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形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺

-
-
そ

の

一、

「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ」

観——

1
. 

.

平
：

.
 

'

井

.
新

マ
ル
ク
シ
ス
ム
は
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
社
会
主
義(der proletarische 

g

o

N
 一&

I

C J
W)

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
つ
て

ロー

レ
ン
ツ
•
フ

ォ

ン

• 

シ
ュ
タ
ィ
ン(

L
o
r
i

 

I
 s

t
e
i
n
)

は
‘そ
の

名

著「

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
と
共
産
主
義」

(Der Socialisnms 

I
 c

o
m
m
l
m
u
s

 des h
?

 

tigen 

Frankreichs. Ein 

Beitrag 

zur 

z

f
 sc

h
i
l

 

1
8
4
2
)

の
中
で
プ 

ロ 

レ
タ
リ

ャ

共

畫

義

(Der p
r
l
l
e

 c
o
m
m
l
m
u
s
)

と
い
う 

語
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
。
こ
の
成
語
に
示
唆
さ
れ
た
か

ど
う
か
は
無
論
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
ゾ
ン
、、ハ
ル
ト
は
一
九
ニ
四
年
に
.マ
ル
ク
シ
ズ 

ム
批
半
の
た
め
に「

フ
ロ
レ
タ
リ

ャ
社
会
主
義(

マ
ル
ク
シ
ズ
ム)」

(

す

proletarische. Sozialismus C
M
a
r
x
i
s
m
u
s
)

と
題
す
る
一
ー
卷
の
大
著
を
智 

わ
し
た
。
以
来
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
社
会
主
義
と
い
.う
成
語
は
特
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
代
名
詞
と
し
て
今
日
ま
で
広
く
親
し
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

フ
口
レ

タ
リ

ャ
の
解
放
を
社
会
主
義
を
通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
す

る
思
想
ま
た
は
運
動
を
、

広
く
プ

P
レ
タ
リ
ャ
社
会
主
義
と
呼
ぶ
と
す
れ 

は

無

論

フ
ロ
レ
タ
リ
ャ
社
会
主
義
と
は
、

.

ひ
と
り
マ

ル
.

ク
シ
ズ
ム
に
•限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
に
も
若
干
存
立
す

る
わ
け
で
あ 

る
パ
フ
ー
フ
の
社
会
主
義
、
お

よ

び「

平
等
党
陰
謀」

は
、
'

マ
ル
.

ク
ス
に
よ
れ
ば「

全
般
的
動
乱
の
4

^

代
、封
建
社
会
の
転
覆
の
時
代
に
、プ
ロ 

.
形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
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: 

ニ 

(

八
〇
四)

(

1

)

レ
タ
リ
ャ
が
直
接
に
自
分
自
身
の
階
級
的
利
益
を
貫
徹
し
ょ
う
と
し
た
最
初
の
企
て」

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
バ
ブ
ー
フ
ー
派
の「

平

等
党
陰
謀」

に
お
い
て
は
極
め
て
精
鋭
果
敢
な
少
数
の
職
業
的
革
命
家
が
：人

民(psple
)

の
名
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
た
め
に
決
起
し

た
。
こ
の
社
会
主
義
的
革
命
の
指
導
者
は
平
等
原
理
に
覚
醒
し
た
少
数
の
尖
鋭
な
革
命
家
達
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
協
力
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
な

お
無
自
覚
な
対
象
的
な
存
立
と
し
て
全
く
受
動
的
な
役
割
を
演
じ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
バ
ブ
I
フ
の
思
想
を
継
受
し
た
ブ

ラ
ン
キ
の
場
合
も
こ

れ
と
根
本
に
お
い
て
同
様
で
あ
っ
た
。

サ
ン
：
ゾ
モ
ン
、

フ
ー
リ
エ
、
ォ
ー
工
ン
等
の
-

> 
わ
ゆ
る
空
想
的
社
会
主
義
は
そ
の

目
的
を
フ

ロ
レ
.タ
リ

ャ
を
超
え
た
全
人
類
の

解
放
に
お

V

て
、
そ
の
運
動
の
担
い
手
を
支
配
階
級
に
属
す
る
有
識
の
道
義
的
人
物
に
求
め
た
。
彼
ら
の
社
会
主
義
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
社
会
主
義
と
名
付
け
る

