ル
ク
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
的
吏
配
へ
の
信
賴 

に
立
脚
し
て
、
國
家
社
會
主
義
の
理
念
を
明
確
に
打
出
し
、
旣
に
獨
占
資
本 

主
義
の
段
階
へ
移
行
し
っ
っ
あ
る
社
會
に
お
い
て
、
階
級
的
對
立
の
調
停
者
た 

る
こ
と
を
意
圖
し
て
い
た
。
基
本
的
立
場
の
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
彼
ら
の
財 

政
學
の
位
匮
づ
け
に
も
反
映
し
て
い
る
。
前
者
が
財
政
學
の
國
家
學
•■行
政
學 

と
の
關
連
を
强
調
し
た
の
に
對
し
て
、
後
者
は
社
會
政
策
學
と
の
關
連
を
強
く 

意
識
し
て
い
た
と
云
え
よ
う
。(

シ
ュ
フ
レ

は

、

む
し
ろ
後
者
に
近
い
と
考
え 

ら
れ
る
。)

.，こ
の
共
通
の
課
題
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
慶
開
の
し
か
た
を
共
に
考
察
す
る 

こ
と
は
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン 

に
お
け
る
財
政
學
體
系
化
の
過
程
を
考
察
す
る
。

マ
ル
ク
ス
と
シ
ュ
タ
イ
ン
は
同
時
代
に
生
き
た
。
と
も
に
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
を 

學
び
な
が
ら
、
前
者
が
そ
れ
を
哨
物
辨
證
法
へ
の
發
展
と
い
う
形
で
批
判
的
に 

繼
濟
し
た
の
.に
對
し
て
、
後
者
は
觀
念
的
な
形
の
ま
ま
で
そ
れ
を
受
け
っ
ぎ
、
 

こ
れ
に
よ
っ
て
社
會
理
論
を
展
開
す
る
。

一
八
四
八
年
の
苹
4§

、

マ
ル
ク
ス 

は
、『

經
濟
學
批
判』

、『

資
本
論』

等
に
よ
っ
て
市
届
社
會
の
メ
力
ニ
ズ
ム
を
分 

析
す
る
と
同
時
に
、「

國
際
■

者
協
會」

の
實
際
的
な
指
導
に
も
た
ず
さ
^

っ 

た
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
$

nn
ta
^
、
th
#

M
lJ
の
考
察
に
#
^:
な
關
心
を
示
し
、
 

ラ
ッ
サ
ー

ル
と
多
く
の
點
で
共
通
す
る
主
張
を
の
べ
て
い
た
が
、

一
八
五
四
年 

に
ゥ
ィ
I
ン
大
學
に
職
を
得
て
以
来
、
次
第
に
實
際
の
政
治
や
社
會
の
問
題
か 

ら
は
離
れ
て
、
主
と
し
て
行
政
學
の
硏
究
に
沒
頭
し
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
に
、

’ _ 
ン
.

,

V: 

' 

'
 

四 

0 

' : C;

六
■五 T

4
>

;

_

彼
は
：『

財
政
學
敎
科
竇
を
摄
し
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
と
シ
ュ
タ
イ
シ
は
、
幾
つ
か
の
.共
通
の
遺
産
を
受
け
と
つ
た
が
、
 

そ
の
活
か
し
方
で
全
く
異
っ
て
い
た
。
こ
の
裏
情
を
念
頭
に
お
き
、
今
迄
述
べ 

て
來
た
铮
氏
の
動
向
を
前
提
と
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
濯
に
つ
い
て
考
え
て 

ゆ
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
社
會
理
論
の
中
核
と
な
っ
た
へ
ー
ゲ
ル
的
國 

家
觀
が
、
後
期
の
行
政
學
殊
に
財
政
學
の
體
系
化
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る 

の
か
、
ま
た
、
こ
の
體
系
化
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
の
か
、
と 

い
う
1

に
つ
い
て
で
あ
る
。
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1885
.

以
下
本 

書
よ
り
の
引
用
はL

e
h
r
b
u
&

と
の
み
略
記
す
る
。

(

3

)

シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
に
っ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン『

財
政
學
序
說』

.

神
戶
正
ー
譯
の
譯
者
序
說
を
參
照
の
こ
と
。

㈡

國
家
と
社
會

，

シ
ュ
タ
イ
ン
は
主
と
し
て
そ
の
前
半
生
に
お
い
て
、
社
會
理
論
を
研〕

究
し 

纪

一

八

四

一

一

年

に

、
彼

は

、

『

現

代
フ
ラ

ン
ス
の
欧
鲁
主
義
と
共
產
主
義』

を 

書
き
、

フ
ラ
ン
ス
社
.會
主
義
運
動
を
初
め
て
ド
イ
ッ
に
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
は 

や
が
て『

一
七
八
九
年
よ
り
現
代
に
到
る
フ
ラ
ン
ス
社
鲁
運
動
の
歴
史』

C
1

八

五
〇
年〕

と
し
て
書
き
改
め
ら
れ
る
。
彼
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
、

一
八
四
八 

年
の
二
月
苹
命
の
經
驗
に
立
ち
つ
っ
、
社
會
の
階
級
的
對
立
と
そ
の
運
動
法
則 

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
の
彼
の
論
旨
を
追
い
な
が 

ら
、
國
家
、
社
會
お
よ
び
そ
の
關
係
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

註(

1

)

そ

.
の

成

果

は
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D
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n
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u
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(

f e

M
M
o 
に
集
約
さ
れ

る
。

(

2) 

D
e
r

CQozialismus u
n
d

w
o 日 m

u
n
i
s
m
u
s

 d
e
s

tr
©
0
^
g
©
tj 

Frankreichs. 

L
eipzig 

0

^
 

e
n
d

 4
7
5
so.

シd

タ
ィ
ン
に
お
い
て
は
、
國
家
は
、
人
1

國
家
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
 

す
な
わ
ち
、「

統
一
あ
る
人
格
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
萬
人
の
意
志
の
共
同
體
で
あ 

っ
て
、
こ
の
共
同
體
は
國
家
の
行
爲
と
し
て
あ
ち
わ
れ
^

」

そ
し
て
、
國
家
は 

懑
政
と
行
政
に
よ
っ
て
、「

萬
入
の
發
展
、
す
な
わ
ち
成
功
、
富
裕
、
能
力
お
よ 

び
知
性
を
、
國
家
み
ず
か
ら
の
最
高
權
カ
を
用
い
て
獲
得
す
る
よ
う
努
力
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
と
に
示
さ
れ
た
國
家
の
原
理
は
、
彼
が
自
ら
肯
定
し
て 

い
る
よ
う
.に
、
理
念
と
し
て
の
國
家
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
國 

家
ば
、
.實
際
は
、
ど
の
よ
う
な
狀
態
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
現
實
の
國
家
は
、
こ 

の
よ
う
な
原
理
を
、
ご
く
稀
れ
に
し
か
實
現
し
な
いT

國

家

が

國
家
權
力
.も
ろ 

と
も
腿
々
正
反
對
の
方
向
に
引
き
さ
ち
わ
れ
て
ゆ
く
の
は
何
故
で
あ
り
、
又
國 

家
が
前
進
す
べ
き
時
に
國
家
を
引
き
と
め
る
も
の
は
何
で
あ
名
^

」

と
彼
は
問

L
，
シ
.ュ
：タ
イ

.ン
__に
お
け

'る
.國
家
と
財
政
學

う
。
そ
の
理
由
^
、
彼
は
次
の
點
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
國
家
の
構
成
員
で 

あ
る
人
民
は
、
同
時
に
ま
た
社
會
を
構
成
し
、
そ
の
社
#'
の

生

活

原

理

が
@ '
於
 

の
そ
れ
と
全
く
異
つ
て
い
る
、
と
考
え
る
。•

註(

1)
Bd. 

