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新

刊

紹

介

'
 

.

>

田
中
敏
弘
著 

『

マ
ン
デ
：ヴ

ィ

ル

の

社

会
.
経

済
.
’

 

思

想——

イ
ギ
リ
ス一

八
世
紀
初
期
社 

:
会
•
経
済
思
想
I

』
，

：

わ
が
国
に
お
け
る
バ
|

,

ナ
|
ド
.

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル 

に
か
ん
す
る
研
究
は
、
河
上
肇
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め 

ら
れ
’

上
田
辰
之
助
教
授
に
よ
る
本
格
的

i
l
l

が
あ 

ら
わ
れ
た
こ
と
に
.

よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
く 

し
は

か
っ
て
、
戦
時
中
、
ひ
そ
か
に
河
上
氏
の
著
作 

を
よ

み
、
そ
の

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル

に
つ
い
て
の
先
駆
的 

研
究
に
，

マ
ル
ク
ス

主
義
者
と
し
て
以
上
に
、
経
済 

思
想
史
家
と
し
て
の
氏
に
深
い
尊
敬
の
念
を
お
ぼ
え 

た
も
の
で
あ
づ
た
，
ま
た
上
田
教
授
の
労
作
は
'.
戦 

後
の
混
乱
期
に
お
い
て
，
そ
の
含
蓄
に
と
む
文
章
と 

軽
快
な
筆
致
は
、
読
む
者
を
最
後
ま
で
ひ
き
っ
け
て 

や
ま
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

.

こ
ぅ
し
た

業
辕
の
上
に 

立
っ
て
、
こ
の
度
、
田
中
氏
に
よ
っ
て
、
.マ
ン
デ
ヴ 

イ
ル
に
が
ん
す
る
本
格
的
研
究
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ 

と
は
喜
ば
し
い
。

.

つ
ぎ
の
よ
う
な
內
容
か
ら
成
っ
て
い
る
ノ

.

第
一
章
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
生
涯
と
思
想
の
形
成 

第
一
一
章
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
人
間
と
社
会 

第

三

章

マ

'ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
バ
ー
ク
リ
ー 

第

四

章

マ

ン

デ

ヴ
ィ
ル
と
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ

I
 

第

五

節
.

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
.ハ
チ
ス
ン 

第

六

節

マ

ン

デ

ヴ

ィ

ル

と

ア
ダ
ム
.

ス
ミ
ス 

欺
七
節
.

.

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
.の
経
済
思
想 

第

八

節

マ

.ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
ア
ダ
ム

•

ス
ミ
ス 

第
九
節
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
ヶ
イ
ン
ズ 

'
補

論

研

究

史

の

概

観
 

普
通
に
.
マ
.
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
い
え
ば
、
例
の
有
名
な 

「
蜜
蜂
の
寓
話

——

私
惡
即
ち
公
益」

と
い
う
奇
妙 

な
題
目
を
も
つ
書
物
に
よ
っ
■

て
知
ら
れ
、
ア
ダ
ム

.

ス
ミ
ス
の

思
想
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
，
 

と
い
う
こ
と
が

一
般
に
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の 

研
究
書
を
よ
む
と
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
ス
ミ
ス
へ
の 

影
響
は
、
そ
の
よ
う
な
無
媒
介
的
な
直
線
的
な
も
の 

で
は
な
く
、
実
に
複
雑
な
経
過
を
経
た
も
の
で

あ 

り
、
.多
く
の
屈
折
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ 

ち
、
著
者
は
.