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
自
ら
の
解
放
を
自
覚
的
に
社
会
主
義
に
求
め
、
自
ら
の
手
で
主
体
的
に
そ
の
実
現
の
た
め
に
努
力
す

る
。
こ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
社
会
主
義
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
が「

共
産
党
宣
言」

の

中

で「

プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
運
動
は
最
大
多
数
者

(

2)

の
利
益
の
た
め
の
、
最
大
多
数
者
の
自
主
的
運
動
で
あ
る」

と
い
っ
て
い
る
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
.ャ
社
会
主
義
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
社
会
主
義
の
脇
役
か
ら
主
役
に
転
じ
た
の
は
大
体
、

マ
ル
ク
ス
出
現
以
後
と
見
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス

出
現
を
契
機

と
し
て

社
会
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
と
結
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
社
会
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
に
お
い
て
の
.み
可
能
な
社
会
理
想
と
な
り
、
こ
の
理

想
の
実
現
の
課
題
を
担
う
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ざ
る
プ
ロ

レ
タ
リ

ャ
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
彼
ら
を
措
い
て
外
に
は
な
い
。
か
く
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ャ

解
放
の
^
業
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
g
身
が
主
体
的
に
果
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
が
一
般
に
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

プ

口
レ

タ
リ
ャ
社
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

注(

1)

マ
ル
ク
ス
•
エ
ン
ゲ
ル
ス—

共
産
党
宣
言
。
角
川
版
七
三
頁
。

(

2)

マ
ル
ク
ス

•
ヱ
ン
ゲ
ル
ス—

共
産
党
宣
言
。
角
川
版
四
八
頁
。

余
剰
価
値
説
と
と
も
に
マ
ル
ク
ス
の
理
論
構
造
を
支
え
て
い
る
唯
物
史
観
は
社
会
発

展

の

法

則

を

客

観

的

に

見

っ

め

る

純

粋

の

科
学
的
な
側
面 

と
資
本
制
社
含
必
然
的
崩
壊
と
共
産
主
義
社
含
必
然
的
到
来
を
約
束
す
る
社
会
輩

の

実
践
的
な
側
面
、

す
な
わ
ち
科
学
的
な
面
と
命
理 

的
な
面
と
を
も
っ
。
そ
し
て
と
の
倫
理
的
な
面
が
、
人
間
性
を
疎
外
さ
れ
、
窮
乏
に
喘
ぎ
な
が
ら
、
し
t

自
然
法
の
正
義
を
自
覚
し
っ
っ
あ
る 

フn

レ
タ
リ
ャ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
既
感
ボ
教
か
ら
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
清
新
な
社
会
的
福
音
を
与
え
、
そ
し
て
社
会
的
変
革
の
成
功
に
対
す 

る
絶
対
的
確
信
を
。フ
口
レ
タ
リ
ャ
の
心
底
.に
注
入
し
た
。
こ
の
よ
う
に
唯
物
史
観
の
も
っ
経
済
中
心
の
I

上
学
に
階
隱
争
の
理
論
を
結
合
し 

た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
マ
ル
ク
ス
の
天
才
的
な
創
見
で
あ
る
と
ベ
ル
ジ
ャ
工
フ
は
言
っ
て

い(

W
。

マ
ル
ク
ス
は
階
級
闘
争
を
社
会
発
展
の
推
進
力
と
認
め
、
人
間
の
歴
史
を
階
級
闘
争
の
展
開
す
る
過
程
と
観
じ
て
、

資
本
制
社
会
は
ブ
ルジョ
 

ヮ
ジ
ー
と
プ
ロ
レタリ

ヤ
と
が
分
裂
し
て
、
互
に
抗
争
す
る
場
で
あ
り
、
こ
の
闘
争
が
必
然
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
勝
利
に
帰
し
て
、
プ
ロ
レ
タ 