I, X
X
X
I
V
,

猎
木
正
道
譯『

社
會
•の
槪
念
と 

運
動
法
則』

六
ニ
頁
。

(

2) 

Ibid_, X
X
X
I
V
,

猪
木
譯
六
三
頁
。

(

3)

^
&
こ

^
^
:<1
«
ジ
猪
木
譯
六
九
頁
。

(

4)

こ
の
點
に
っ
い
て
、

.マ
ル
ク
ス
は
、
全
く
對
象
的
に
次
の
よ
う
に
'述

ベ
て
い
るT

國
家
と
社
會
制
度
と
，は

.
相
異
な
る 
一j

っ
の
も
の
で
は
な

い
。
國
家
は

社
會
制
度
で
あ
る
。

國
家
が
社
會
的
弊
害
を
認
め
る
か
ぎ
り 

で
、
國
家
は
こ
れ
を
人
力
の
お
よ
ば
ぬ
自
然
法
則
の
な
か
に
も
と
め
る 

か
、
國
家
か
ら
獨
立
し
た

私
生
活
の
な
か
に
も
と
め
る
か
、
ま
た
は
國
家 

に
依
存
す
る

.行
政
の
反2!

的
性
の
な
か
に
も
と
め
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ 

る
。」

(

傍
點

•
.著
者)

( 『
「

プ
'ロ
シ
ャ

王

と
社
會
改
革」

に
た
い
す
る

批 

判
的
傍
註』

選
集
柿
卷
四
、
ニ
〇
六
頁)

シ
コ
■タ
ィ
ン
は
、
社
會
の
生
活
原
理
を
.次
の
よ
う
に
考
え
る
0「

所
有
の
分
配 

に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
る
隸
屬
は
、
社
會
の
具
體
的
，
態
を
規
定
す
る
の
に
反
し 

て
、
利
害
の
關
心
は
、
■社
會
の
動
的
原
理
を
な
す
。」

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
社 

貪
に
お
け
る
人
間
關
係
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
、
無
產
者
の
有
產
渚
に
對
す 

る
隸
屬
、
換
言
す
れ
ば
、
私
有
財
產
秩
序
を
基
底
と
し
た
支
配
•
被
支
配
の
關 

係
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
關
係
は
次
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
。
财
«
趴
豸
の
多 

寡
は
人
格
發
展
の
尺
度
を
な
す
か
ら
、
誰
で
も
よ
り
多
く
の
財
貨
を
獲
得
し
よ

■

W
一

(

六
五
3



三ヾ田學會雑誌

,.
第四十九卷ヾ第九號.

，

う
と
す
る
。
し
か
も
、
誰
で
も
i

力
は
所
有
す
る
が
、
i

力
を
利
用
し
て 

財
貨
を
得
る
際
の
前
提
と
な
る
素
材
は
、.
一
部
の
有
產
者
の
財
產
と
な
.っ
て
い 

る
。
そ
れ
故
、
人
格
の
發
展=

財
貨
の
獲
得
を
願
望
す
る
無
產
潘
は
、
有
產
者 

に
對
す
る
隸
愿
關
係
に
自
己
を
置
く
場
合
に
の
み
、
そ
の
願
望
を
達
し
得
る
。
 

か
く
て
、
隸
M
が
社
會
關
係
を
形
成
す
み
要
素
と
な
へ
る
。
第
二
に
、
か
か
る
關 

係
か
ら
發
生
し
、
ま
た
そ
の
㈱
畠
を
再
生
產
す
る
耍
素
が
、
利
害
.の
關
心
に
求
.
 

め
ら
れ
る
。
こ
の
關
心
は
、
資
本
所
有
者
、
土
地
所
有
者
、
勞
働
者
等
の
そ
れ 

ぞ
れ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
範
疇
の
中
で
の
大
所
有
者
と
小
所
有 

漭
と
に
お
い
て
も
、
異
っ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
'る
が
、
そ
の
お
の
お
の
に
お
い
て
’
 

人
格
の
發
展=

財
貨
獲
得=

自
R
の
利
害
を
規
準
と
し
、
他
者
に
對
し
て
自
己 

へ
の
隸
屬
を
要
求
す
る
も
の
と
な
っ
て
、
社
會
の
諸
階
級
の
對
立
は
一
層
深
ま 

於
^
か
く
て
、
シ
ュ
タ
ィ
ン
に
お
い
て
、
國
家
の
原
理
と
社
會
の
原
理
は
、
直 

接
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
、
把
搌
さ
れ
る
。

ii(

l)

Q
g
oBt
o
^
®
WCL
,
. i, X

L
I
,

猪
木
譯
七
四
頁
。

(

2)

と
の
よ
う
な
社
會
關
係
の
規
定
の
し
か
た
を
、

マ
ル
ク
ス
.は
次
の
如 

く
批
判
し
て
い
る
。「

し
か
し
、
無
所
有
と
所
有
と
の
對
立
は
、
勞
働
と
資 

本
と
の
對
立
と
し
て
把
握
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
ま
だ
中
立
的
な
、
そ
の
內 

的
な
關
係
に
對
す
る
活
動
的
な
連
關
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
、
 

ま
だ
矛
盾
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
、
對
立
で
あ
る
。」(『

經
濟
學
と 

哲
學
と
に
か
ん
す
る
手
稿』

.選
集
辅
卷
四
、
三
三
七
頁)

さ
ら
に
、

マ
ル 

ク
ス
は
、
私
有
財
庳
の
運
動
を
、
次
の
よ
う
に
辨
證
法
的
過
程
と
し
て
定 

式
化
す
る
。(

一〕

資
本
と
勞
働
の
統
一
、(

ニ)

兩
者
の
對
立
お
よ
び
雨
者 

■

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
と
の
對
立
、(

三)

諸
對
立
の
銜
突(

同
上
三
二
八
頁)

。

.
四
ニ 

.

(

六
五
四)

こ
こ
に
、
シ
ュ
タ
イ
シ
的
な
規
定
の
批
判
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
勞 

働
者
と
資
本
家
の
階
級
關
係
の
、
あ
る
ぃ
は
資
本
制
生
產
樣
式
の
、
基
本 

的
矛
盾
の
解
明
が
始
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り

得
る
。

ハ3

シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る「

階
級」

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
結
局
、
 

利
害
を
共
通
に
す
る
人
々
の
集
團
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(

4) 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
®

w
d
. 

