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つ
急
速
に「

桎
梏」

と
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
:0

こ
の
故
に
，「

合
理
化
.

J
.

と 

「

魔
術
か
ら
の
^

双」

と
を
最
も
徹
底
的
に
行
な
っ
た
こ
の
ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
的 

_

団
体
の
歴
史
的
意
義
を
想
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
5

か
。
か
く
の
如
く
タ 

ウ
ゾ

の

「

魂
同
体
的
規
制」

の
楣
の
裏
面
を
な
し
、
し
.か

も

撕

i

ル 

決
定
的
意
義
を
も
っ
た
そ
の
共
同
性——

至
高
の
ヤ
ー
ヴ
JC
.
の

「

予
定」

の
前 

，に
畏
れ
と
孤
独
を
以
て
立
ち
つ
つ
、
.相
5:
-
に
比
類
な
き
人
格
の
独
立
性
を
獲
得 

.L
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
相
互
間
の
^

#

^

#性
の
世
^

^

^
畠
さ
を
、
タ
ウ
シ 

の
社
会
経
済
制
度
の
う
ち
に
そ
れ
を
賞
く
も
の
と
し
て
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
、
 

機
械
的
な
経
済
学
的
対
比
に
終
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(

第

_.
篇
、
三
、
二 

九
丨
三
三
頁
の
観
点
は
第1

一
篇
で
，は
溥
れ
て
.い
る
。
な
お
一
一
五
九
頁
参
照
，。

)

(b
)

.
一
八
世
紀
に
入
る
と
間
も
な
く
現
わ
れ
る
タ
ウ
ン
の
不
莊
所
有
は
、
特 

に
ニ
エ
1
.
.
•
.
イ
ン
グ
ラ
；ン
ド
西
部
の「

ニ
.
ユ
1
-
.タ
ウ
ン
，

」
.
に
多
く
見
ら
れ
る
.
 

が
、
そ
こ
に
於
て「

寄
生
地
主
.

=

小
作
関
係
を
形
成
し
た」

，.と
い
わ
れ
る
意
味 

如
何
。

ヨ
ーa

ッ
。ハ
経
済
史
で
い
う
様
な
或
る
防
階
を
想
定
し
て
い
っ
て
い
る
'
 

の
で
あ
ろ
う
か(

一
六 

一
|

ー
 

七
四
頁
。
.
ニ
八
頁
及
び
註
(5
))

。
.(

主

に「

投
㈱ 

傾
斜
し
た」

事
に
は
.筆
者
も

同
意
す
る

。)

.
又
タ
ウ
ン
内
部
の
所
有
権
者
の
土 

地
集
積
と
雖
も
、
.
必
ず
し
も
民
富
の
形
成
に
.直
結
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は 

な

い

か

(

一
七
三
丨
一
セ
四
頁)

。

一
矩
の
条
件
と
段
階
下
に
於
て
の
み

民
富 

の
形
成
に
^

i
-t
-
る
事
は
、
タ
ウ
ン
内
部
の
户
イ
ヤ
リ
ス
ト
が
ど
の
様
な
条
件 

下
に
現
わ
れ
た
か
を
思
1
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。

'

(0
)

農
村
工
業
に
つ
い
て
。

タ
ウ
ン
内
部
の
社
会
的
分
業
の
.あ
り
カ
.を
汞
す 

資
料
は
、
現
状
で
は
甚
だ
し
く
不
足
し
、
若
干
の
研
究
書
.
地
方
史
等
に
散
見

.
五

四

(

八
◦

ニ)

さ
れ
る
程
度
で
.あ

.^
0

ト

ラ

イ

オ
ン
：や
ブ
ラ
イ
デ
シ
バ

'ゥ
.の
著
に
見
ら
れ
る
課 

税
台
帳
に
よ
る
獲
別
人
ロ
構
成
は
僅
か
な
例
で
あ
る
。
平
出
氏
，の
場
合
は
、
 

列
拳
さ
れ
た
手
工
業
の
種
類
と
人
数
が
余
：り
に
長
期
間(

セ
イ
レ

ム
で
は
六
0 

—

七
0

年
間
、

ニ
ュ
ー
ベ
リ
で
は
六
71
;
年
間
、
イ
プ
ス
ゥ
イ
ッ
チ
の
如
き
は
一 

世
紀
近
い
期
間)

'に
亙
る
為
.に
、
そ
の
実
証
性
は
甚
だ
低
い
と
見
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ
。'
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
に
途
べ
た
タ
ゥ
ン
文
書
の
研
鹿
が
恐
ら
く
ョ
リ 

適
確
な
資
料
を
据
供
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。.

そ
れ
故
社
会
的
分
業 

の
あ
り
方
は
今
後
の
我
々
：の
研
発
の
課
題
上
な
る
で
あ
ろ
う
。
序
な
が
ら
、

ニ 

ュ
1:
.
イ

ン

グ

ラ

.ン
ド
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
様
な
著
し
い
不
均
等
発
展
が
見
ら 

れ
な
.い
様
な
の
で
あ
る
が(

実
は
ど

の

点
も
今
後
一
層
実
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
の
で

あ

る

が

)

、

も
し
然：

り
と
す
れ
ば
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い

う

問 

題

を

-
こ
で
提
出
し
て
お
き
た
，い
0

(d

)

流
通
行
程
の
分
析
に
し

て

も

、
例
え
ば
農
村
店
舗
主
や
巡
回
商
人
の
営 

み
や
そ
の
機
構
的•

段
階
的
意
義
は
充
分
具
体
性
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
 

農
民
層
の
分
解(

ニ
.四
九
頁
■以
下)

：.
は
殆
ん
ど
す
べ
て
今
後
に
残
さ
れ
て
い

'以
上
：に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
様
に
、
産
業
資
本
の
展
開
過
程
の
構
造
的
分
析 

は
、
.異
な
.-?
た
年
代
と
地
域
の
史
実
を
柚
出
す
る
方
法——

現
在
の
段
階
で
は 

資
料
上
真
に
止
：む
を
得
な
か
っ
た
の
，で
あ
る
が

I

に

よ

.
？
て
は
不
可
能
.な
の 

.で

.あ
る
。
我
々
.
.は
、

一
定
の
年
代
と
地
域
の
資
料
を
出
来
る
丈
わ
！
^
 f

か
於 

か
、
即
ち
農
業
.
エ
業
-
商

業
-.
,
人
卩
：，教
会
関
係
の
諸
資
料
、
個
々
.の
経
営 

文
書
、
各
種
の
公
文
書
な
ど
を
，一
括
し
て
分
析
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
聯

関

(

隣
接
ブ
母
娘
等)

の
あ
る
タ
ウ
ン
を
あ
わ
せ
て
分
析
出
来
れ
ば
好
都
合
で 

あ
り
、
更
に
一
八
一
一
〇
年
以
降
明
確
に
分
化
.し
て
行
く
丘
陵
地
'.

低
地
_
工
業 

の
三
つ
の
類
型
の
タ
ウ
ン
か
ら
夫
^

い
く
つ
か
.
の
.タ
ウ
.ン
を
上
記
の
方
法
で
分 

析
出
来
れ
ば
、
研
究
の
レ
ベ
ル
は
一
層
高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

1
：

第
三
篇「

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
保
護
関
税
の
成
立」

^
:
保
護
関
税
を
単

'
 

に
そ
れ
と
し
て
で
は
な
く
、
全
経
済
発
展
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
黑
解
し
ょ
う 

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ハ

ミ

ル

ト

シ

の
政
策
乃
至
フ

エ

デ

ラ
リ
ズ
ム
'と
は
何 

か
、
或
い
は
そ
の
支
持
者
達
“

フ

チ
デ

ラ

リ
ス
ト
と
は
、ど
の
様
な
階
級
か
、

特 

に
ボ
ス
ト
ゾ

.
'r

ソ
シ
エ
イ
ツ

€>
•
歴
史
的
性
格
、
そ
し
て
ボ
ス
h

ン
商
業
資
本 

の
綿
工
場
設
立
と
農
村
工
業
の
自
主
的
展
開
と
い

う

い
く
つ
か
の
問
題
が
根
抵 

:

に
あ
る
事
は
指
摘
す
る
迄
も
な
い
.事
で
あ
る
。
こ
の
際
我
々
は
、個
々
の
人
間
.