リ
ャ

の

讓

が

樹

音

れ

、
こ
の
独
裁
が
す
べ
て
の
階
級
別
、
階
級
対
立
を
廃
止
し
て
、
無
階
級
の
共
産
社
会
が
議
さ
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
と 

共
に
全
人
類
は
解
放
さ
れ
る
と
説
い
て
、「

資
本
制
社
含
よ
っ
て
、
藝

さ

れ

、

押
し
っ
ぷ
さ
れ
、

非
人
格
化
さ
れ
、

非
人
間
化
さ
れ
た
と
こ 

ろ
の
プ
ロ
.レ
タ
リ

ヤ」

.に
対
し
て
、
人
類
の
解
放
と
い
う
世
界
史
的
な
使
命
を
与

え

て

い
.る
。

.
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
を
ど
こ
に
発
見
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
.そ
の
概
念
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

彼
の
プ
ロ
レ
タ
リ
-ャ
概
念 

の
本
質
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

ま
ず
マ
ル
ク
ス
以

H
に
溯
っ
て

フ

ロ
レ
タ
リ
ャ
概
念
の
思
想
史
と
も
い
う
べ
き
.も
の
を
簡
単
に

述

べ

て

お

き

た

い

。

注(

1)

ベ
ル
デ
ャ
ー
工
フ
ー
共
産
主
義
の
問
題
。
野
ロ
啓
祐
訳
。

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
岗
边

, 

三

(

八
0
五)

'



マ
.ル
ク
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
概
念
は
彼
以
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
概
念
と
ど
う
異
な
る
か
。

、

ま
ず
語
源
か
ら
い
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ(proletarian,proletariat)

と
い
.う
言
葉
は
古
代
ロ
1

マ
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
、
ラ
テ
ン
語
の
プ
ロ 

レ
タ
リ
ウ
スcproletarius)

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
.リ
ウ
ス
と
い
う
言
葉
は
子
を
育
て
る
人
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
言
葉
は
、
 

紀
元
前
六
世
紀
古
代
ロ
ー
マ
の
セ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
帝
の
憲
法
の
中
に
初
め
て
見
え
て
お
り
、'
社
会
の
最
下
層
に
属
し
、貧
乏
で
、子
供
を
生
む
以
外
に 

能
が
な
く
、
，国
家
非
常
の
場
合
だ
け
に
召
集
さ
れ
て
、
海
陸
の
賤
役
に
従
事
す
る
人
間
を
指
し
た
.の
で
あ
る
。
零
細
な
商
人
、
手
工
業
者
、
解
放 

奴
隸
な
ど
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ウ
ス
と
い
わ
れ
た
，。
続
い
て
十
二
表
法
や
、
キ
ヶ
'ロ
、
プ
ラ
ウ
ツ
ス
の
著
作
に
用
い
.ら
れ
た
が
、
紀
元
後
ニ
世
紀
頃
、
 

こ
の
言
葉
の
原
義
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
全
く
姿
を
消
し
た
の
で
は
な
い
。

近
代
の
工
業
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
、
プ

P
レ
タ
リ
ヤ
の
搬
念
は
初
め
て
特
殊
な
社
会
的
経
済
的
意
義
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
は
人
の
よ
く
知 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
今
！

n

で
は
，古
代
に
意
味
し
た
如
く
単
な
る
貧
乏
人
で
は
な
く
、
自
ら
何
一
つ
の
生
産
手
段
を
も
つ
こ
と
な
く
、
た
だ
自 

分
の
も
つ
労
働
力
を
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
の
資
を
え
て
.：い
る
労
働
者
群
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
.っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ

ヮ
ジ
ー
と 

同
じ
く
、.
十
八
世
紀
の
後
半
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
に
始
ま
り
、
漸
次
、

フ
ラ
ン
ス
、
'ド
イ
ツ
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
に
及
ん
だ
以
謂
産
業
革
命
を
転
機
と 

し
て
、
俄
か
に
大
量
的
に
生
れ
た
労
働
者
の
群
の
こ
と
で
あ
る
。
 

：

プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
I

ト

と

い
う
英
語
は
、
十
八
世
紀
の
末
、
又
は
十
九
世
紀
の
初
め
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
出
版
物
に
は 