I, X
X
X
V
I
I
I
—
X
L
1
V
,

猎
木
譯
七
三 

I
七

八
頁
。

こ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
ー
一
つ
の
原
理
に
よ
つ
て
生
ず
る
國
家
と
社
會
と
の
闘 

爭
の
過
程
を
、

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「

砠
#
の
運
動
法
則
t

よ
っ
て
説
明
し
よ
う 

と
す
る
。
こ
の
法
則
は
、
現
實
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

第
一
に
、
不
自
由
の
生
成
。
す
な
わ
ち
、
社
會
を
支
配
す
る
第
一
の
階
級
に 

よ
る
國
家
權
力
の
獨
占
的
掌
握
、
特
權
、
身
分
及
び
ヵ
ス
ト
の
形
成
、
憲
政
と 

行
政
と
の
自
己
の
利
害
に
應
じ
た
配
置
、
こ
れ
ら
の
事
實
は
必
然
的
に
、
ま
た 

不
可
避
的
に
生
じ
て
来
るT

國
家
の
意
志
は
も
は
や
そ
の
3俱
實
の
意
志
で
は
な 

く
、
國
家
は
隸
屬
性
の
原
理
の
た
め
に
自
己
とin

己
の
本
質
と
を
失
っ
た…
…

 

っ
ま
り
國
家
は
不
自
由
に
な
っ
た
。」

第
二
に
、

自
由
へ
の
運
動
、

自
由
の
現 

實
が
、
こ
の
不
自
由
に
對
置
さ
れ
る
。

自
由
の
基
礎
は
、

柚
象
的
に
は
、「

國 

家
と
社
會
と
よ
り
も
一
層
强
力
で
、
兩
者
を
再
び
自
由
の
た
め
に
奉
仕
す
べ
く 

し
む
け
る
も
の」

と
し
.て
の
人
格
と
そ
の
本
分
で
あ
り
、
現
實
的
に
は
、
精
祌 

的

•
物
質
的
財
貨
の
獲
得
を
め
ざ
す
隸
屬
階
級
の
支
配
階
級
に
對
す
る
闘
苹
と 

.L
て
現
れ
る
。
前
に
述
べ
た
不
自
由
の
も
と
に
お
い
て
、
こ
の
苗
由
へ
の
運
動 

は
、
政
治
的
改
革
と
し
て
、.
そ
の
要
求
を
賞
徹
し
よ
う
と
す
る
。

1E
C
1

)

こ
れ
と
同
じ

考
え
方
が
、
ラ
ッ
サ

I

ル
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
ラ 

ッ
サ
ー
ル
はT

勞
働
者
辋
領』

に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
I
の
階
級
支 

.配
を
論
ず
る
に
常
っ
て
次
の
よ
う
に
云
うT

一
 
箇
の
大
市
民
と
雖
も
、
猶 

決
し
て
其
故
を
も
っ
て
、
直
ち
に
ブ
ル
ジ
a
ヮ
た
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

.
大
市
民
が
大
な
る
資
產
の
窜
货
上
の
便
宜
に
滿
.足
し
な
い
で
、

T1
J
民
的
所
有
、

ち
資
本
を
、
更
に
又
國
家
に
對
す
る
支
配
に
參
如
し
、
 

國
家
.寓
志
及
び
國
家
.
2!的
の
決
宛
に
參
加
す
る
條
件
と
も
な
さ
ん
と

欲
■す 

る
な
ら
ば
、
其
時
始
め
て
大
市
民
は
ブ
ル
ジ
3
ヮ
と
な
り
、
其
時
彼
は
所 

得
の
事
實
を
政
治
的
支
配
の
法
的
條
件
と
な
し
、
其
時
彼
は
今
其
特
權
の

支
配
的
刻
印
を
一
切
の
社
#
的
制
度
に
施
さ
ん
と
欲
す
る

.
特
權
階
級

と
し
.て
自
己
を
特
徵
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

(
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e

w
CD
cb
l 

e
n

 u
n
d

 Schriften, hrsg. v. E. 

w
e
m
s
t
o
i
n
,

 

weriili, 

1919,

.B
d
I
I
,

 s. 
I
f 

4
.

小
泉
信
三
譯
三
七
丨
三
九
頁)

(

2) 

Geschiehte, 
wd.
 

I, 

L
X
V
,

猎
木
譯
一
〇
八
頁
。

(

3) 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
®
B
d
.

 

I, 

L
X
X
I
I
,

猪
木
譯 
一
 

ニ 
〇
頁
。

こ
こ
で
、
®

は
政
治
改
革
の
內
容
に
移
る
。
シ
ュ
タ
ィ
ン
は
、
隸
屬
階
級 

の
劣
弱
さ
と
精
神
-的
貧
困
の
故
に
、共
產
主
義

•社
會
主
義
の
理
論
を
否
定
し
、
 

「

そ
、の
1
性
上
下
層
階
級
を
向
上
せ
し
め
て
彼
等
自
身
の
課
題
を
達
成
せ
し
む 

る
權
カ」

、す
な
わ
ち
國
家
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
社
會
民
主
主
義
改
革
を
提
唱 

す
る
。
こ
の
改
革
は
、
次
の
よ
う
な
內
容
か
ら
成
り
立
っ
。
第
一
に
、
そ
の
も 

と
に
實
現
し
よ
う
と
す
る
目
標
は
、
§

の
組
織
化(

國
家
は
企
業
者
と
な
り 

勞
働
を
監
督
し
、
利
潤
分
配
を
規
制
す
る)

と
、
信

用

.の

組

織

化

(

勞
働
者
に 

對
す
る
無
利
子
の
貸
付
を
國
家
が
行
な
い
、
彼
等
の
財
貨
獲
得
活
動
を
容
易
な

L 
.
シ
エ
タ
イ
ン
に
お
け
る
國
家
と
財
政
學

ら
し
む
る

〕

，
の
二
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
實
現
■に
あ
た
つ
て
、
隸
113
階
級
は

憲
政
と
行
政
と
を
支
配
階
級
の
獨
占
か
ら
奪
い
返
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。.

そ
の
手

段
と
し
て
、
普
通
選
擧
權
の
獲
得
、
施
行
と
、
勤
勞
階
級
の
社
會
的
靆
M
の
揚

粱
が
あ
げ
ら
れ(

る
。
最
後
に
、
上
述
の
事
態
を
實
現
す
る
可
能
姓
あ
る
道
と
し

て
、
革
命
で
は
な
く
改
革
を
え
ら
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
革
命
は
、「

プ
ロ

2

レ
タ
リ
ア
I
ト
と
民
主
主
義
派
と
が
國
家
と
國
家
權
力
と
を
屈
服
さ
せ
る」

こ 

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
プ

P
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
は
、
國
家
權
力
を
掌
握
す
る 

た
め
に
必
要
な
眞
の
內
面
的
資
格
が
缺
け
て
い
る
か
ら
、
革
命
は
た
だ
、
貧
困 

と
混
亂
と
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
ぅ
な
革
命
を
囘
避
す
る
た
め
に 

社
會
自
身
の
利
害
關
心
が
、
改
革
を
要
求
す
る
。「

有
產
階
級
が
彼
等
自
身
の
最 

高
の
利
害
を
よ
く
理
解
す
れ
ば
、
.彼
等
の
社
會
的
勢
力
の
全
部
を
あ
げ
て
、
國 

家
と
國
家
權
力
と
の
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
得
て
、
社
會
改
革
の
た
め
に
倦
む
こ
と 

な
く
活
動
す
る
よ
ぅ
に
、
自
己
の
利
害
關
心
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
要
請
さ
れ
て 

い
る
こ
と
を
意
識
す(

る
。」

が
く
し
て
、
改
革
と
は
、
國
家
權
力
の
援
助
の
も
と 

に
支
配
階
級
の
徵
智
と
洞
察
に
よ
っ
て
上
か
ら
の
政
治
的•

社
會
的
變
苹
と
し 

て
、
實
現
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

註(

1)
G
e
s
c
h
i
c
h
t
®
B
d
.
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C
X
1
I
I
,

猎
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譯一

八
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丨
三
頁
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こ
の

點
に
お
い
て
も
、
シH

タ
ィ
ン
と
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
共
通
の
考
え
方
に
立
っ 

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
、「

勞
働
者
階
級
は
、
旣
に
そ
の
個 

々
の
成
員
が
.置
か
れ
て
い
る
無
力
無
援
の
境
遇
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
、
 

す
な
わ
ち
、
個
人
を
た
す
け
全
員
の
結
合
に
よ
っ
て
、
個
人
が
個
人
と
し 

て
は
よ
く
せ
ざ
る
が
如
き
發
展
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
が
國
家
の
使
命
で
あ 

り
、
又
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
深
く
感
受
し
て
い
る」

と
す

四
三

(

六
五
五)
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。
そ
し
て
、
 

か
か
る
使
命
の
遂
行
は
、
國
家
の
道
德
的
本
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
マ
ル

.
 

ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
な
ら
ん
で
、
ド
イ
ツ
社
會
主
義
運
動
を
指
導
し
、
 

ま
た
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
ラ
ツ
サ

I
ル
の
國
家
觀
が
、
む
し 

ろ
シH

タ
イ
ン
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
■の
は
興
味
あ
る
事
赞

で
あ
る
。

(

2)

こ
の
よ
う

な
主
張
は
、

よ
く

知
ら
れ
て
い
る

ラ
ツ
サ

I

ル
の
二
つ
の 

主
張
を
、
秘
た
ち
に
想
起
さ
せ
る
。

す
な
，
わ
ち
、
生
產
信
用
組
合

.に
對
す

、

る
國
家
補
助
の
要
求
と
、
普
通
選
擧
撺
の
要
求
と
の
二
っ
の
主
張
で
あ

(

3)

o
o
g
&
i
o

ぼ

®
S

.
尸 

0

P 
猪
木
譯
一
九
二
頁
。

(

4 )

シュタインの、
プロ

.レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
對
す
る
こ
の
よ
う
な
見

 ̂

は
、
後
に
な
っ
て
も
變
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
不
信
の
念
は
、
彼
自
身

'
 

の
貴
族
階
紙
の
出
身
と
し
て
の
社
會
的

，
經
濟
的
背
景
に
そ
の
塞
礎
を
持 

っ
て
い
る
。
彼
の
思
考
も
、
自
己
の
階
級
的
基
礎
の
維
持
存
績
に
對
す
る 

幻
想
に
助
け
ら
れ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
し
た
よ
う
に
、
プ
ロ
レ

.タ
リ
ア

I
ト 

が
旣
に
持
っ
て
い
る

r

ド
イ
ツ
解
放
の
横
極
的
可
能
性

」

を
認
識
す
る
に 

は
到
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

「

社
會
の
他
の
あ
ら
ゆ
る

.
 

階
層
を
み
ず
か
ら
解
放
し
、
そ
れ
と
と
も
に
社
會
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
，を
解 

放
じ
な
い
で
は
み
ず
が
ら
を
解
放
出
來
な
い
一
階
層

」

.す
な
わ
ち
、
ブ
口 

レ
タ
リ
アー

ト
の
階
紙
的
形
成
こ
そ
、
ド
イ
ツ
の
全
般
的
解
放
の
溃
極
的 

可
能
性
を
意
味
す
る

と
考
え
た
ハ

『

へ

ー
ゲ
ル

法
哲
學
批
判
序
說

』

選
集
植 

卷
四
、

一
九
〇
頁
：*。

(

5)

.
 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
®

w
d
.

1
,
C
X
X
X
,

猪
木
譯
ニ 

Q
九
頁
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(

6〕

な
お
、
紙
数
の
制
限
か
ら
十
分
に
ふ
れ
な
か
つ
た
が
、

「

人
格
の
發

四
四

cA'
7i
*
v
;
o

展」

を
論
ず
る
に
當
っ
て
の
彼
の
論
理
に
注
目
す
ベ

き
：で
あ
ろ
う

。
そ
の 

槪
念
の
非
歷
史
的
な
、

觀
念
的
な
設
定
の
し
か
た
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
來
た
、
社
會
の
運
動
法
則
に
關
す
る
彼
の
論
理
の 

中
で
、
特

に「

國
家」

を
め
ぐ
る
そ
の
@

點
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

そ
•の
本
質
上
、
理
念
と
し
て
規
定
さ
れ
た
人
格
的
國
家
、
そ
の
理
念
の
現
實 

化
し
た
も
の
と
し
て
の
國
家
は
、
シ
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
、「

君
、1
紅」

の
う 

ち

に

最

も

純

粹

な

形

で

見

出

さ

れ

る

。

そ
し
て
、

そ
れ
が
社
會
變
苹
の
^

^

諸 

と
し
て
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
時
、
特
に「

社
會
改
造
の
王
あ」

と
呼
ば
れ
る
。
 

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
に
こ
そ
、
ド
イ
ッ
の
未
来
を
託
そ
う
と
し
た
。

こ

の「

社

會

改

造

の

王

政

」

を
、
員
罾
的

な

目̂

の
う
ち
に
^
砠
そ
う
と
す 

れ
ば
、
そ
れ
は
、
か
の
絕
對
王
制
で
あ
る
と1K

え
よ
う
。
勿
論
、
時
代
お
く
れ 

に
な
り
つ
つ
あ
る
そ
れ
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
現
し
よ
う
と
は
、

シ
ュ
タ
イ 

ン
も
考
え
な
い
。
彼
は
、
近
代
國
家
の
資
格
と
も
云
う
べ
き
立
憲
的
體
制
を
說 

き
、
憲
政
と
行
政
と
の
重
要
性
を
強
調
し
っ
っ
、
猶
且
、
そ
の
支
柱
を「

王 

政」

に
求
め
、
雨
者
の
折
衷
を
試
み
る
。
し
か
し
、
と
の
よ
う
に
し
て
組
立
て 

ら
れ
た
國
家
觀
は
、
そ
の
後
の
ド
イ
ッ
史
の
進
展
に
よ
っ
て
變
形
せ
ざ
る
を
え 

な
く
な
る
。

一
八
八
五
年
に
彼
が
著
し
た『

財
政
學
教
科
書』

(

第
五
版)

に
お 

い
て
は
、
憲
政
に
對
す
る
行
政
の
優
位(

憲
政
は
過
去
及
び
現
在
に
、
行
政
は 

未
來
に
っ
な
が
る
、
と

#
え
る〕

が
强
調
さ
れ

〕

、「

王

政」

と
云
う
胃
^

は
消
え 

た

'^
り

に「
行
政
國
家
又
は
勞
作
國
家」

2
ミ

arbeitende s
t
a
a
t
)

の
理 

念
が
揚
げ
ら
れ
於》

そ
し
て
、
こ

の

「

勞
作

®
ま」

の
理
念
は
、
彼
の
行
政
學

.
 