 

企
業•

産
業

.

.地
域
等
に
視
野
を
限
る
寒
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
過
程
へ 

の
見
透
し
に
於
て
考
察
し
位
置
づ
け
る
事
に
特
に
留
意
し
た
い
。

最
後
に
、
以
上
書
評
と
い
う
ょ
り
は
感
想
に
近
い
文
章
を
書
い
て
来
た
が
、
 

と

も

あ

れ
本
書
は
戦
前
の
鈴
木
里
介

氏
の
孤
究(

同
氏
のT

ア
メ
リ
カ

経
済
史 

研
究
序
説」

日
本
評
論
社
刊)

，と
な
ら
ぶ
、
戦
後
の
最
善
の
成
，果
で
あ
る
と
い 

っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。
理
論
的
に
も

実
証
的
に
も
、

更
に
又
表
現
に
も
、

な
り
不
満
な
点
は
少
な
く
な
い
が
、
.と
に
か
く
同
種
の
研
究
を
ぬ
き

ん
で
て
居 

り
、
短
期
間
に
こ

れ
だ
け
の
成
果
を
世
に
送
ら
れ
た
氏
の
精
力
的
な
活
動
に
深 

い
懲
日
心
を
私
い
た
い
。
戦
後
の
安
易
な
ア
メ
リ
力
民
主
主
義
謳
歌
論
乃
至
文
化

セ
ン
タ

ー

的

ア

メ

リ

力
史
学
が
ど
う
や
ら
调
落
し
つ
つ
あ

る

今

日

、

こ
の様
な

’ 

\

書
：評
及
び
紹
介

.

.

'

着
実
に
根
を
下
じ
た
研
究
を
見
出
す
來
の
出
来
た
泰
を
同
学
の
者
と
共
に
喜
び 

と
し
た
い
。
終
り
に
著
者
の
御
健
康
と
一
層
の
御
研
鑽
を
心
か
ら
祈
り
た
い
と 

.
思
ぅ
。(

日
本
評
論
新
社
、
本
文
三
五
.九
直
、
七
八
0

円)

/:
.;.
!

'

C

中

村

.
勝

己

)

麻
坐
久
伝
刊
行
委
員
会

『

麻

-
.生

' 

久

伝

』

-

.

 

.

.

 

■

.

.

 

.

「

も

し

米
ソ
間
に
全
面
的
な
核
戦
争
が
起
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
か」

、
こ 

の
深
刻
な
問
題
を
討
議
し
た
ァ
メ
リ
力
合
衆
国
上
下
両
院
合
同
原
子
力
委
員
会 

の
公
聴
会
な
る
も
の
が
終
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
米
国
の
重
要
都
市
、
原 

子
力
施
設
、
軍
事
基
地
な
ど
ニ
ニ
四
力
所
の
0

標
に
た
い
し
て
、
ニ
六
三
発
の 

水
爆
が
投
下
さ
れ
る
と
し
た
場
合
、
米
国
は
こ
の
水
爆
戦
で
五
〇
〇
〇
万
人
も 

の
死
者
を
出
し
、
ニ
〇
〇
〇
万
人
4

が
負
傷
す
る
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
た
。
 

し
か
し
こ
れ
はr

中
程
度
の
核
攻
撃」

と
い
う
こ
と
於
前
提
と
な
っ
て
お

り

、 

敵
水
燥
の
ニ
五
％
が
目
標
に
命
中
し
、
五
〇
％
が
0

標
周
辺
に
ぉ
ち
る
が
、
あ 

と
は
命
中
を
免
机
る
と
い
う
条
件
で
の
、
い
わ
ば
う
ち
わ
の
被
害
予
想
で
あ
る 

(

六
月
：

u

七
日
、
朝
日
新
聞
夕
刊
、
同
月
三
0

日
朝
刊
、
社
説
参
照)

。

お
ど
ろ
く
べ
き
こ
：と
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
慄
す
ベ
き
証
言
，に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
公
聴
会
.で
多
く
の
証
言
者
た
ち
.が
、「

米
国
は
核
戦
争
に
生
き
残
れ
る」

•

と

i
 

ニ 

.
 

-
 

_
.

五

五

(

八o

三)

一



証
fB

し
て
ぃ
る
こ
と
で
あ
る
。
'
七
〇
〇
0

万
人
と
い
.え
ば
、
：米
国
総
人
ロ

一
.
億 

七
0

〇
0

方
人
の
約
四
〇
囊
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
ー
1
人
£

人

が

死

.に
も
し 

く
は
負
傷
し
、
し
か
も
他
の
：ー.
.

人
さ
え
も
原
爆
後
遺
症
な
ど
に
よ
っ
：て
安
全
：で 

あ
り
え
な
い
よ
う
な
残
酷
な
情
景
が <
 

予
想
さ
れ
る
に
も
か
.か
.わ
ら
ず
、

^

0
 

は
核
戦
争
に
生
き
残
れ
る」

と
信
じ
、
坐
き
残
る
た
め
に
は
防
衛
の
努
力
が
必 

要
で

あ
り
、退
避
所
を
つ
く
っ
た
り
、
盒
糧
を
蓄
え
た
り
す

る

，こ

と

の
必
要
性
'

 

が
叫
ば
れ
、
ま
た
米
国
民
が
こ
れ
を
ま

と

も

に
う
け
い
れ
て
.い

る

と
す
れ
ば
、
 

米
国
は
た

し

か
に
お
っ
て
お

り

、

ま

さ
し
ぐ「

齋
め

る.

ア

メ

リ

力

：

」

で

あ

る
。

4

な
く
と
も
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
為
政
者
た
ち
が
;ノ

ヶ
ッ
•.リ
l/
l

^

t

っ
て 

空
襲
の
惨
禍
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
、「
一
億
特
攻J

、
「
1

億
玉
砕」

, 

に
よ
づ
て
、

r

万
邦
無
比
の
国
体」

を
護
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い 

た
か
つ
て
の
日
本
の
ド
ン
，
キ
ホ
ー
.テ
的
軍
国
主
義
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
危 

険
な
心
理
状
態
、
末
期
的
な
精
神
^

^

に
あ
る
こ
と
.は
否
定
で
き
な
い
。
も
ち 

ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
腐
敗
し
た
ア
メ
リ
カ
の
支
配
層
の
気
狂
い
じ
‘
み
た
思
想
や. 

政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
民
の
な
か
に
、人
間
的
自
由
と
人
格
的
平 

等
と
を
基
調
と
す
る
独
立
寡
R

の
精
神
が
脈
々
と
し
て
流
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
 

世
界
を
破
滅
に
お
と
し
い
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
核
戦
争
が
、
い
ま
た
だ
ち
に 

わ
れ
わ
れ
を
襲
う
と
は
考
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
問
題
は
ノ
T'
x»
y;
'

4

i

i-P
» 

て

「

反
共
の
防
波
堤」

と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
祖
国 

が
、
本
格
的
な
核
武
装
に
の
り
出
す
よ
う
な
こ
.と
が
あ
れ
ば
、
原
水
爆
戦
争
.
の
. 

危
険
は1

層
増
大
す
る
と
い
う
薪
実
で
あ
っ
て
"

V
メ
リ
力
政
府
の
政
策
を
し 

て
、
原
水
爆
戦
争
の
方
向
に
志
向
せ
し
め
る
重
大
な
契
機
を
ノ
わ
が
国
の
政
沿

の
：将
来
が
つ
く
り
出
す
-:

と
は
、'.
充
分
予
想
ざ
れ
る
と
こ
^

で
あ
る
。

.

自
民
党
政
滕
は
、
ロ
を
開
け
ば
中
立
主
義
は
空
論
で
あ
る
と
き
め
つ
け
、安
全
：
 

保
繁
約
の
改
正
を
急
1>

で
い
る
.が
、
ご
：れ
は
実
祀
対
米
従
厲
を
/

1
層
深
：め
、
 

わ
れ
わ
れ
を
1.