広
く
見
出
さ
れ
る
。

フ
ラ
シ
ス
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
早
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、

モ
ン
テ
ス
キ
ユ
ー
は
そ
の「

法
の
精
神」

(

一
七
四
八

(

.2) 

(

3)

年)

の
中
で
古
代
ロ
ー
マ
の
実
態
を
描
く
際
に
、

こ
の
語
を
使
い
、

ル
ソ
ー
は
そ
の「

社
会
契
約
論」

の
中
で
二
回
ほ
ど
使
っ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
ロ
丨
マ
時
代
の
原
義
で
使
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
ァ
カ
デ

ミ

丨

が

こ
の
語
を

公
式
に
採
用
し
た
の
は|
八
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ト
イ
ッ
で
は
ク
リ
ム
の
ト
イ
ッ
語
辞
典
の
中
で
、
こ
の
語
は
十
八
世
紀
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ロ
ー
マ
の
最
も
貧
困
な
階
級
に
属
し
、

子
供
の
外
、国
家
に
寄
与
す
べ
き
何
物
も
も
た
な
い
人
達
の
こ
と
を

意
味
す
?'
フ
テ
ン
.語
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、こ

の
解
釈
は
レ
ッ

シ
ン
グ(

L
e
s
s
i
n
g
)

.グ
ッ
コ
ウ(Gutzkow

)
、

フ
ラ
イ

タ
ッ
ク(Freytag )、

フ
ラ
イ

リ
ッ
ヒ
ラ—

 

r̂ (Freiligrath )

ら
こ
よ
っ
て

支
持
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
プ
t

タ
リ
ヤ
と
は
、
財
産
と
し
て
何
も
も
た
ず
、
手
か
ら
ロ
の
生
活
を
し
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
い 

る
。特

に
近
代
の
経
済
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
本
来
古
典
派
と
し
て
は
、自
由
主
義
経
済
学
は
、個
々
の
企
業
家
の
^
^
由
競
争
を
建
前
と 

す
る
資
本
主
義
経
済
組
織
は
必
ず
や
全
社
会
の
調
和
と
利
益
を
招
来
す
る
と
い
う
楽
観
的
な
個
人
主
義
を
信
念
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
ロ 

レ
タ
リ
ヤ
を
ば
企
業
家
に
対
立
し
、
専
ら
彼
ら
に
奉
仕
す
る
独
立
の
階
級
と
し
て
認
め
た
り
、
労
資
の
対
立
を
産
業
組
織
そ
の
も
の
の
本
質
に
内 

在
す
る
現
象
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
ー
、
.チ
ユ
ル
ゴ
ー
、
ス
ミ
ス
の
時
代
に
は
、
ま
だ
^
級

題

/
っ

 ̂

心
を
要
求
す
る
ほ
ど
の
.社
会
的
背
景
も
現
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
.マ
ル
サ
ス
.や
リ
カ
ー
ド
オ
の
如
ぎ
悲
観
論
者
の
眼
：に
す
ら
も
ま
だ
労
資
の
対
立
抗 

争
と
い
う
よ
う
な
社
会
学
的
事
実
は
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
.た
。
労
働
者
階
級
の
惨
状
が
古
典
学
派
の
楽
観
主
義
を
う
ち
砕
き
、

こ
れ
ら
惨
状
や
恐 

慌
、
不
景
気
の
背
後
に
存
在
す
る
も
の
は
固
定
不
動
の
自
然
法
で
は
な
く
実
は
社
会
組
織
.の
結
果
で
あ
り
、
現
^
:
の
産
業
秩
序
が
激
し
い
社
会
対 

立
の
育
成
者
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
判
明
す
る
に
至
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
概
念
、が
に
わ
-か
に
学
者
間
の
論
議
の
対
象
と
な
る
に
至
.っ
た
の
で 