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
マ
ン
デ
ヴ
ィ 

ル
が
、

ス
ミ
ス
の

思
想
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
こ 

と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一

三

四

(

七
九
八

)

.
と
く
に
ス
ミ
ス
の

経
済
的
自
由
主
義
思
想
へ
の
影
響 

は
、
著
る
し
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
よ
り
批
判
さ
れ
た
シ
ャ
フ
ッ
べ
リ 

の
倫
理
思
想
は
、

ス
ミ
ス
の
師
ハ
チ
ソ
ン
に
よ
り
継 

承
.
発
展
せ
し
め
ら
れ
、

ス
ミ
ス
の
思
想
形
成
に
か 

な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、

ス
ミ
ス
の
倫
理
学 

が
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
"
ハ
チ
ス
ン
の
流
れ
を
く
む

「

道 

徳
感
学
派」

に
属
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ 

る
。…

…

な
ぜ
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
が
倫
理
学
者
で
あ 

り
、
か
つ
そ
れ
に
留
ま
っ
た
に
対
し
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ 

ル

が

た

ん

な

る

倫

理

学

者

で

な

く

、

経

済

® '
？'
め

と 

.

し
て
広
い
意
味
に
お
い
て
、

ス
ミ
ス
の
先
駆
者
た 

り
え
た
か
と
い
ぅ
問
題
で
あ
る」

(

一
〇
九

—
I

一
 

〇
頁)

。
こ
こ
に
す
で
に
問
題
は
つ
く
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
が
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
ス
ミ
ス
へ
の
影
響 

は
、
た
ん
に

経
済
的
自
由
主
義

=

自
*
放
任
主
義
と 

い
ぅ
思
想
的
侧
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
®

の
ち
に
、
 

ス
ミ
ス
の「

国
富
論
草
稿」

に
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て 

「

国
富
論」

の
冒
頭
に
お
け
る「

分
業
論」

に
あ
ら 

わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ミ
ス
は
、
ピ
ン
の
マ 

ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、

マ
ン 

デ
ヴ
ィ
ル
の
場
合
は
時
計
製
造
業
で
あ
る
。

ス
ミ
ス 

が
、

マ
ン
テ
ヴ
ィ
ル
■か
ら
い
か
に
多
く
の
影
響
を
う

け
て
^>

る
力
を
わ
れ
わ
れ
は
本
書
か
ら
学
ぶ
こ
と 

が
で
き
る
。
著
者
は
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
ス
ミ
ス
と 

の
関
係
を
、
た
ん
に
、
経
济
思
想
の
面
か
ら
だ
け
で 

な
く
、
.
シ
ャ
フ
ッ
べ
リ
と
ハ
チ
ソ
ン
を
媒
介
と
す
る 

苗
学
的
側
而
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
充
分
な
注
意
を 

払
っ
て
い
る
点
、
著
考
の
ひ
ろ
く
且
つ
深
い
学
殖
を 

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
経
济
学
史
お
よ
び
思
想 

史
の
研
究
^

の
必
読
書
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(

1

)

河

上

蕺「

経
済
学
大
綱」

(

改
造
社
、

経
済 

学
全
•

第
一
巻)

。

(

2

)

上
田
辰
之
助

r

蜜
蜂
の
洵
話
|

自
|1
1

主
義 

経
済
の
根
底
に
あ
る
も
の一

I

』

召
®

一
六
5

.

(

有
#
開
•

四
一
年
四
月
刊
• 

A

5
 •

三
o

四

頁

•

一
六
〇
〇
5

:)

.