て
、
：再
び
戦
争
と
い
ぅ
自
殺
行
為
、
し
か
も
何
人
4'
4

|卜
歡
か 

ご
と
を
ゆ
る
さ
れ
な
，い
絶
滅
戦
争
の
方
向
へ
駆
り
た
て
る
，

j

と
に
な
る
の
で
は 

な
い
だ
ろ
ぅ
か
。
明
治
以
来
日
本
が
経
験
し
た
.す
べV

の
戦
争
は
つ
ね
に
祖
国 

防
衛
の
美
名
の
も
と
に
企
図
さ
れ
た
侵
略
戦
争
.で
あ
っ
た
。
日
露
戦
%
を
も
っ 

て
防
衛
戦
争
と
す
る
人
.%■

あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の 

戦
争
が
、
主
と
し
て
佌
国
の
領
土
で
、
他
民
族
の
犠
牲
の
上
に
し
か
も
そ
の
権 

益
を
奪
5

た
め
に
遂
行
さ
れ
た
と
い
ぅ
^
で
、

も
は
や
そ
の
帝
国
主
義
戦
争
と 

し
て
.
の
，性
格
は
、
か
く
す
べ
く
も
な
い
。
'
第
'1

次
世
思
大
戦
は
も
ち
ろ
ん
、

一
 

九
三
.

1

年
の
満
州
事
変
が
ら
ー
九
|
ー
ー
七
年
.の

日

華

戦#-
、

そ

し

て

太

平

洋

戦

争 

に
い
.
た
る
一
連
の
侵
略
戦
争
は
、
日
本
の
支
配
者
、
軍
国
主
義
者
た
ち
に
ょ
っ 

て
、
勤
労
者
大
衆
の
.ま
っ
た
く
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
形
で
、
勝
手
に
お
し
す
す
め 

ら
れ
、.
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
時
す
で
に
お
そ
く
、
国
民
は
破
滅
の
淵
に
立
た 

さ
れ
て
い
た
の
.で
あ
っ
た
。
い
ま
も
し
、
日
米
安
全
保
障
条
約
が
そ
の
撤
廃
の 

方
向
へ
で
は
な
く
へ
そ
の
改
定
、
す
な
わ
ち
ア

メ

リ

ヵ

に
た
：い
す
る
わ
が
国
の 

独
立
性
の
ょ
り1

層
の
喪
失
、
従
属
の
再
編
成
の
方
向
へ
進
む
な
ら
ば
、
わ
れ 

わ
れ
は
、わ
が
国
の
軍
国
主
義
化
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
畠
、
従
っ
て
歴
史 

的
経
験
が
示
す
よ
う
に
、勤
労
者
大
衆
が
支
pa

者
の
一
方
的
な
独
断
に
よ
っ
て
、
 

ア
メ
リ
カ
の
傭
兵
と
し
て
火
中
に
栗
を
拾
う
体
制
に
ひ
き
ず
り
.こ
ま
れ
る
危
険 

性
を
、
.も

？
と
も
深
く
褒
え
そ
し
て
こ
れ
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
づ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
の
民
主
主
義
蓮 

動
が
、.

い
か
に
無
力
化
さ
れ
、
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
.
っ
た
か
を
更
.め
て
想
い
起 

さ
な
け
れ
ば
な
，ら
な
い
。
と
く
に
労
働
蓮
動
や
社
会
主
義
連
動
の
場
合
、
国
家 

権
力
の
徹
底
的
な
弾
压
の
な
か
で
7

大
衆
も
指
導
者
も
^
路
を
求
め
て
必
死
に 

苦
悶
し
懊
悩
し
つ
つ
も
、
つ
い
に
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
：.の
前
に
膝
を
屈
し
、
侵 

略
戦
争
に
^
^
を
強
い
ら
れ
て
い
っ
た
屈
辱
の
歴
史
を
読
む
と
き
、
深
い
悔
恨 

を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
と
り
’
あ
げ
た「

麻
生
久
伝」

は
、
そ
の
罾
味
で
、
ひ
と
り
の
指
導
者
の
歩
み
を
通
じ
て
、
日
本
労
働
運
動
の 

敗
^
の
過
程
を
興
味
深
く
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
瞀

身

、
日

本

の

社

会. ^
主
 

主
義
運
测
の
悲
劇
的
性
格
を
代
表
的
に
体
現
し
た
人
物
と
し
て
、
日
本
の
民
主
.
 

主
義
連
動
に
'関
心
を
よ
せ
.る
人
々
に
，と
っ
て
、，
顧
み
る
べ
き
多
く
の
も
O '
を
暗 

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

*

、- 

*

■

.

I:'
*

•
:

/

本
書
の
巻
頭
に
は
、
河
上
丈
太
郞
、
木
村
毅
両
氏
の
序
文
が
か
か
げ
ら
れ
、
 

第
一
篇
'
'革
命
と
社
会
主
義
、
第

二

篇

政

治

響

：の
激
流
、
か
ら
な
り
、
'.
第 

.一
篇
の
内
容
は
、
：第
ー
妻
明
け
前
の
先
駆
、
：第
ニ
章
現
代
日
本
の
黎
明
、、
第 

三

章

階

級

攀
‘の
激
浪
、
：第
四
章
鉱
山
連
動
の
伝
統
、
.*̂
五
&晕

#

の
影
と
現
：
 

実
、
の
諸
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
’
ま
た
.第
二
篇
は
、第
一 

裂
、
第
一
：一
章
日
本
労
農
党
^
統
.一
主
義
、第
三
章
暴
压
の
激
流
に
統
ブ
は
■

、
 

第
四
章
社
会
大
證
と
麻
生
^T

附

録

.
麻
生
久
遗
文
選
集
と
な
：？
て
い
.る
。

0

次
か
ら
明
ら
か
.な
よ
3

に
、
.第
ー
篇
は
麻
生
久
個
人
め
伝
記
的
考
察
を
主 

と
し
て
と
り
あ
つ
か
い
、
そ
の
生
い
立
ち
、

；
.思
想
的
な
：遍
歴
、
労
働
組
合
連
動

書

0

取

び
^

介

■

の
実
践
な
ど
に
、
で
き
る
だ
け
く
わ
七
く
ふ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
第
二
篇
の 

方
は
、
：第
一
次
せ
肖
殳
.

_
罾
の
員
3̂

主
_

罾
1&

ゃ

吣

畠

、
エ
_

蓮

動

め

昂

揚

を

胄 

景
と
し
て
復
活
し
た
労
働
組
合
蓮
膝
.の
発
展
、.
分
勢
、
そ
し
て
国
家
権
力
に
よ 

る
不
当
な
弾
压
に
抗
し
て
結
成
さ
れ
た
無
産
政
党
内
部
の
諸
矛
盾——

ィ
デ
ォ 

ロ
ギ
：丨
的
分
裂
と
そ
.の
崩
壊
そ
、し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化—

の
ひ
，ろ
が
り
ゆ
く
過 

程
の
分
析
'に
主
.と
U

て
が
点
が
法
が
れ
、
麻
生
久
.を
大
正
末
期
か
ら
昭
和
十
五 

年
そ
の
死
.に
至
る
ま
で
の
日
本
労
働
運
動
の
包
ま
ぐ
る
し
い

変
転
の
歴
史
の
な 

か

に
と
.ら
え
、
そ
の
；役
割
を
正
し
く
評
価
し
よ
ぅ
と
努
力
し
'
て
い
る
。

'

麻
生
久
は
、
明
治
1
1十
：四
年
5:
月
一
:

5
日
、大
分
県
玖
珠
郡
東
飯
田
村
に
、
地 

主
麻
生
良
策
の
次
男
と
し
て
生
れ
た
。.
彼
の
少
年
時
代
お
よ
び
青
年
時
代
は
、

日
清
，
日
露
の
両
大
戦
を
中
心
と
す
る
資
本
主
義
の
確
立
と
発
展
に
と
も
な
い 

日
本
の
政
治
が
中
国
お
よ
び
朝
鮮
^
た
い
す
る
帝
国
主
義
的
膨
脹
政
策
の
方
向 

r

次
第
に
動
き
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
相
当
す
る
。
' 
雄
大
な
自
然
に
囲
ま
れ
て
育 

っ
た
彼
は
、
日
露
戦
争
#

は

じ

ま:-
-
た

明

治

三

十

七

年

草

深

い

故

郷

玖

珠

盆

地 

を
離
れ
て
太
分
中
学
に
入
学
レ
た
.が
、
：や
が
て
校
長
排
斥
^
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
先 

'
頭
に
立
.