あ
る
古
典
派
経
済
学
者
達
が
賃
金
労
働
者
を
呼
ぶ

の
に
通
常
使
っ
た
言
葉
は
、ouvrier, 

labourer, 

t
ravai

l
l
i
,

 w
o
r
k
m
a
n

等
で
あ
っ 

た
。

.
サ
ン
：
ゾ
モ
ン(Saint-Simon 1760—

1
S
2
5
)

で
す
ら
：「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
L-
を
今
日
の
意
味
で
は
使
っ
て
い
な
い
。

彼
の
教
説
は
自
由
主
義
経 

済
学
に
反
対
す
る
も
.の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
著
作
の
中
に
は
無
論
、；
プ

R
レ
タ
ゲ
ヤ
と
い
う
言
葉
の
発
展
に
有
利
な
文
言
が
あ
る
こ
と
は

事
実
で

形
成
期
の
マ

ル

ク

ス

と

そ
の
周
辺 

五

(

八

0

七

)



六

(

八
〇
八)

あ
る
。
そ
の
中
に
、
階
級
と
か
階
級
闘
争
と
か
の
観
念
も
見
え
、
貴
族
制
や
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
は
自
然
の
敵
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
経
済
的
個
人 

主
義
に
対
し
て
、
揮
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
ま
た
社
会
改
革
案
も
若
干
示
さ
れ
て
い
る
•。そ
の
上
、彼
は
し
ば
し
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
へ
 ̂

.proletarie)
の
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、産
業
者(Indlriels)

自
体
の
内
部
に
お
い
て
も
所
有
者(propri

s-'aire)

と
非
所
有
者(non-propri

s-'aire) 

の
間
に
緊
張
の
存
在
す
る
こ
と
を
見
落
さ
な
か
っ
た
0
し
か
し
、
サ
ン
•
シ
モ
ン
生
前
の
フ
ラ
シ
ス
で
は
労
資
間
の
緊
張
は
左
程
に
も
現

わ

れ

て
 

お
ら
ず
、
工
業
化
や
社
会
分
化
の
.過
程
も
ま
だ
低
調
で
あ
っ
た
の
で
、
サ
ン
：
ゾ
モ
ン
は
、
労
資
の
対
立
が
社
会
の
根
本
問
題
で
あ
る
と
ま
で
認 

識
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
提
案
し
た
社
会
改
革
は「

産
業
階
級
に
よ
る
統
治」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
'が
、
実
は
こ
.の
産
業
者
階 

級
の
中
に
は
今
日
の
資
本
家
や
労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
最
も
賤
し
い
労
働
者
か
ら
最
も
裕
福
な
工
場
主
、
最 

も
練
達
の
技
術
者
ま
で
、
い
や
し
く
も
真
に
信
頼
し
う
る
同
志
で
あ
る
協
働
，者
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
て
、
彼
は
こ
れ
を「

産
業
的
活
動
の
素 

晴
ら
し
い
統
一
体」

と
呼
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
サ
ン
：
ゾ
モ
ン
に
は
、
歴
史
を
造
る
上
に
重
要
な
役
割
を
果
す
使
命
を
も
つ
、
独
立
自
給
階
級 

と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
概
念
な
ど
と
い
う
も
の
，は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
彼
は
時
折
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
い
う
語
を
吏
っ
て 

は
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
意
味
は
た
だ
、
財
産
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
の
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
.労
働
者
に
自
由
を
与
え
る
こ
と
は
却
っ
て
文
！ 

に
と
っ
て
不
幸
な
結
果
を
.も
た
ら
す
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
社
会
改
革
の
思
想
は
専
ら
有
産
者
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

同
様
め
こ
と
は
フー

リ

エ(Jpgrier 1772

丨
100
3
2

)

に
つ
い
て
も
言
え
る
。

但
し
、

フー

リ
エ
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
を
特
に
田
舎
者
と
プ
チ
ブ
レ 

ジ
ョ
ヮ
を
指
す
こ
と
に
用
^
,て
U
る
。
社
会
改
造
に
関
す
る
プ
口
レ
タ
リ
ャ
の
歴
史
的
使
命
な
ど
は
.、
彼
の
眼
中
に
全
く
な
く
、
専
ら
有
産
有
識 

の
人
と
の
協
力
に
期
待
し
た
こ
と
は
サ
ン
•
シ
モ
ン
や
オ
ー
エ
ン
な
ど
と
全
く
同
様
で
あ
っ
た
•の
で
あ
る
。

注(

1)
Briefs; 

The Proletariat, 

1937, p.52-53. 