.
丨

飯

田

鼎

丨

原

覚

天

編
 

•

『

経
済
援
助
の
研
究』

最
近
経
済
援
助
の
問
題
が
ふ
た
た
び
多
く
の
関
心 

を
も
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ

> 

新
し
い
角
度
か
ら
觅
莳 

そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る 

r

-T
I

r

介

反
劣
，
新
展
開
の
要
請
を
も
た
ら
し
た
耍
因
に
は
、
 

種
々
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
主
要
な
も
の 

は
、
第

一

回
国
連
贸
易
開
発
会
議
に
お
け
る
従
来
の

「

贸
易
よ
り
も
禮
助
を

」

に
と
っ
て
か
わ
る

「

援
助 

よ
り
も
贸
易
を

」

の
主
張
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う 

に
思
わ
れ
る
*

•

す
な
わ
ち
、一

九
五
◦

年
代
に
お
け
る
援
助
•資
本 

巾
心
の
ァ
プ
口
ー
チ
の
仕
方
が
、
十
分
な
る
低
開
発 

国
の
発
展
成
果
を
生
ま
ず
、

援
助
理
念
•
接
助
効 

來

，
援
助
法
に
関
す
る
洱
検
討
が
耍
請
さ
れ
て
い 

る
と
と
も
に
、
.従
来
の
低
開
発
国
に
対
す
る
外
国
援 

助
の
増
大
が
そ
0'

対
外
債
務
の
累
稹
を
招
き
、
多
く 

の
低
開
発
国
に
お
い
て
対
外
支
払
能
力
が
い
ち
じ
る 

し
い
恶
化
傾
向
を
示
し
た
事
奭
に
対
す
る
反
番
と
し 

て
.

贫
易
と
資
金
授
助
と
を
有
機
的
に
結
び
つ
.け
る 

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
外
貨
ギ
ャ

ッ
プ
を
解
消
し
よ
う 

と
す
る
い
わ
ゆ
る「

質
易
拡
大
の
た
め
の
援
助」

と 

い
う
考
え
の
発
展
を
示
す
も
の
^

-

あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
‘
援
助
理
念
•
目
的
に
関
し
て
は
、
援
助 

そ
の
も
.の
を
国
家
利
益
と
国
際
協
調
の
い
ず
れ
に
結 

び
つ
け
て
考
え
る
ベ

.き
か
、
援
助
は
経
済
的
論
理

• 

合
理
性
の
追
求
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
て
む
し
ろ 

別
個
の
避
準
に
よ
つ
.て
考
虛
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の

.

か
、
ま
た
援
助
効
果
に
問
し
て
は
、
も
っ
と
効
率
的 

な
資
金
配
分
を
考
虛
し
、
い
わ
ゆ
る
資
本
吸
収
能
力 

な
い
し
僙
務
返
済
能
力
等
の
つ
っ
込
ん
だ
研
究
が
行 

な
わ
れ
、
さ
ら
に
、
多
数
国
の
経
済
成
長
モ
デ
ル
を 

用
^
'

て
_
1
_
-
:

,̂
>1

的
に
援
助
効
*
を
確
定
し
よ
う
と
す
る 

研
究
等
が
生
ま
れ
て
い
る
。

.

こ
の
よ
う
な

援
助
問
題
に
対
す
る
新
展
開
を
背
贵 

と
し
つ
つ
、
本
書
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
昭
和 

三
九
年
度
の
調
査
研
究
計
画
の
一
環
と
し
て
、
原
覚 

.

.天
教
授
を
中
心
に
、
十
八
名
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共 

同
研
究
の
成
聚
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中 

心
的
な
.
目
的
は
、

「

従
来
先
進
諸
国
に
よ
っ
て
行
な 

わ
れ
て
き
た
経
済
援
助
が
、
供
与
国
お
よ
び
被
供
与 

.

国
そ
れ
ぞ
れ
に
い
.

か
な
る
影
響

効
來
を
も
た
ら
し
た 

か
と
い
う
こ
と
の

検
討
と
、
今
後
に
お
け
る
経
済
援 

助
の
政
策
決
定
に
あ
た
っ
て
規
模
.
速
度
な
ら
び
に 

そ
の
性
格
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ 

と
の
研
究
に
あ
る」

(

四
頁)

。

と
く
に
本
褥
で
は
、
先
進
国
側
か
ら
の
資
金
の
流 

れ
の
実
態
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
別
，•
項
目
別
の
资 

金
の
流
動
の
目
的
意
識
を
資
料
的
に
正
確
に
と
ら 

.