財
政
學
等
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
國
家
觀
の
變
遷
に
っ
い
て
、
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
出
來
よ

う
。
立
憲
的
王
制
と
し
て
折
衷
的
に
構
成
さ
れ
た
彼
の
國
家
觀
に
お
い
て
、
重 

要
な
一
っ
の
柱
を
な
し
て
い
た
立
憲
的
體
制
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
經
驗
：し
た
ド 

イ
ツ
史
に
お
い
て
、
終
始
一
賞
し
て
夢
以
上
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し 

國
家
權
力
は
、
諸
階
級
に
對
し
て
は
相
對
的
獨
_
性
を
保
ち
っ
っ
、
支
配
的
諸 

階
級
に
は
そ
の
利
益
の
保
護
者
と
し
て(

な
か
で
も
、ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ

ー

に
は
、
 

そ
の
政
治
的
執
行
權
カ
を
委
託
し
た
湘
手
と
し
て)

現
象
し
、
そ
の
官
僚
行
政 

は
多
く
の
も
の
を
期
待
さ
れ
、
要
求
さ
れ
て
き
た
。
客
觀
條
件
の
か
か
る
變
化 

と
、
そ
れ
に
對
應
し
よ
う
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
努
力
と
が
、
立
憲
的
王
制
か 

ら
勞
作
國
家
へ
の
理
念
の
變
遷
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。(

勿
論
、
後
奢
の
場 

合
に
も
、
理
念
の
現
實
化
と
し
て
國
家
を
見
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。)

し 

か
し
ま
た
、
そ
の
結
果
に
お
.い
て
も
、
そ
れ
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
ボ
ナ
パ 

ル
ト
的
支
配
に
十
分
對
應
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、

二
應
指
摘
し
.
 

て
ぉ
く
。
 

.

i£(

l)

Q
g
oBr
o

^

®

s

.

r

X
X
X
V
I
I
—
X
X
X
V
I
i
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猎
木
譯
六
八

'

頁
。

(

2) 

Ibid., 

Bd. 

Ill, s. 4
9
,

猶
、
こ

の
點
が
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
を

「

國 

家
社
會

主
義
の
始
祖」

と

呼
ぶ
者
も
あ
る

。
.vg

r
Thier, 

Eric

iT 

JROd̂
bertus, 

Lassalle, 

Adoldhl W
a
g
n
e
r
、
Jena, 

1930

しs
， 

13.

(

3
'

)

こ
の

點
に
っ
い
て
、
先
の

ラ
ッ
サ

ー
ル

の
國
家
觀
と

の
關
係
を
明
ら 

か
に
す
る
た
め
に
も
、

H

ン
ゲ
ル
ス
の
批
判
を
見
て
み
よ
う

0「

國
家
は
へ
 

丨
ゲ
ル
が
主
張
す
る
よ
う
な

『

.入
偷
的
理
念
が
現
實
化

し
た
も
の

』

、『

理 

性
が
形
象
化
し
現
實
化
し
た
も
の

』

で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
特
定
の

h 
•
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
國
家
と
財
政
學

.
發
展
段
階
に
お
け
る

.社
會
の.1

產
物
で
あ
る

.
•：
•
•社

-#
か
ら
出
て
、
し
か 

も
そ
の
上
に
立
ち
、
そ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
つ
て
ゆ
く
こ
の
權
力
が 

國
家
で
あ
る
。」

( 『

家
族
、
私
有
財
產
及
び
國
家
€»
-
起
源』

選
集
一
三
卷
、

.
四
七
三—

四
頁)

：

(

4) 

L
e
h
r
b
u
c
h
;

 Einleitung, 

s
.
1
5
.

神
戶
正
一
譯『

財
政
學
序 

說』

ニ
〇
頁
。

(

5

)

 

P

S

こ

g
,

 

g

•
神
戶
譯
一
八
頁
。

㈢

財
政
學
と
國
家
社

#
主

義

,

シ
ュ
タ
ィ
ン
は
、
そ

の『

財
政
學
教
科
書(

第
五
版
，

)

.序
説』

(1' 
八
八
五
牢) 

の
中
で
、「

財
政
學
と
國
家
肚
會
主
義」

に
つ
い
て
特
に
節
を
設
け
て
、
^

と
し 

て
ヮ
グ
ナ
ァ
の
國
家
社
會
主
義
的
財
政
政
策
を
對
象
と
し
て
論
じ
て

い

る

。

そ
 

の
論
旨
は
、
：
：

H

に
論
じ
た
彼
の
社
會
.
國
家
の
理
論
と
、
財
政
學
の
體
系
と
の 

關
連
を
見
る
：際
の
宇
掛
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
中
心
と
し

つ

つ

、
 

必
要
に
應
じ
て
他
の
部
分
を
も
參
照
し
て
、
最
初
に
か
か
げ
た
課
題
に
答
え
て 

ゅ
き
た
ぃ
。
■ 

,

註(

1)
L
e
h
r
b
u
c
h

 ; 

Einleitung, 

S
S
.
148—

159
.

神
戸
澤
一
九
•一

頁
丨
ニ
〇
七
頁
。
猶
、

以
，下
特
に
こ
と
わ
り
の

.な
い
場
合
は
、.
同
所
ょ 

.

り
の
引
用
で
あ
る
。
ヮ
グ
ナ
ァ
の
こ
れ
に
對
す
る
反
批
判
と
し
て
は
^
ド丨

n
a
n
z
w

K-s
e
n
s
c
h
a
f

ct'
u
n
d

 Staatssozialismus,Neitschrif

<+ 

.fiir.die s
s
a
m
t
e
M
.
t
a
a
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,

 48. Bd., 

1887, 

SS. 

S7—
122, 

SS. 6
7
T
7
4
6
.
,

が
あ
る
。

.
 

四

五

(

六
五
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シ
ュ
タ
ィ
ン
は
、

「

双
々
の
ま
^

に
お
い
て
も
現
代
の
特
徵
を
な
す
も
の」

は
、
 

「

疑
い
も
な
く
財
政
學
に
ぉ
け
る
社
會
的
掛
念
の
登
場」

(

傍
點
i
者
者)

で
あ 

る
と
す
る
。
こ
の
社
會
柄
理
念
の
一
つ
、

す
な
わ
ち
、
共
產
主
義
的
學
說
は
、
 

r

危
險」

で
あ
り
、
且

っ「

妖
後」

で
，あ
る
と
し
て
斥
け
ら
れ
、「

こ
れ
と
は
全 

く
趣
を
異
に
し
た」

社
會
主
義
的
學
説
が
取
上
げ
ら
れ
る
。「

そ
の
基
本
思
想
は 

他

な

ら

ぬ

興

隆

し

っ

つ

あ

る

無

產

者

の

階

級

運

動

，を
、

國
家
を
通
じ
て
經
濟
上 

確
保
さ
れ
た
生
活
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

こ 

の
思
想
が
憲
政
の
領
域
に
ま
で
及
ん
で
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
制
度
の
運 

營
上
無
視
し
え
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
現
實
の
國
家
の
政
治
に
關
す
る
と
な 

っ
て
來
た
こ
の
.思
想
を
、
彼
は
國
家
社
鲁
主
義
と
呼
ぶ
。

と
こ
ろ
で
、
國
家
社
會
主
義
と
財
政
學
は
、
ど
の
點
で
關
係
を
持
つ
て
い
る 

の
だ
ろ
う
か
。「

勞
作
國
家
に
よ
る
下
層
階
級
向
上
の
任
務」
に
も
と
づ
い
て
、
 

次
の
二
っ
の
麗
が
起
き
る
。

一
っ
は
、
彼

が「

社
會
的
階
級
行
政」

と
呼
ぶ 

も

の(

收
入
が
各
經
費
*現
目
に
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
こ 

の
中
に
合
ま
れ
る

)

.。
他
の
一
っ
は
、
現
行
租
税
制
度
が
、
社
會
的
階
級
行
政
と 

い
か
な
る
關
係
に
立
.つ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
者
の
み
が
、
財
政
學
の 

課
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
社
會
的
租
税
制
度
の
あ
り
方
如
何
を 