P

反
逆
児
に
成
長
し
た
。
明
治
四
十
一L

一
年
第
H

高
等
学
校
に
入
学
し
、
 

大
正
六
年
東
京
帝
国
太
学
仏
戈
科
を
卒
業
し
^

が
、
日
本
の
社
会
主
義
連
動
に 

と
っ
て

■■-「

冬
の
時
代
1-
と

啤
ば
れ
た
こ
.の
.時

期

に

、
彼

は

、
"
深

刻

な

内

面

的

苦 

悶
を
体
験
し
？
ま
た
そ
れ
を
逋
じ
て
彼
の
思
想
形
成
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
の
で

あ
づ
た
;:
:
■ :

. 

-

.

v
'

v
:
,

.

件
及
契
機
と
す
る
無
政
府
主
霧
者
に
た
い
：す
る
酷
烈
な
弾
压
：に
よ
っ
：
 

て
、
：'社
会
主
！|
齋
動
が
壊
滅
的
な
打
擊
を
ぅ
げ
た
た
め
、
労
働
組
合
蓮
動
は
、
：

五
.
七
:

(

八o

五)



「
(

鈴
變
治
の
產
舍
に
み
ら
れ
る
ょ
う
な
嘴
資
腐
調
的
相
互
扶
助
的
な
遮
動
の
：
 

，な

か

に

、

」

辛

う

じ.て
そ
0
 

:
.代
は
.
> 
日
本
資
本
主
蘼
め
矛
盾
が
ょ
う
や
く
貧
富
の
対
立
电
新
旧
両
思
想
の
葛
：
 

'藤

な

ボ

と
^

っ
て
露
呈
さ
れ
、
'
知

識

驟

：の
間
に
：は

>:
_
た
と
克
ぼ
夏
2
1漱

石

：の
へ 

.

:
文
学
把
見
ら
れ
る
ょ
：う
な
頹
廃
的
な
空
気
が
：び
満
1>

は
じ
め
、
；社
会
的
政
治
的 

な
雰
囲
気
.>

し
て
ほ
;:
:
>
石
川
啄
木
も
苯
っ
て
.い
る
：ょ

う

に

、

「

時

代

は

，ま

さ

に

閉 

-

寒
の
現
状
卜
に
喘
い
で
ト
た
の
セ
あ
る
咸
生
久
は
ゝ
鲁
の
青
年
の
間
に
風
髒 

.
し
.た
'
ロ
...シ
.，r

文

学

.に

陶

酔

し
、.
■.

.
と

く

に

ト

ル.
'.ス..
ト

イ

や

ッ
■
ル.
ゲ..
ネ
フ.

か
ら
大
き
. 

な
思
想
的
感
化
を
う
け
な
.が

ら

も

、
：
そ
の
ヒ
へ
ュ
ー
マ
：ニ

1

ズ
ム
：
と

理

想

主

蕺

と

現

：

:

実
の
肉
慾
と
の
矛
盾
に
苦
悩
し
た
。
：.ト
ル
ス
：ト
イ
流
：の
理
想
主
義
に
徹
底
し
き
：
 

れ
ず
、
さ
り
と
て
ま
次
東
京
帝
国
大
学
に
慕
的
立
身
出
世
主
義
と
偽
善
し
か 

見
出
し
え
な
か
，マ
た
彼
は
、
大
氧
に
絶
望
し
、
；懐
疑
と
虚
無
に
お
そ
わ
れ
、ぐ
良 

，心
.に
さ
い
な
ま
れ
な
：が
ら
も
、
柳
暗
の
巷
に
出
入
ム
て
、
璧

；の
女
と
情
交
し
ハ 

た
。
社
会
運
動
家
と
し
て
め
':
'
迦
想
主
義
と
も
現
実
主
響
も
っ
か
な
い
彼
の
：

,

不
徹
底
な
む
し
ろ
虛
龍
な
態
度
は
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
の
敕
点
で
知
り

、
'.
 

'
ま
さ
に
と
の
青
春
の
彷
徨
に
発
す
る
.
の
；で
は.な
い
だ
.
ろ
ラ
か
。

::

だ
が
一
九
一
七
年
、て
ロ
シ
ア
に
お

け

る

ボ

ル
シ
キ
ヴ
.ィ

キ
革
命
の
^

発
は
、
'.
' 

こ
の
懐
疑
的
な
青
年
を
し
て
社
会
主
義
運
動
に
挺
身
さ
せ

る

動
機
と
.な
っ
た
。
 

す
な
わ
ち
す
で
に
吉
酹
作
造
博
士
は
.そ
の
民
本
、王
義
を
ひ
'?

さ

げ

て

、
.
軍

闕

官 

僚
の
専
制
政
府
に
は
げ
し
い
批
判
を
あ
び
せ
言
論
界
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え 

て
ぃ
た
が
、
ロ
シ
ア
率
命
の
勃
発
と
第
一
次
世
界
大
戦
末
^

に
^

^

と
し
て
お 

こ
つ
た
米
騷
動
な
ど
に
よ
？
て
、'
-大
逆
襄
件
以
來
一
時
.は

は

と

ん

ど

，蜜

息

せ

し

.

,
.:
:
.'■
'■
五

八
 

'(

.八
0

六
>

:

.

,
め
ら
れ
て
，い
た
社
廣
生
義
や
労
働
問
題
.は
：、
.
蓉
脚
光
を
あ
び
て
ジ
^

I

ナ
リ

. 

プ
ム
，匕

登

場
-0
:た
。:

そ

れ

と

！
1

^

に
：、'■
い
：ま

ま

で

労
i

調
*

階
級
調
和
的
な
. 

:■
.,
:

扮

飾

を

：ま
：
と
っ
：
て

い

た

友

養

は

、
..次

第

ぬ

階

級

闘

争

的

处

戦

術

を

と

り

い

れ 

.

.

.

.
'
る
：に
至.り

ハ̂

働

組

合

'運

動
:»

、
'
'
よ;-5

や
く
そ
、の
本
格
时
な
発
.展

を

.
示

す

に

至 

ら
た
.
P
:彼
は
友
愛
会
の
活
動
を
通
じ
て
鈴
妾
治
や
野
敗
参1

1
1

 

;

と
相
識
り
：
V )

の
'ち
：に

社

会

問

題

研

究

会

と

：そ

の

名

：を

改

め

た

け

れ

ゼ

も

，
大

正 

ン
七
■

<

月
、
青
年
上
赞
働
者
に
よ
る
社
会
問
題
の
典
同
研
麂
機
関
と
し
て
、
、労 

一.
•■

学
会
を
組
織
^

:

ま
炎
同
志
棚
橋
小
虎
等
と
と
も
に
永
曜
会
上
い
ゲ
i

生
義 

“

究

麗

を
.つ
く
っ
た
り
し
た
。

. 

.

.，ロ
シ
.
.
.ァ.革
命
が
.
い
.
.か
.
に
大
き
な
影
響
を
.彼
に
>̂
-

た
.え
た
か
、
.「

ボ
ル
シ
工
.ヴ 

:

'

T

XA'
-
'
;
.と
露
西
亜
の
国
民
性
1-
.
と
題
す
名
論
文
の
二
節
に
は
.、
'つ
ぎ
の
よ
ぅ
に

-

べ
-1

レ
ー
：モ
.ン
：に
よ
_
っ
て
代
表
さ
れ
る
ボ
ル
.
シ
エ
ヴ
ィ
キ
の
最
も
^

K

な
点
. 

:
.
:

は
、
：：そ
の
^

か
.に
不
撓
不
屈
衣
谷
鉄
の
■如
き
思
想
、
臨
機
疮
変
の
策
戦
、
大 

.

fl
0

®

ぬ
®

力
>
^

か
-.
%

佐
勝
の
確
信
^

捨
身
の
_行
動
で
ぁ
っ
た
。
こ
れ
.