*

(

2) 

Montesquieu; 

I/esprit 

des lois, X
XVII. 

: 

Rousseau; 

Contrat social. Book IV, Chap. 4, Brief; 

a. a
.
〇
. ，
p. 55.

(

3) 

Brief; 

ibid., p. 55.

産
業
秩
序
の
中
に
、
労
働
者
と
資
本
家
と
の
鋭
い
分
裂
が
生
れ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
最
初
の
人
は
、

シ
ス
モ
ン
デ
ィ(J.

P
.
L 

Simonde de Sismondf 

1773-1S42)

で
あ
っ
た
。
彼
は
自
由
競
争
の
制
度
が
特
に
.機
械
の
出
現
後
、
い
か
に
し
て
労
動
と
資
本
と
の
中
間
の
す
べ 

て
の
陪
級
を
^-
除
す
る
に
至
っ
た
か
を
知
っ
て
、
こ
の
制
度
に
徹
底
的
な
批
判
検
對
を
加
え
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
概

念

は

彼
の
著
作
の
到
る
処 

に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
一
八
三
七
年
出
版
の「

経
済
学
研
究」
(Etude s

u
r
1

ぎ

nomie politique)

で
は
、
前

著

「

経
済
学
新
原
理」

(
N
O
U
-

 
veaux principes 

dwconcmie politique 

loo
s)

に
お
け
る
よ
り
も一

層
見
事
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
前
書
の
序
文
の
中
で
自
由
競
争
と
こ
の
闘 

争
の
直
接
の
結
果
に
よ
っ
て
生
じ
た
普
遍
的
な
闘
争
の
最
中
に
社
会
に
生
じ
た
根
本
的
変
化
と
は
人
間
の
条
件
の
中
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
は
い
っ 

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
社
会
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
労
働
に
対
し
て
十
分
な
報
酬
を
支
払
わ
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
犠
牲
に
お
い
て
生
き 

て
い
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
自
由
主
義
経
済
学
者
S

望
す
る
進
歩
は
資
本
の
制
覇
と

プ

P
レ
タ
リ
ャ
の
出
現
と
共
に

終
り 

を
告
げ
た
。
自
由
競
争
の
制
度
と
こ
れ
に
伴
う
周
期
的
恐
慌
の
た
め
に
、
極
貧
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
職
を

資
本
家
に
求 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
I
か
ら
久
し
く
職
を
失
え

'は
窮
乏
に
転
落
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
は
貧
し
い
人
々
の
^
で
.あ
っ
て
、
 

そ
の
境
遇
が
少
し
で
も
改
善
さ
れ
る
と
必
ず
結
婚
と
出
産
の
増
加
を
招
く
。
財
産
が
な
い
.の
で
、
深
慮
も
節
約
も
し
な
い
。
労
働
の
制
度
が
改 

雪
れ
労
働
者
が
何
か
財
産
ら
し
い
も
の
を
も
ち
、

生
活
が
よ
く
な
る
と
い
う
希
望
を
も
て
ば
、

マ
ル
：サ
ス
の
教
義
は
そ
の
力
を
失
う
で
あ
ろ 

う
。
労
働
者
を
生
産
手
段
か
ら
引
き
離
す
と
こ
.ろ
の
悪
条
件
を
育
成
す
る
諸
条
件
が
存
続
す
る
限
り
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
益
々
f
Jt
l
し
て
ゆ
く
。

こ
の
，

E

己
永
続
化
Q

_
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
学

や

過

少

消

費

の

た

め

の

激

し

い

證

が

證

し

て

、
周
期
的
S

民

経

済

を

醫

さ
せ 

る
。
 

.
 