問
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
次
の
ニ
つ
の
方
向
、
有
產
者
へ
の
新
課
税
、
無 

產
卷
の
減
税(

殊
に
間
接
税
の
輕
減)

に
お
い
て
現
れ
る
。
こ
の
い
ず
れ
を
間 

わ
ず
、
財
政
學
は
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
。「

資
本
自
身
を
形
成
す
る
も
の
剖
ち 

經
濟
的
所
得
に
よ
っ
て
の
み
、
租
税
は 
一
^
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

收
入
の
用
途
の
鋪
類
と
目
標
と
に
そ
の
も
の
と
し
て
は
絕
對
に
關
係
な
く
、
直 

接
税
も
間
接
税
も
、
そ
れ
が
資
本
の
形
成
自
身
を
不
可
能
に
す
る
程
高
く
な
る 

所
に
、
そ
の
限
#
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
何
な
る
目
的
の
た
め
に
せ

四
六
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よ
、
租
税
に
よ
っ
て
所
得
を
薄
う
な
ら
ば
課
税
に
よ
っ
て
課
税
自
身
の
源
泉
を 

根
絕
す
る
も
の
で
あ
る
。…

…

あ
ら
ゆ
る
租
税
の
形
態
は
、…

…

こ
れ
に
よ
っ 

て
所
得
が
そ
の
資
本
形
成
力
を
失
う
限
界
を
ば…

…

決
し
て
犯
し
て
は
な
ら
な 

い
と
い
う
こ
と
を
、…

…

無
條
件
に
財
政
學
は
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
と 

，
な
れ
ば
、

…
…

財
政
の
要
求
は
、
勞
働
者
階
級
の
こ
れ
に
對
す
る
將
來
の
貢
献 

が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
減
少
し
え
.な
い
の
で
、
間
接
課
税
の 

廢
止
の
不
可
避
の
結
果
が
直
接
税
の
引
上
げ
と
な
る
に
相
違
な
い
。…

…

課
税 

の
上
述
の
限
界
そ
の
も
'の
が
國
家
收
入
の
增
加
を
可
能
と
す
る
限
り
で
の
み
、
 

あ
ら
ゆ
る
社
會
的
任
務
は
可
能
で
あ
る
。」

こ
.の
引
用
の
う
ち
に
、
彼
の
財
政
學 

の
基
本
的
內
容
と
も
關
述
し
あ
う
幾
っ
か
の
.重
要
な
問
題
點
が
含
ま
れ
て
い
る 

の
で
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
し
ば
ら
く
考
察
し
て
見
よ
う
。

第
一
に
、
國
家
財
政
需
要
そ
の
も
の
は
所
與
と
み
な
さ
れ
、
官
僚
機
撒
を
通 

じ
て
な
さ
れ
る
經
費
支
出
の
不
生
f

如
何
は
檢
討
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
經
費 

支
出
は
生
產
的
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
す
べ
て
が
語
ら
れ
て

い

る

。

シ
ュ
タ
ィ
ン
は
、
國
民
經
濟
か
ら
國
家
の
收
入
と
し
て
調
達
さ
れ
た
價
値
が 

行
政
支
出
と
し
て
再
び
國
民
經
濟
に
還
流
す
る
、
そ
の
過
程
を
、
有
機
的
循
環 

と
し
て
把
摁
す
る
。
こ
の
循
環
が
永
續
し
得
る
た
め
に
は
、
國
民
經
濟
に
對
す 

る
行
政
の
價
値
が
、
前
に
租
税
と
し
て
徵
收
さ
れ
た
價
値
に
、
少
く
と
も
匹
敵 

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
國
家
消
費
と
し
て
の
經
費
支
出
は
、
更
に 

再
生
產
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
るT

經
費
の

再

生i

は
、
國
家
が 

投
資
か
ら
獲
得
す
る
利
子
に
存
せ
ず
、
行
政
に
お
け
る
経
費
の
使
用
に
よ
る
全 

国
民
経
済
の
振
興
に
し
が
。」

他
方
に
お
い
て
、「

租
税
生
產(steuerproduk- 

tion)
」

の
理
論
が
、
こ
れ
に
對
應
す
る
。
す
な
わ
ちT

納
税
力
は
租
税
を
、〕 

租
稅
は
行
政
を
、
そ
し
て
行
政
は
稗
び
納
税
力
を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。」

そ
し
て
、「一

切
の
租
税
の
眞
憤
は
、
該
租
税
が
そ
の
條
件
を
な
す
行
政
の
國
民 

經
濟
的
價
値
の
中
に
存
す
る〕

。」

か
く
て
、
租
税
徵
收
、
經
費
支
出
お
よ
び
民
間 

の
經
濟
活
動
、
こ
の
三
っ
の
過
程
を
貫
く「

再
生
產
的
性
格」

を
保
證
す
る
も 

の
は
、
國
家
の
^
^
な
行
政
で
あ
り
、
國
家
理
念
を
そ
の
一
身
に
體
現
せ
る
爲 

政
者
の
判
斷
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
こ
の
行
政
は
、
か
の
人 

格
的
國
家
の
一
機
能
で
あ
っ
て
、
國
民
の
人
格
的
發
展
に
寄
與
す
る
も
の
と
規 

定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
國
家
財
政
の「

再
生
產
的」

な
性
格
は
、
國
家 

經
濟
の
本
質
規
定
、
經
費
論
、
租
税
論
の
三
っ
の
面
か
ら
統
一
的
に
把
握
さ
れ 

し
か
も
そ
の
最
終
的
な
決
定
權
は
、
_
祕
化
さ
れ
た
行
政
國
家
の
理
性
に
委
託 

さ
れ
る
。

■第
二
に
、
社
會
的
租
税
制
度
の
限
界
に
っ
い
て
最
高
の
原
理
を
な
す
と
さ
れ 

る
、
.資
本

形

成

の

維

持.
保
全
に
っ
い
て
見
て
み
よ
う
。
シ
ュ
タ
ィ
ン
に
お
い 

て
、
資
本
形
成
と
は
、
國
民
經
濟
に
お
け
る
財
貨
の
生
產
.消
費

•
再
生
產
の
不 

斷
の
過
程
の
總
體
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
に
租
税
が
か
け
ら
れ
る
時
、
 

そ
れ
は
、
か
か
る
搏
生
產
過
程
か
ら
生
ず
る
純
所
得
の
み
を
對
象
と
^
べ
き
で 

あ
っ
て
、
資
本
そ
の
も
の
へ
の
課
税
は
、
個
別
經
濟
を
被
壞
し
、
從
っ
て
、
純 

所
得
は
そ
の
菡
礎
を
失
っ
て
、
税
淑
の
喪
失
、
國
家
の
破
滅
を
導
く
。「

粗
税
に 

よ

っ

て

資

本

を

そ

の

所

得

と

共

に

根

絕

し

よ

う

と

す

る

」

共

產

主

.