••

ら
は
'#

な

る

理

論

：の
：
土

か

ら

；は

坐

れ

：て

こ

な

い

。
：
レ

.
丨
U

r
ン
：を
は
じ
め
と
す 

，
る
ボ
ル
シ
：

h

ヴ

ィ

キ

の

一

指

賺

の

人

間

敗

本

質

の

問

題

が

あ

る

’

…
…
」

(

八 

.

:
■

三
頁)

。

:

-

.彼
が
、

レI
 

ニ
ン
の
戦
術
戦
略
に
傾
倒
し
た
こ
ど
は
疑
い
え
な
い

0

し
か
し 

彼
は
、
指
導
者
レ
：！-

一，
ン
の
行
動
稿
な
機
敏
さ
ヒ
の
：み
模
範
を
求
め

.

た
け
れ
ど.

へ：も
、
-.
:マ|
ル
ク
ス
：‘

レ
丨
〒
ソ.主
義
の
偉
大
さ
：に
感
銘
し
、
と
の
理
論
を
体
得
す
' 

:

る

こ

：と
を
.好
ま
.な
か
っ
た
。
：理
論
的
把
握
の
欠
如
！

.
こ
こ
に
彼
を
し
て
晚
¥

に
は
つ
い
.に
.
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
迎
合
さ
せ
る
.要
素
が
あ
.
っ
た
。

.

ボ
ル
シ
ュ
ヴ

ィ

キ

^

^

か

ら
米
騒
動
、
そ
し
.て
吉
野
作
造
博
士
の
、
右

翼

的
. 

国

家

主

翁

的

団

体

浪

人

会

と

の

言

論

戦

の

勝

利

ま

で

の

時

期

は

、

い
.'わ

ゆ

る 

「

大

正デ
.，

モ
ク
ラ
シ
-」

の
頂
点
で
あ
り
、.
.日
本
の
人
民
大
衆
は
、
民

主

主

義
. 

運
動
史
上
に
お
け
る
短
い
黄
金
時
代
を
享
受
し
た
。
吉
野
博
士
が
浪
人
会
と
の 

立
会
演
説
に
お
い
て
田
倒
的
な
勝
利
を
お
さ
め
た
直
後
、
麻
生
久
は
、
吉

藤

作
. 

造
と
福
田
徳
三
に
は

か

っ
て
、
大
^

g

n

l l
# -「

黎
’明
会」

.
を

お

.
こ

し

た
の

. 

で
あ
っ
たv

日
本
め
民
主
主
義
運
動
に
不
滅
の
足
跡
を
の
こ
し
た
黎
明
会
は
、

大
正
七
年
十
一
一
月
一
一
三
日
神
田
学
士
会
館
に
お
い
て
創
立
総
会
を
催
し
た
が

、

：
. 

そ
の
綱
領
は
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
な
三
ヵ
条
か
ら
成
っ
て
い
た
。

.

一
、
日
本
の
国
本
を
学
理
的
に
闡
明
し
、
世
界
人
文
の
，発
達
に
お
け
る
日
本
の 

使
命
を
翁
#

す
る
こ
と
。

' 

. 

. 

ニ
、
世
界
の
大
勢
に
逆
行
す
る
危
険
な
頑
冥
思
想
を
撲
滅
す
る
こ
と
。
:

,'

三
、
戦
後
世
界
の
新
情
勢
に
順
疮
し
て
、
国
民
生
活
の
安
固
充
実
を
促
進
す
る
. 

ご
と
。

：

■

•
.
、

'
 

ぐ

：
 

.
.

.

こ
の
黎
明
会
が
、
当
時
の
す
ぐ
れ
た
.頭
脳
を
い
か
に
網
羅
し
て
い
た
か
、
た 

と
え
ば
会
員
.の
な
か
に
は
、
新
渡
戸
稲
造
、
糚
積
重
遠
、
大
山
郁
夫
.、
渡
辺
銕
へ 

蔵
、.

吉
野
作
造
、
高
橋
誠
一
：螂
福
田
徳
三
、，朝
水
三
十
郐
、
阿
部
秀
助
、：麻

. 

生
久
、
左
葙
祖
吾
—*

郎
、
藤
戸
辰
興
、
：堀
江
帰
|

?

大
河
内
1£

敏
、
与
謝
野
晶 

子
、
上E

貞
次
郞
、‘

翼

、

小
泉
信
一
一
、
佐

々

木

惣

I
、

■
三
辺
金
蔵
、
北 

.̂

新
次
郞
な
ど
の
人
々
を
擁
し
て
、
.頭
迷
に
し
て
反
動
的
な
思
想
と
闘
っ
た
の 

で
あ
っ
た
。
黎
明
会
が
果
し
た
功
績
の
う
ち
、
右
翼
主
義
者
の
祌
が
か
り
的
天

皇
中
心
思
想
に
た
い
す
る
批
判
、
軍
国
、王
義
批
判
、
国
際
労
働
会
議
に
お
け
る 

日
本
政
府
の
'態
度
の
批
判
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
1

問
題
や
森
戸
窜
件
の 

批
判
な
ど
は
、
，今
0
あ
ら
た
め
て
評
価
さ
れ
る
、、へ
.き
問
題
で
あ
る
が
、
' こ
の
ょ 

ぅ
な
デ

モ
ク

ラ

シ
i

の
運
動
の
：も
り
上
る
な
か
：で
、:

麻
生
久
は
、
、r

方
に
お
い 

て
雑
誌「

解
放
>

0
編
集
を
逋
じ
て
、'
堺
利
彦
や
山
川
均
、
大
山
都
夫
な
ど
の 

社
会
、王

義

者

と

歡

と

と

も

に

、
‘.，の
ち
に
日
本
の
社
会
主
義
運
動
に
指
導 

的
な
役
割
を
果
し
た
多
く
の
人
々
.を
翡
出
せ
し
め
た
東
太
の
新
人
会
を
応
援
し 

た
o
新
人
会
は
、
そ
：の
綱
領
と
し
で
、
\

.

へ

.■:
'

■

ノ
 

1

、
吾
徒
は
世
界
の
文
化
的
太
勢
、
人
類
解
放
の
新
気
運
.に
協
調
し
こ
れ
が
嗰 

進

に

努

む

.

：
：

：

■.

.

.
1
、

吾
徒
は
現
代
日
本
の
在
当
な
る
改
i

動
に
従
ぅ
'

.

の
ニ
力
.
条
を
か
.が
げ
、.
波
多
野
鼎
、；
蜜

克

麿

、
平
貞
蔵
、
新
明
正
道
、
三
輪 

寿

壮

、
：嘉

治

隆

I
、

秫

要

、_

山
政
道
、
石
浜
知
行
、
住
谷
悦
治
、
風
早
八
十 

1

一
等
が
初
期
の
会
員
で
お
フ
た
。
長
い
間
、
1

特
権
階
級
の
附 

属
物
で
あ
っ
た
東
京
帝
国
大
学
に
新
申 

1
の
0
体
が
.で
き
た
こ
と
は
、
世
間
に 

大
き
な
衝
動
を
あ
だ
え
た
。
^

識
階
級
'の
間
に
、
：こ
ぅ
し
て
民
主
主
義
、
社
会 

主

義

に

ょ

.る
新
思
想
の
迤
動
が
澎
湃
と
し
て
お
こ
り
つ
づ
あ
？
た
頃
、
労
働
駔 

合
も
ま

た
大
戦
中

の
.好

景

気

の

波

に

の

：
っ
て
続
々
.
と

し

で
罾
胄
さ
.れ
、

' 大

正

九 

年
か
ら
十
年
に
か
け
：

H

は

、
：ハ
労
働
組
合
運
動
は

i

改
良
主
義
を
脱
し
て
社
会 

主
義
に
支
配
さ
れ
る
に
至
へ
っ
た
。：

か
く
し
て
大
正
八
年
、
：友
愛
会
は
、
そ
の
組 

織
上
一
.
1
1っ
：
の

改

革

を

断

行

し

.た
0

す
な
わ
ち
'

へ
■ -.