え
、
そ
れ
と
と
も
に
、

援
助
効
果
お
よ
び
今
後
に
お 

け
る
援
助
の
拡
大
の
可
能
性
と
そ
の
方
向
に
つ
い
て

ニ

ニ

五

(

七
九
九

)



も
分
析
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
の
構
成
は
、
本
論
に
お
い
て 

は

概

説

と

各

国

別

研

究

.(

ア

メ

リ

力
、：

イ
ギ
.リ 

ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、

ソ
ビ
エ
ト
の
五
力
国

の
経
済
援
助)
よ
り
な
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
若 

^

-

の
#-

外
は
あ
る
が
、

一
、
援
助
の
理
念
と
目
的
な 

い
し
歴
史
的
哿
贤
、
ニ
、
援
助
の
実
施
状
況
、
三
、
 

援
助
効
染
、
四
、
授
助
の
拡
大
の
可
能
性
と
方
向
、

の
四
節
に
分
か
れ
、
き
，ち
ん
.と
体
系
的
に
究
明
が
行 

な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
考
察
対
象
期
間
は
、

一
九 

五
〇
年
以
降
資
料
入
手
が
可
能
な
最
近
ま
で
，.で
あ 

る
。と

く
に
こ
の
う
ち
で
も
、
.
が
•
軍
の
概
説
は
、
最
近 

の
経
济
援
助
の
動
向

.援
助
効
央
分
析
の
方
法
、

主 

纸

な

問

題

点

、

将

来

の

- ^
向

づ

け

に

関

す

る

す

ぐ

れ
 

た
サ
ー
ベ
イ
と
な
っ
て
お
り
、
注
.

E

に
値
す
る
。
こ
, 

れ
を
説
め
ば
、
少
な
く
と
も
援
助
に
関
す
る
主
要
論 

点
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
付
録
の
研
究
参
考
資
料
と
し
て
、
国
際
援 

助
機
関
お
よ
び
各
国
の
援
助
機
関
の
組
織
機
能
と
活 

動
状
況
が
十
二
章

(

ア
メ
リ
カ
、
米
州
開
発
银
行
、

イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
ベ 

ル
ギ
I

、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
I

ク
、

ノ
ル
ゥ

H

 

I

、
国
際
開
発
援
助
機
関
の
概
要
お
ょ
び 

援
助
機
描)

に
わ
た
り
研
究
さ
れ
て
お
り
、
本
論
に 

お
け
る
五
力
国
の
分
析
と
と
も
に
、

貴
重
な
資
料
と 

な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
ょ
ぅ
に
本
-»

は
、
供
与
国
側
.
先
進
国
側
に 

立
ち
、
援
助
の
理
念
.

目
的
、
実
施
状
況
、
そ
の
効 

果

、

そ

の

拡

大

の

方

法

を

各

国

別

，
•
各

機

関

別

に

考 

究
し
た
貴
笛
か
つ
精
カ
的
な
研
究
で
あ
り
、
资
料
的 

に
も
ま
た
我
々
の
考
察
の
出
発
点
.

蓝
礎
と
し
C

、
 

大

い

に

注
.0

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
援
助
問
題
に
関
す
る
つ
0

込
ん
だ
理
念
的 

な
い
し
理
論
的
究
明
に
は
欠
け
て
お
り
、
ま
た
新
し 

V

援

助

方

向

を

示

唆

し

ぅ

る

ま

で

に

尤

い

」
」

っ

て
' 

な
い
。
今
後
の
援
助
問
題
研
究
の
際
の
参
考
資
料
と 

し
て
前
耍
で
あ
る
と
と
も
に
.、
我
々
ま
こ
ぅ
い
っ
た 

地
味
な
取
究
に
も
と
-
つ
い
て
、
新
し
い
展
開
を
求
め 

て

の

|

If
*

の
考
察
を
た
ゆ
ま
ず
す
す
め
て
い
^

1
a

文 

な
ら
な
い
？

あ
る
。

(

て
シ
ア
経
済
研
究
所
.
ア 

ジ
ア
経
济
調
淹
研
究
双
書
.