扑
皆
說
を 

拒
否
し
、
社
會
主
義
的
學
說
に
對
し
て
も
嚴
重
に
そ
の
限
界
を
守
る
よ
う
主
張 

す
る
の
は
、
ま
さ
に
か
か
る
論
理
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
資
本
形
成
維
持
の
論
理
は
、
第
一
に
述
べ
た
國
家
財
政
の
再
生
i

を 

保
證
す
る
原
則
で
も
あ
る
の
で
、
■
よ
り一

層
そ
の

^
豸
に
立
入
っ
て
檢
討
し
て 

見
よ
う
。.彼
は
、「…

…

あ
ら
ゆ
る
租
税
の
總
額
は
、
年
々
生
產
の
剩
餘
價
値
と

^
•
シ
ュ
，タ
ィ
'ン
に

ぉ

け

.る
國
家
と
財
敗
學

し
て
國
民
に
よ
つ
て
現
實
に
生
產
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
國
民 

經
濟
め
一
切
の
生
罾
の
{1
値
は
、」

年
々
そ
の
他
の
生
產
費
以
外
に
、
租
税
の
額 

だ
け
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い…

…
」

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し 

て
お
き
た
い
こ
と
は
、
古
典
派
經
濟
學
に
お
い
て
、
資
本
と
純
生
產
物
と
の
關 

係
を
明
ら
か
に
し
、
後
者
の
み
を
眞
の
税
源
と
み
な
し
た
際
の
論
理
と
、
ク
ュ 

タ
イ
ン
の
そ
れ
と
は
、
基
本
的
に
異
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
 

シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
資
本
家

.
霍
者
等
の
諸
階
級
が
、
根
本
的
に
は 

財
貨
所
有
の
量
的
差
異
に
よ
つ
て
區
別
さ
れ
、
そ
の
物
質
的
基
礎
の
歷
史
的
性 

格
の
相
違
枕
全
く
無
視
さ
れ
る
。
從
つ
て
、勞
働
者
も
資
本
家
も
同
じ
よ
う
に
、
 

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
純
生
產
物
又
‘は
純
所
得
を
取
得
す
る
と
さ
れ
る
。
次
に 

彼
は
、
資
本
の
槪
念
と
し
て
次
の
三
種
類
、
す
な
わ
ち
、
材

料

•動
力

•
生
產 

物
よ
.り
成
る
財
貨
資
本
と
、
不
斷
に
獲
得
さ
れ
た
剩
餘
よ
り
成
る
價
値
資
本 

(

貨
幣
資
本)

と
、
前
二
者
よ
り
收
入
を
作
り
出
す
經
濟
的
個
人
的
能
力
で
あ 

る
人
i

本
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
資
本
が
こ
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
內
容
の 

も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
資
本
の
囘
轉
か
ら
得
ら
れ
る
純
所
得
も
、
個
人
の
總 

所
得
か
ら
生
活
必
需
經
費
を
差
引
い
た
殘
餘
と1K

う
意
味
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い 

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

「

租

税

負

擔

が

結

局

純

收

入

に

®

す
る
コ
ー
ス
を
見
究
め 

よ
う
と
す
る
租
税
轉
嫁
論」

が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
積
極
的
か
意
味
を
持 

ち
得
な
か
つ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
論
理
！！
造
か
ら
來
る
當
然
の
歸
結
で 

あ
ろ
う
。
彼
は
、
租
税
轉
嬢
論
を
、，
生
產
的
行
政
支
出
に
よ
る
受
益
者
と
現
實 

の
納
税
者
と
を
つ
：な
ぐ
過
程
と
し
て
、
卽
ち
、
狙
税
生
産
の
一
環
と
し
て
考
察
.
 

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
論
理
が
進
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
に 

お
い
て
、

シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
は
、
市
民
的
經
濟
學
の
觀
點
か
ら
で
は
な
し
に 

神
聖
化
さ
れ
た
國
家
經
濟
學
の
觀
點
か
ら
、
經
濟
循
環
の
過
程
べ
の
國
家
財
政

へ.
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の
介
入
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
^

資
本
形
成
の
維
持
•
保
全
、
純 

生
產
物
の
課
税
と
.云
う
彼
の
考
え
方
に
含
ま
れ
る
.こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
ま
ず
、
 

資
本
制
生
產
の
聩
大
に
と
も
た
つ
て
强
ま
っ
て
く
る
生
產
カ
發
展
の
衝
動
を
國 

家
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
一K

う
事
情
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
，に
、
國 

家
的
理
性
の
觀
點
か
ら
、
前
述
の
國
家
財
政
の
再
生
產
性
と
い
う
論
理
に
よ
っ 

.て
、
こ
の
よ
う
な
上
昇
期
に
.あ
る

資
本
制
社
會
の
中
で
の
、

ド
イ
ッ

帝
國
の 

r

行
政
國
家」

あ
る
い
は「

高
く
っ
く
政
府」

と
し
て
の
存
在
を
、
正
當
な
る 

も
の
と
し
て
意
_
づ
.け
よ
う
と
す
る
、
そ
の
折
琪
論
的
な
®

を
示
す
も
の
と 

!k

え
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
タ
イ
ン
の
財
政
學
は
、
こ
の
よ
う
な
装
本
的
^
^
を
持
つ
も
の
で
あ
っ 

た
が
、
こ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
社
會
的
租
税
制
度
に
對
す
る
彼
の
態
度
を
理
解
す 

る
こ
と
は
出
來
な
い
。
彼
は
、
國
家
收
入
を
減
ず
る
こ
と
な
く 

(

あ
る
い
は
、
 

む
し
ろ
增
加
さ
せ
て)

、
し
か
も
資
本
形
成
を
維
持
す
る
と
い
う「

高
く
っ
く 

政
府」

の
駆
求
を
前
提
と
し
て
、
社
會
的
租
税
制
度
を
容
認
す
る
。.
し
か
し
、
 

派
生
的
な
問
題
と
し
て
で
あ
っ
て
、
ヮ
グ
ナ
ァ
の
よ
う
に
、
租
税
政
策
の
基
本 

的
課
題
を
'^
す
と
は
考
え
な
い
。
ヮ
グ
ナ
ァ
の
國
家
社
會
主
義
は
、
シ
ュ
タ
イ 

ン
が
恐
れ
た
程
過
激
な
も
の
で
は
な
く
、
支
酿
階
級
の
側
か
ら
す
る
改
良
主
義 

的
な
租
税
政
策
を
唱
え
る
も
の
に
.過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
.
,ゾ
ュ
タ
イ
ン
に
は
、
こ 

の
ヮ
グ
ナ
ァ
の
主
張
の
旣
に
獨
占
段
階
に
入
り
っ
っ
あ
っ
た
社
會
で
持
っ
意
味 

が
十
ハ
刀
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
共
に
國
家
權
力
の
側
に
立
ち
、
國
家
權
力
の
. 

た
め
の
財
政
學
を
理
論
化
し
て
い
つ
た
こ
の
一
一
人
が
、
こ
の
よ
う
に
相
異
っ
た 

見
解
を
と
る
に
到
っ
た
の
は
、
そ
の
置
か
れ
た
客
歐
的
條
件
と
同
時
に
、
そ
の 

國
家
觀
.に
お
け
る
若
干
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 

：

I

ワ
グ
ナ
ア
の

國
家
觀
が
現
實
の
政
i

係
の
i

を
強
く
受
け
て
い
た
の
に

.
• 
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對
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の

理
論
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
の
初
期
の 

社
會
理
論
、
後
期
の
行
政
學
等
に
お
い
て
一
賞
し
て
い
る
理
念
的•

人
格
的
國 

家
で
あ
る
。
財
政
學
に
お
い
て
も
こ
の
國
家
が
、
經
費
.の
搏
生
產
を
、
租
税
生 

產
を
、
そ
し
て
そ
の
有
機
的
循
環
を
保
證
し
^
^
な
ら
し
め
る
役
割
を
果
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る「