■

十

.

:

.

，一
、
従
来
の 

一

.
漸
次
、
1

別

：、
産

業

別

の

全

国

組

合

に



..
整
理
再
組
織
す
る
，こ
と
、
新
し
く
鉱
山
部
を
設
け
る
。 

.

一r

友
愛
4

S

名
称
を
大
日
本
労
働
総
同
盟
友
愛
会(

犬
R

本
の
大
ば
、
つ
ぎ
.

の
大
正
九
年
度
の
大
会
で
、帝
国
主
義
の
臭
い
が
す
る
と
い
ぅ
の
：で
撤
去
し
、

翌
十
$

愛
会
を
も
削
除
し
た
。)

：
：

.

三
、
会
長
の
独
t

を
廃
止
し
て
理
事
の
会
議
制
と
し
、
理
事
の
選
出
の
基
準
：

. 

を
定
め
た
こ
と
。

：

日
本
に
お
け
る
最
初
の
労
働
組
合
の
単
1

組
織
ど
し
て
の
総
同
盟
は
、
そ
の 

.
後
大
IE

十
四
年
の
分
裂
に
い
た
る
ま
で
、
労
働
組
合
運
動
の
中
核
的
な
組
織
と 

し
て
、
八
時
間
、労
働
制
、
男
女
同
ー
労
働
同」
賃
金
、.
普
通
選
察
権
な
ど
を要

.. 

浓
し
つ
づ
け
た
0

そ
の
間
麻
坐<

は
、
棚
橋
等
と
と
も
に
、
鉱
山
労
働
運
動
、

. 

ど
く
に
日
立
鉱
山
お
ょ
び
足
尾
に
お
け
る
坑
夫
た
ち
の
蓮
動
を
指
導
し
、
今
迄 

か
え
り
み
ら
れ
な
か
，っ：

た
鉱
山
労
働
者
の
運
動
に
画
期
的
な
業
績
を
ぅ
ち
た
て 

た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
鉱
山
労
働
'運
動
に
い
か
に
熱
烈
な
関
心
を
い
だ
き
、
ま
' 

た
こ
れ
に
没
頭
し
た
か
は
、.
本
書
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
遺
稿
鉱
山
運
動
小
史
‘

に
明
ら
か
で
あ
る(

ニ 

ニ

丄

：
一
三
三

)

。

し
か
し
な
が
ら
、
階
級
傲
調
主
義
を
か
な
ぐ
り
すV

戦
闘
的
な
労
働
組
合
'と 

し
て
脱
皮
し
た
日
本
労
働
総
同
盟
は
、
.ロ
シ
.ア
革
命
の
影
響
や
米
騒
動
な
ど
の 

階
級
闘
争
の
熾
烈
化
、
未
曽
有
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
嵐
.(

も
っ
と
も
は
げ
し
か
っ 

た
大
IE

十
年
、
組
合
数
は
三
〇
〇
、
ス
ト
ラ
ィ
キ
件
数
は
ニ
四
六
、
参
加
人
員
:

は
五
八
、
ニ 
ニ
五
人
に
達
し
た…

…

末
弘
厳
太
郎「

日
本
労
働
運
動
史」

に
ょ 

る)

の
な
か
に
.、
未

だ

?̂
®

た
る
畠
^
を
か
た
め
る
余
裕
も
な
い
ま
ま
に
次
縛 

に
苹
命
的
思
想
の
激
浪
に
大
き
く
揺
り
動
か
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
へ
す
な
.わ
ち
大

正
十
年
か
ら
十
：一 .

年
に
か
'け
：.て
、へ:

い

わ

ゆ

る

.ア

ナ
•
ボ
ル
論
争
と
呼
ば
れ
た
ア 

_

ナ

ー

キズ
ム
の
直
接
行
動
論(

大
杉
泶)

と

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
す
る
共
産 

主
義
者
パ
堺
利
彦：

ri
l

川
均
、
荒
畑
寒
村
：

5

と
の
理
論
的
対
立
で
あ
っ
て
、
こ 

の
結
果
ば
、
労
働
蓮
動
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
、
分
裂
的
傾
向
を
促
進
し

た
。 

パ

-;
.
:
'
'

し
か
.も
大
正
4

ー
年
六
月
:0
共
産
党
員
の
ー
.斉

讓

と

、
そ
れ
に
つ
づ
く
関 

東
大
震
災
後
の
無
政
府
主
義
者
お
よ
び
革
命
的
労
働
者
の
虐
殺
に
よ
っ
て
、
労 

働
組
合
蓮
動
に
お
け
る
左
翼
勢
力
は
调
落
し
、
そ
れ
以
後
、
総
同
盟
内
部
に
は 

右
翼
的
勢
力
が
抬
頭
し
、
日
本
の
労
働
運
動
は
、
次
第
.に
分
裂
的
傾
向
を
た
ど 

.
る
よ
ぅ
に
な
っ
.た
^

す
な
わ
.ち
大
正
十
三
年
頃
か
ら
社
会
改
良
主
務
的
労
働
組 

合
主
義
の
上
に
'立
：つ
松
岡
駒
吉
、
商
尾
末
広
、
赤
松
克
麿
の
勢
力
が
主
流
を
な 

し
、
渡
辺
政
之
軸
、
■山
本
懸
蔵
、
：杉
浦
啓
一
等
の
共
産
主
義
者
が
対
立
す
る
よ 

ぅ
に
な
り
、
翌
十
四
年
左
右
両
派
の
対
立
抗
争
は
そ
.の
頂
点
に
達
し
、
つ
い
に 

労
働
総
同
盟
全
国
大
会
に
お
い
.て
、

三
五
組

，合
、
組
合
員
一
三
、〇
〇
〇
名
を 

有
す
る
総
同
盟
と
、
よ
り
左
翼
的
な
、
‘主
と
し
て
共
産
主
義
の
影
響
の
も
と
に 

結
成
さ
れ
た
日
本
勞
働
組
合
評
議
会
.は

、

一
一
一
一

£

今

組

合

員

一

ー

ー

、
〇

〇

〇 

名
b
擁
し

て

労

働

戦

線

は

一

一

.つ
に
分
裂
し
た
。

,

'
こ
の
間
、、
麻
生
久
は
単
：一
無
産
政
党
結
成
の
た
め
に
努
力
し
て
い
た
。
し
か 

し
左
翼
と
の
統I

を
あ
ぐ
ま
で
拒
否
し
た
総
同
盟
派
は
、
評
議
会
の
指
導
下
に 

あ
っ
た
日
本
農
民
組
合
の
加
入
を
理
由
と
しV

、

折
角
成
立
し
た
労
働
農
民
党 

.
を
脱
退
し
分
裂
さ
せ
た
。
労
働
農
民
党
を
脱
退
し
た
総
同
盟
派
は
、
大
正
十
四 

年
十
一

5
.一
◦
日

、

共
産
主
義
に
反
対
す
る
社
会
民
主
主
義
政
党
と
し
て
の
社

会
民
#
:

の̂
結
成
準
備
を
急
い
で
い
た
が
、
こ
.の
と
含
麻
生
は
突
如
日
本
労
農 

党
を
結
成
し
て
総
同
盟
派
を
お
ど
ろ
か
し
た
。
け
だ
し
農
民
の
力
を
無
視
し
て 

め
成
_

は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
知
つ
た
彼
は
、
全
_
の
農
民
組 

織
と
し
て
の
日
本
農
民
組
合
を
.、
^

®

i

議
会
の
も
と
か
ら
ひ
ぎ
は
な
そ 

ぅ
と
し
た
の
で
^

ぅ
た
。_

.

か
く
し
て
単T

無
産
政
党
の
夢
は
こ
.こ
に
破
れ
、
舞
働
農
民
党
、
社
会
民
衆 

党
そ
し
て
日
本
労
農
党
の
.
三
政
党
が
、.
&

派
、
右
派
そ
し
て
中
間
派
と
し
て
そ 

れ
ぞ
れ
鼎
立
の
遠
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
麻
生
..は
左
右
両
者
の
狹
搫
に
あ
わ 

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
じ
か
し
労
働
組
合
蓮
動
に
お
け
る
中
間
的
立
場
は
結
局 

日
和
見
主
義
に
通
ず
る
。
や
が
て
三
.