第
二
一
七
集
.
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『

日
本
労
働
運
動
史』

,
近
年
わ
が
国
の
労
働
運
動
に
関
す
る
研
究
は
徐 

.

々
な
が
ら
進
展
を
示
し
つ
つ
あ
る
。
労
働
運
動
史
研 

究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
野
の
特
殊
性
か
ら
客
親
的 

0

^

と
実
践
的
涵
動
の
間
に
一
線
を
ひ
く
こ
と
が
難 

し
く
、
ま
た
社
会
政
策
論
な
り
労
働
経
済
論
な
り
の 

社
会
科
学
と
し
て
の
体
系
化
の
遅
れ
を
反
映
し
て
、
 

こ
れ
ま
で
学
界
の
共
有
財
産
と
し
て
そ
の
成
來
が
卜 

分
蓄
稹
さ
れ
て
き
た
と
は
決
し
て
い

え
な
い
ょ

ぅ

に

 

わ
れ
る
。

し
か
し
、
：
著
審
も
い
ぅ
通
り
、
今

E
「

好
む
と
好 

ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
靈
動
を
無
視
し
て 

は

3

代
日
本
を
S，
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
，
の 

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
理
論
的
•

歴
史
的
♦
突
証 

的
研
究
の
深
化
が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
卞 

書
は
、
か
か
る

要
請
の
も
と
で
、

明
治
初
期
ょ
り
今 

に
に
'1

た
る
わ
ガ
.
国
の
労
働
^

動
を
著
者
な
り

Q

祝 

角
を
も
っ
て
通
史
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
.本
書
を
ま
と
め
る

に
あ
た
っ
て
四
つ
の 

谢
意
点
を
は
し
が
き
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち

r

広
く
史
料
に
あ
た
る
こ
と
、

0

ま
り
突
証
他
を
も 

っ
た
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
と
、「

運
動
史
を
分
析 

す
る
視
角
を
矩
め
、
そ
の
祝
角
か
ら
運
動
史
を
分
析 

す
る
方
法
を
と
っ
た」

こ
と
が
特
に
著
者
の
力
を
注 

I

だ
点
と
a'

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
_
契
こ
の
点
が 

本
書
の
特
徴
で
あ
り
、
長
所
も
短
所
も
こ
の
点
に
関 

速
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
の
い
う
分
析
視
角
と
は
、「

一
言
で
い
え
ば 

労
使
関
係
の
視
fj

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
日
本
资 

本
主
義
の
発
展
に
対
応
す
る
貨
労
働
の
視
点」

と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の

r

貨
労
働 

の
！

$

生
產
構
造

…
…

と
か
か
わ
ら
せ
て
、
労
働
運
動 

史
を
分
析」

す
る
と
い
う
視
角
に
つ
い
て
は「

そ
の
目
•へ
 

体
的
方
法
は
本
書
の
な
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る」

と 

い
う
の
み
で
、
詳
し
い
規
定
は
行
っ
て
い
な
い
*

こ 

の
点
に
つ
い
て
、
本
書
の
中
で
は
、
貨
労
働
の
創
出 

そ
れ
力
ら
再
生
産
と

_
>

う
r

を
意
識
か
ら
は
ず
れ
ぬ 

よ
う
努
力
し
、
そ
れ
に
関
速
し
て
熟
練
•

不
熟
M

な

. 

ど
労
働
力
の
質
の
展
開
に
も
目
を
む
け
て
い
る
こ
と 

s

し
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
货
労
働
の
洱
生 

産
構
造
と

Q

か
か
わ
り
合
い
と
い
う
こ
と
が
た
え
ず 

意
識
の
中
に
あ
る
と
は
い
い
が
た
く
、
時
ャ
が
す
す 

む
■
に
つ
れ
特
に
戦
後
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
視
.