人
格
的
統
一
に
ま
で
高
め
ら
れ
た」

、神
蕺
化
さ
れ 

た
國
家
に
と
っ
て
は
、
特
定
の
階
級
的
利
益
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
社
會
政
策
や 

社
會
的
財
政
政
策
を
と
る
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
時
に
ま
た
、
財
政
學
史
.の
系
講
か
ら
沄
っ
て
も
、
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
古 

典
派
經
濟
學
を
取
り
.入
れ
て
、
ド
イ

ッ
資
本
主
義
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
た 

後

期

.
啓
蒙
的
力
メ
ラ
リ
ズ
ム
の

影
響
下
に

あ
り
、ド
イ
ッ
に

お
け
る
獨
占
資 

.本
主
義
の
段
階
で
の
新
た
な
財
政
問
題
.
社
會
問
題
に
對
す
る
十
分
な
準
備
を 

持
ち
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
對

し
て
ヮ
グ
ナ
ア
は
、
シH

フ
レ

や
シH

モ
ラ
ー 

等
の
倫
理
的
人
間
學
的
見
地
を
受
け
繼
ぎ
、
シ
ュ
タ
イ
ン
.の
純
所
得
課
税
の
理 

論
を
非
難
し
、
折
衷
的
に
で
は
あ
り
乍
ら
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
た
肖
典
派
經
濟 

學
の
影
響
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
消
費
經
濟
的
な
觀
點
に
立
っ
て
、「

分
配
の 

公
芷」

を
目
ざ
す「

社
會
的
租
税
政
策」

を
强
調
し
、
獨
占
段
階
で
の
社
會
問 

題
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。

シ
ュ
タ
イ
ソ
の

理
念
的
®

は
、
社
會
理
論
か
ら
行
政
學
.

財
政
學
へ
と 

引
繼
が
れ
て
、
理
論
の
中
核
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
社
會
變
革
の 

理
論
そ
の
も
の
は
發
展
を
見
ず
、
後
年
に
お
い
て
は
消
極
的
に
し
か
觸
れ
ら
れ 

.
な
く
な
っ
て
い
る
。
.こ
の
變
化
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
對
し 

て
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
か
っ
て
彼
が
求
め 

た
、
國
家
權
カ
に
よ
や
て
棱
助
さ
れ
る
勤
勞
階
級
の
運
動
は
、
實
際
に
は
、
そ 

の
後
の
急
激
な
社
會
の
發
展
の
中
で
、
社
#
民
主
主
^
政
黨
.の
成
長
と
共
に
、

國
家
權
力
'に
明
ら
か
に
敵
對
す
る
運
動
と
し
て
^

た
。
.こ
'の
運
動
は
、
貴 

族
の
出
身
と
し
て
め
彼
の
階
級
的
基
盤
を
も
動
搖
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
. 

の
よ
う
な
事
態
に
立
到
っ
て
、
彼
の
觀
念
的
な
社
會
理
論
は
、
そ
の
：內
容
を
放 

槳
し
て
現
存
社
會
秧
序
の
維
持
を
志
向
す
る
方
向
へ
と
轉
換
す
る
他
は
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。
他
方
、
彼
が
反
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
自
由
思
想
.家
と
し
て
描
い
て 

い
た
、
オ
ー
.ス
ト
リ
ア
を
盟
主
と
す
る
ド
イ
ッ
統
.一
の
夢
も
、■
ゼ
ス
マ
.ル
.ク
に 

よ
：る
プ
ロ
シ
ヤ
中
心
の
ド
イ
ッ
帝
國
統一

の
達
成
に
よ
つ
て
、
遂
に
瓦
^
し
て 

し
ま
う
。
か
か
る
事
情
は
、
彼
を

し
て
、現
實
の
諸
問
題
に
對
す
る
發
言
と
行 

動
と
に
お
い
て
一
層
^
極

的

な

ら

し

め

た

。

し

か

し

、

彼

は

、
.
.
こ

の

自

已

の

理 

念
の
i

が
、
思
考
の
非
歷
史
的
.
觀
念
的
_

に
も
と
づ
ぐ
‘こ
と
を
意
識
し
_ 

な
い
。
彼
は
、
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
一
層
強
固
に
理
念
的
國
家
觀
を
發
展
さ
せ 

よ
う
と
し
、
國
家
權
力
の
あ
る
ベ
き
姿
を
行
政
學
•
財
政
學
等
に
よ
つ
て
追
究 

し
よ
う
と
す
る
方
向
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
•こ
こ
に
、
.ま
ず
、
ヮ
グ
ナ

ア
と
の
. 

分
岐
點
、
從
っ
て
ま
た
、
シ
/
タ
イ
ン
が
ボ
ナ
パ

.ル
ト
的
體
制
の
も
と
で
の
諸 

0

に
十
分
對
應
し
得
.な
か
っ
た
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、

一
旦
そ
の
觀
念
的
’進
涉
性
を
現
實
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
社
會
理
論
. 

を
.、

か

か

る

行

政
學
や
財
政
學
の
內
に
含
む
こ
と
は
、
最
早
、
彼
に
お
い
て
は 

不
可
能
と
な
り
、
.そ
れ
は
、
ヮ
グ
.ナ

ア
の
國
家
社
會
主
義
と
い
う
試
み
に
席
を 

讓
る
ほ
か
な
か
っ
：た
の
で
あ
る
。
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擴
張
：又
は
付
錄
と
し
て
扱
い
、
行
政
を
も
っ
て「

官
僚
の
活
動
又
は
玉
侯 

の
恣
意
の
祕
せ
ら
れ
た
領
域」

p
®ty
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&
§
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i
n
l
e
i
t
u
n
g
v

 S. 2
.

神
、
'

.

戸
譯
ニ
頁
ツ
と
み
な
し
、
そ
の
制
約
外
に
あ
る
經
濟
生
活
の
自
然
法
の
上

•
に
財
政
理
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
財
政
評
論
で
は
あ
り
え
て
も
、

:

眞
の
體
系
的
國
家
的
财
政
學
で
.は
な
い
。

:

(

9
.

)

.
フ

ダ
チ
ァ
の

國
家
觀
に
ド
イ
ッ

古
典
哲
學
の
.

影
響
を
認
め
る
も
の
も 

.あ
る
が
、
そ
.れ
，
は

む

し

ろ

間

接

的

で

あ
り
、

又
弱
か
つ
た
こ
と
を
指
摘
し.

•
.て
い
る
。(

T
h
i
e
r
'
K
;

 

op: cit. 

S
S
.
1
0
4
1
1
3
1
)

(

10)

.シ
テ
タ
イ
ン
の
思
想
が
、
ラ
ッ

サ
ー
ル
と
多
く
の
點
で
共
通
し
て

い 

る
こ
と
は
、
旣
に
指
摘
し
た
。
こ
の
ラ
ッ
サ

.—

ル
が
、
勞
働
奪
階
級
を
懷

_
■
柔
し
よ
ぅ
と
意
圖
す
る
ビ
ス
マ
ル
ク
と
會
見
し
て
非
難
さ
れ
、
ま
た
諸
種 

の
理
論
的
鼬
謬
を
犯
し
て
批
判
さ
れ
、
後
の
勞
働
運
動
に
は
大
き
な
影
響

.
を
與
え
な
.が
ら
も
、
社
會
民
主
黨
か
ら
否
定
1
去
ら
，れ
た
こ
と
は
、
こ
の 

一一..人
の
人
物
の
考
察
に
あ
た
っ
て
興
味
あ
.る
事
實
で
あ
る
。

四

九

(

六
六一

〕