一
五
事
#.

お
ょ
び
四
.
一
六
樂
件
に
み 

ら
れ
た
共
産
党
員
も
し
く
は
そ
の
同
調
者
の一

奔

擊

は

、•
左
翼
勢
力
を
い
ち 

じ
る
し
く
弱
め
る
と
と
も
に
、
日
本
共
産
党
は
ま
，つ.
た
く
地
下
に

も

ぐ

つ
.た
。
' 

そ
し
て
潞
州
事
変
以
後
、
労
働
運
動
も
压
倒
的
に
右
翼
社
会
民
主
主
義
者
の
力 

.
が
強
く
ぬ
り
、
そ
れ
は
つ
い
に
昭
和
七
年
の
社
会
大
#
%
の
成
立
に
至
づ
て
ま 

す
ま
す
明
白
と
な
つ
た
。
，本
書
の
著
者
は
、
社
会
大
t

兄
の
結
成
を
も
ら
て
、
 

国
家
主
義
的
右
翼
の
結
成
で
あ
る
ど
す
名
批
判
を
根
拠
な
き
も
の
と
し
て
否
定 

し
、
'「

封
建
的
瞥
察
政
治
の
弾
圧
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
も
劣
ら
ぬ
日
本
の
軍
国
ま 

義
の
憲
兵
政
治
の
狃
暴
な
る
弾
压
の
下
に
、
な
お
公
然
と
支
配
権
力
に
向
つ
て 

i

さ
れ
た
こ
の
期
に
お
け
る
?±
#

主
義
の
_

#

は
、
単
な
る
教
条
的
理
論
や 

実
践
の
外
な
る
第
三
者
的
批
判
に
ょ
つ
て
片
付
け
る
に
は
、
' 
余
り
に
も
多
く
の 

重
要
な
実
際
的
諸
問
題
を
含
ん
で
い
る」

と
のY

て
い
る(

四
五
ニ
頁)

。
あ
る 

.

い
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
社
会
大
^

^

は
、
麻
生

<

の
指
導
の
も
と
に
天
皇
制
軍
国
主
義
と
結
び
つ
い
た
の
か
。
こ
こ
に
右
翼
社 

会
民
主
主
義
者
の
反
動
的
性
格
が
：ひ
そ
ん
で
い
る
。
著
者
は1

K

ぅ
。「

麻
生
は
根 

本
に
お
い
て
は
、
日
本
の
革
命
は
軍
部
勢
力
と
無
産
階
級
と
の
結
び
つ
き
、
天 

皇
勢
力
と
庶
民
勢
力
と
.の
結
合
で
行
わ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
従

？
て
、
そ
れ 

.
に
：は

軍

部

と

結

ぶ

“
：S
.を
考
え
、
.後
に
は
近
衛
文
麿
と
結
ぶ
こ
と
を
考
え
た
。

麻
生
の
胸
に
描
.い
た
日
本
新
と
は
、
明
治
維
新
の
革
命
の
現
代
版
で
あ
っ 

た」
(

四
五
七
頁

)

.
と
。
だ
於
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
矛
盾
し
た
説
明
に
満
足
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い

.0
む
し
ろ
日
本
の
社
会
民
主
主
義
の
性
格
的
な
弱
さC

従
っ
て
'
 

社
会
民
主
主
義
一
般
の
！)

の
証
左
を
み
る
の
み
で
あ
る

。

.

大
正
の
初
期
、
ト
ル
ス
'ト
ィ
や
ッ
ル
ゲ
ネ

フ

の
思
想
に
み
ち
び
か
れ
つ
つ
無 

産
階
級
運
動
に
没
頭
し
た
若
き
日
の
麻
生
久
の
眼
に
は
、
天
皇
や
軍
部
は
少
な 

く
と
も
階
級
支
配
の
た
め
の
機
関
と
し
て
し
か
映
じ
な
い
：は
ず
で
あ
っ
た
。
そ 

れ
が
昭
和
九
年
代
、
日
本
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
侵
略
の
急
先
鋒
ど
な
っ
た
頃
に
は
、
 

「

日
本
の
国
情
.に
お
い
て
は
資
本
主
義
打
倒
の
社
会
改
革
に
お
い
て
、

軍
隊
 ̂

無
産
階
級
.の
合
理
的
結
合
を
必
然
的
な
ら
し
み
て
い
る」

と
書
き
、
.

「

フ
ァ
ッ
シ 

ョ
ま
が
い
の
統
一
的
な
服
装
を
つ
け
た
中
央
青
年
隊
の
結
成
を
お
こ
な
っ
た」 

社
会
フ
.ァ
シ
ス
ト
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。へ：：デ
チ
ズ
：ム
：に
感
激
1

た
彼
は
、
 

日
華
戦
争
一
周
年
の
.昭
和
土I

一
年
七
月
七
日
に
は
、
中
央
青
年
隊
の
行
進
を
お 

こ
な
づ
て
^

^

内
83

を
激
励
し
、
_

の
新
体
制
の
な
か
に
自
分
の
夢
を
托
し 

た
0'
そ
れ
ば
が
：り
が
、'.
昭

四

年

に

は

彼

は

、
超
i

主
義
的
右
翼
®

体
で
_
 

あ
る
中
野
正
剛
の
東
方
会
と
社
会
太
密
访
と
の
合
同
問
題
を
提
案
し
て
い
る
。
 

こ
れ
は
失
敗
に
帰
し
た
け
れ
ど
も
、

要
す
る
に
こ.

こ
に
あ
る
も
の
は
た

だ

、



「

理論
なき
虚無
主義
者ち
麻生

《

の姿で
整た。
-

.

へ

'

；

;

.
* 

* 

■ * 

. 

* 

- 

! 

• 

■
:

'

,

:本
軎
は
、
日
本
社
意
王

主

議

動
.の
指
導
的
な
-

と
^

T

:
大
正
か
^

M 

'昭
和
に
办
け
て
活
躍
し
、
敗
奇
な
生
涯
卺
迎
ャ
た
麻
生
久
：の
き
.わ
め
で
包
_

:'
.
.

'

な
伝
記
％
あ
る
0
:資

料

的

な

面

：で

、

弗

常

に

重

要

な

%;
の

と

な

が

乂

し

、
：：
ま

た 

.

拉
い
て
、
へ
つ
と
め
て
^

^

を
保
持
す
ベ
ふ
力
'し
て

い

る
点
^

敬
意 

:

を
表
す
る
。
'し
か
し
な
が
ら
い
奮
の

1
大
.欠
点
は
、
.過

去

'の

社

貪

主

主

義
 

.

運
0

の
'失

敗

と

錯

誤

を
^

に
.反

省

す

る.こ
■と

な

く

、
；
.
.：.と
.%'
す

れ

ば

：
こ

^
.
を

疋
 

当
视
し
美
化
し
よ
ぅ
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
.と

で

あ

る

。
：：
本

書

は

河

.の

た
;,

■

め
に
書
か
れ
た
の
ヤ
あ
ろ
ぅ
か
。
^
し
た
ん
な
る
追
憶
の
た
め
で
あ
る
と
す
れ 

ば
、
そ
れ
で
も
よ)

い
か
も
し
れ
な
.い
。'.
し
か
し
-1

階
級
政
党
か
国
民
政
党
か」

.
'. 

と
い
ぅ
議
論
が
喧
し
く
叫
ば
.れ
る
.今
日
、
ご
の
書
が
現
わ
れ
た
意
義
は
、

一
個 

人
の
位
記
と
し
て
よ
り
以
上
に
、
日
本
社
会
党
の
将
来
の
あ
り
方
に
た
.い
し
て
、
 

か
：つ
て
の
社
会
大
t

^

:の
蓮
命
が
：j7K
唆
す
る
.と
こ

ろ

の
も
の
を
、.
深
刻
に
検
討
. 