新

刊

紹

介

点
が
著
し
く
稀
渖
に
な
9

て
い
る
*

そ

れ

故「

貨
労 

働
の
视
角」

が

一

赏
し
て
十
分
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ 

が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
の 

こ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
書
で
は
賃
労
働
の
視
角
と
 

い
う
こ
と 

か
ら
、
.

労
働
運
動
を
社
会

(

主
義)

運

動

一
般
に
解 

消
せ
ぬ
よ
う
努
力
し
、
労
働
運
動
を
独
自
的
に
と
り 

あ
げ
、
そ
れ
を」

つ
の
糸
で
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
。
 

戦
前
の
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
労
働
運
動
が
一
般
に
社 

会

(

主
義)

運

動

の一

分
肢
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の 

を
反
映
し
て
、
研
究
自
体
も
労
働
運
動
プ
ロ
パ
ー
を 

扱
う
.
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
戦
後
こ
.
い
た
っ 

て
、
末
弘
厳
太
郎
氏
の
労
作
が
世
に
出
た
と
は
い
え
、
 

そ
の
後
そ
の
よ
う
な
方
向
が
進
展
す
る
ま
で
に
は
い 

た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
本
書
に
み
ら
れ
る
隅
谷
氏 

の
努
力
は
高
く
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ 

ん

社

会

(

主
義)

.
運
動
と
不
可
分
離
に
す
す
め
ら 

れ
て
き
た
わ
が
国
労
働
運
動
を
そ
れ
と
全
く
切
り
離

. 

し

て

論

じ

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、.
両

者

の

関

連

は 

的
確
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
か
か
わ
る
こ 

と
で
、
わ
が
国
の
労
働
運
動
の
特
徴
の
一
つ
が
、
思 

想
的
に
は
急
進
派
と
稳
他
派
と
い
う
形
で
、

.

ま
た
政 

治
活
動
か
経
済
活
動
か
と
い
う
こ
と
で
も
た
え
ず
両

極

に

対

立

し

て

抗

^

を

く

ゥ

返

し

て

き

た

こ

と
で
あ 

る
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
を
と
ら
え
る

に
も
従
来
よ
く 

み
ら
れ
た
一
方
の
立
場
の
资
料
を
も
っ
ぱ
ら

援
用
す 

る
と
い
う

方
法
で
は
な
く
、.「
広
く
史
料
に
あ
た
る」 

と
い
う
当
初
の
姿
勢
を
贯
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ 

れ
る
。

ほ
か
に
時
期
区
分
も
従
来
の
も
の
と
は
必
ず
し
も 

f

致
し
た
も
の
で
は
な

Y
、

氏
の
苦
労
が
う
か
が
え 

る
が
、
個
々
の
点
で
も
従
来
の
通
説
を
否
定
し
て 

「

冬
の
時
代」

に
お
け
る
労
働
組
合
の
存
在
を
指
摘 

.

し
た
り
、
ま
た
.

ア
ナ
•
ボ
ル
論
争
に
新
し
い
見
解
を 

示
し
た
り
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
に
氏
が
通
説 

で
.

な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
明
治
後
期
の
労
働
運
動 

と
社
会
主
義
運
動
に
お
い
て
メ
ン
バ
ー
や
内
容
が
興 

な
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
の
ご
と
く
、

む
し
ろ
通
説 

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
え
る
点
も
あ
，り
、
ま 

た
小
瑕
瑾
と
は
い
え
、
学
術
書
と
し
て
は
誤
字
誤
植 

も
少
い
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、

い
く
つ
か
の
欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

本
書
の
意
義
は
大
き
く
、
戦
後
世
に
出
た
通
史
と
し 

.
て

は

末

弘

氏

の

著

書

と

共

に

こ

れ

か

ら

最

も

広

く

利 

用
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思 

う
。
本
書
は
そ
れ
に
^
え
う
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い

1
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