し
、_

反
省
す
る
.と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
5

か
。
_

に
ー
ギ
っ
て
、

_

 

者
は
、
本
醫
が
、
い
ま
は
'日
本
社
会
党
の
幹
部
で
、
戦
前
か
ら
の
無
産
階
級
運 

動
の
関
士
.で
あ
っ
た
方
々
に
よ
っ
，て
.書
か
れ
、
帝
国
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
闘 

っ
た
尊
い
経
|t

を
も
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
.れ
な
が
ら
、
本 

書
に
分
祈
的
な
批
判
と
反
省
の
精
神
が
あ
ま
り
に
も
稀
薄
で
あ
る
こ
.
と
を
^.
■
 

し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
点
を
別
と
す
れ
ば
、
:,
本
書
が
白
本
社
会
蓮 

if

の.一

断
面
を
描
い
た
ユ
ニ 

'丨
ク
な
労
作
で
あ
る
'
こ
と
.は
运
ぅ
ま
で
も
な
い
0 

(

麻
生
久
伝
刊
行
委
員
会
、
：定
価
千
丙〕

：

.

\(

飯
0

.

鼎)

.

ハ
ン
ス
、
ヴ
ィ
ル
グ
ラ

1

著
，
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' 

'
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学
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抵
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マ

^
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^
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マ
ル
サ
ス
の「

人
口
論」

に
つ
い
て
は
、
実
に
多
く
の
'
こ
：と
が
語
ら
れ
て
き 

.

だ
の
：に
.、
そ

の「

経
済
学
原
理」

は
、
人
ロ
論
'0

压
篇
な
影
響
め
か
げ
に
か 

く

れ

て

、
：ぼ
：
と

ん

、ど

.か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
？
、た
。
词
じ
著
者
の
手
.に 

な

る

重

要

：な

 

一
S

が

、

か
く
も
異
か
っ
た
#
®
を
受
け
た
こ

と

は
^
#'
な
対
称 

:
を
：な

す

が

、
.>
.」

の
長
い
癌
却
の
淵
か
ら
：：「

原
理
_
1
を
救
い
上
げ
た
も
の
が
、
マ 

ル」

ク
ス
と
ケ
イ
X

X

で
あ
っ
た

と

い

ぅ

こ

と

は
、
：.
|
層
興
1

い
亊
実
で
ぁ 

.る 
0 

:

.

'..
.

.'

も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
：ス
は
ハ
マ
ル
サ
ス
の
地
主
的
、.
弁

護

論

的

、
.
反

動

的

籍
 

を
攻
撃
し
、
そ
の
皮
相
的
な
、'.
非
幹
学
的
な
方
法
論
、
流
通
主
義
、
資
本
と
商

. 

品
の
混
同
な
ど
を
非
難
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
マ
ル
サ
ス
の「

あ
る
程
度
の
理 

論
的
せ
ん
さ
く
心

」

を
認
め
、
剰
金
価
値
説
と
に
お
け
る
支
配
労
働
価 

値
説
の
積
極
面
を
見
出
し
、
‘一

般
的
過
剰
生
產
の
可
能
性
を
強
調
し
て「

ブ
ル 

ジ
3 

.ア
的
生
産
の
諸
矛
盾
を
暴
露
す
る
こ
と
に
関
心
を
も
っ
た」

貞
を
疋
当
に 

.

評
価
し
て
い
るc「

剰
余
価
値
学
説
史J

第
一
一
一
卷
参
照
：
}
。

こ
れ
に
対
し
て
ケ

イ

ン
ズ
は
、
マ
ル
サ
ス
を
，「

ケ
ン
：•フ
リ

ッ
ジ

学
派
経
済
学
. 

者
の
最
初
の
人」

と
し
、「

も
し
も
リ
カ
ー
ド
ゥ
の
代
り
に
、

マ
ル
サ
ス
が
一
。
 

九
世
紀
の
経
资
子
の
源
流
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
今
日
世
界
は
ど

れ

ほ

ど

ょ

り

賢
 

明
な
、
ょ
り
當
め
る
場
所
と
な
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か

！J

と

«

,

の
ー
胃 

葉
を
赠
っ
て
い
る(「

伝
記
小
論
集」

参
照
.

)

。
彼
は
方
法
論
に
お
い
て
も
、
有 

効
需
要
論
に
お
い
て
も
、
マ
ル
サ
ス
と
似
.た
も
の
を
も
ち
、
マ
ル
サ
ス
を
自
説 

の

先
駆
者
と
信
じ
て
い
た
。
両
者
の
相
似
は
、
単
な
る
偶
然
で
.は
な
く
、
両
説 

の

生
れ
た
社
会
的
状
況
、.
両
者
の
階
級
関
係
の
相
関
性
な
ど
を
考
え
■る
時
、
興 

味
あ
る
問
題
と
な
ろ
う
。

*

 

*
 

*
 

ホ

こ
こ
に
紹
介
す
る
ヴ
ィ
ル
グ
ラ
ー
の
著
作
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ケ
イ
ン
ズ
双
方 

の
説
を
枇
判
し
、
マ
ル
サ
ス
経
済
理
論
の
研
究
に
独
自
の
見
解
を
.示
そ
う
と
す 

る
も
の
で
、
次
ぎ
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
.0-

- 

'

第
一
部
社
会
経
済
学
に
お
け
る
古
典
の
概
念
'

.

.

1

.

1
学
史
の
一
般
問
題
の
，考

察
'-
;

-'
.

.

.

.

2

古
典
の
概
念
の
起
原
V

/

.

.

3
古
典
時
代
の
現
代
的
把
握
-
,
■

,'
.

.

-
ぐ4

古
典
派
、
古
典
派
体
^

に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
.の

;

'

第
二
部
古
典
派
体
系
の
湛
礎
に
対
す
る
，マ
ル
サ
ス
：

Q
.

説

I

.

缠

理

論

、

■
-

;

,
ち
.
M

、

f

 のi

■.
,
.

ん
.
6 

財
：の

撄

形

成
.
':;
'

'

:

. ニ
”

ヴ

:

書

評
^:
'

び
紹
'
.介
/ \

:

7

価
格
淡
定
：

.
⑴

.需

要

の

強

さ
..
.

⑵

生
産
費
の
役
割 

.

8

生

産

要

素

の

；麗

形

成
-,

.

,

.

i

:

"ゼ
.
1
:法
則
^

!

*
 
..，
：

9

セ
ー
の.
〃
販
路
法
則
"

.

1 0

■
."
セ

_

法
則

"
■
の

解

釈

■
■
■

(1
)

:

ー：般
均
衡
傾
向
の
主
張
と
し
て
の
〃
セ
ー
法
則
“

⑵

貯
蓄
I

投
資
均
衡
の
：主
張
と
し
て
の
、
セ
ー
法
則
"

■
⑶

経
済
発
展
の
ヴ
ィ

.
ジ
ョ
ン
の
表
現
と
し
て
の
;/

セ
ー
法
則
〃

.

'

11
"

配
^

に
対
す
る
ヤ
ル
サ
ス
の
批
判
.

I
 

.批
判
的
見
解
の
結
合
ど
評
価
'
.
:

12
.

価
値
と
富
の
定
義
に
'
つ
い
.て

.

ノ 

〒

.
富
の
増
大
：
.
.
'

^

 

.

,

第
三
'
部
学
史
に
耔
け
る

t

ル
：サ
ス
の
位
置

:

:14

入
.
マ.
ル
サ
ス
の
位
置
:0

変
遷
' 

一
：

.
パ 

.

ゾ

:'
15
.マ
：
ル
，
サ

ス

：
の

経

済

理

論

の

特

色

-'
:'「

:
、

.

'
.

著
者
は
'

f

マ
ル
サ
.ス
の
経
^

^
論
1-
の
研
毙
に
お
い
て
、
，彼
を
古
典
学
派
の 

:

批
判
者
>
:新
し
い
理
論
体
系
の
創
造
者
と
考
え
、
そ
の
.た

め

に

真

魔

系

の 

'

基

礎

、
：
特

に

，
々

セ

ー

法

則

"

の

連

解

を

求

：め

る
,°
:

,

.

v

s

.一.部
】
：；： ’

真

議

；に
.々
い
て
は
今
日
次
ぎ
の
四
つ
の
主
要
な
解
釈
が
あ 

.

.る
。
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