•

労
f
者
は
i
由
で
あ
る
と

V
う
し
か
も
彼
ら
は
契
約
で
資
本
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
何
も
も
た
な
い
か
ら
。

労
働
若 

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の

周
辺 

匕

(

八
〇
九)



, 

八

(

八
一
〇)

の
間
に
は
競
率
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
競
争
が
資
本
の
た
め
有
利
に
作
用
す
る
。
資
本
家
の
側
に
は
労
働
者
に
対
す
る
責
任
感
と

い
う
も
の
が

な 

い
。
労
働
者
は
何
も
も
た
な
い
か
ら
無
力
無
援
で
あ
る
。
-
こ
の
無
力
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
。
籤
で
決
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は

遠 

い
未
来
の
た
め
に
、
備
え
る
刺
激
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
財
産
と
労
傲
、
•資
本
と
プ
P
レ
タ
リ
ヤ
と
の

間
の
懸
隔
は
益
々
増
大
し
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
が
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
、
階
級
の
発
展
や
階
級
闘
争
に
つ
い
て
は
何
も
見
て
い
.な
い
。
彼
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
貧
乏
で
、
受
動
的
で
、
無 

ロ
で
、
そ
の
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
階
級
と
い
う
ょ
り
も
む
し
ろ
、
不
幸
な
人
々
の
全
く
無
組
織
な
集
団
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
^
。
何
の
.
 

_
意
識
も
な
く
、
何
の
自
主
的
な
思
考
も
し
な
い
階
級
闘
争
的
な
解
放
精
神
も
も
た
な
い
階
級
と
い
う
.ょ
り
、
む
し
ろ
、
や
が
て
生
れ
る
階
級
の 

た
め
の
素
材
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

シ
ス
モ
ン
デ
ィ
が
分
析
し
た
も
の
は
労
働
者
を
支
配
し
て
い
た
窮
乏
で
あ
っ
た
。

し
か
ら
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
脱
出
の
道
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

シ
ス
モ

ン
デ
ィ
は
こ
れ
を
自
由
主
義
経
済
学
の
自
由
放
任
政
策
と
完
全
に
手
を 

切
り
、
思
い
切
っ
た
社
会
改
革
の
制
度
に
あ
る
と
考
え
た
。「

農
村
に
も
都
市
と
同
じ
く
工
場
を
置
く
と
い
う
工
業
の
分
散
、

大
規
模
生
産
の
停 

止
、

技
術
的
進
歩
の
速
度
を
お
と
す
こ
と
、

雇
主
が
被
雇
用
者
の
個
人
的
厚
生
.に
責
任
を
と
る
こ
と」

、
こ
れ
ら
の
施
策
を
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は

主 

張
し
た
の
で
あ
る
。
 

：
.

‘
ぺ
ク
ー
ル(Constantin Pecqueur, 1801

丨1SS7)

の
見
解
は
、

シ
ス
モ

ン
デ
ィ
と
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
。
彼
は
工
業
問
題
に
対
し
て
シ
ス
モ
ン 

デ
ィ
と
同
様
に
鋭
い
洞
察
力
を
も
つ
。
ま
た
シ
ス
モ

•ン
デ
ィ
と
同
様
に
、
彼
も
ま
た

改
革
の
代
行
者
と
し
て
の
有
産
階
級
と
国
家
に
対
し
て
多
大 

の
信
頼
を
も
つ
。
し
か
し
ぺ
ク
I
ル
は
、
社
会
の
病
根
に
真
に
有
効
な「

急
進
的
方
法」

の
存
在
を
認
め
る
点
で
は
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
を

遙
か
に
凌 

駕
し
て
.い
る
。「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
自
己
の
真
の
解
放
を
自
分
自
身
か
ら
の
み
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

若
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
工
業 

的
、
農
業
的
農
奴
制
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う」

と
。
 

’

.

プ
ル 

I
ド
ン(p. J. Proudhon 

100
0
9
1
1
8
6
5

)

、
力
べ
ー

(Etienne Cabet 

178811
0056)

、

ル
イ
•
ブ

ラ

ン(Louis Blanc 

1
8
1
1

—

100
00
2)

ら
t
い
ず 

れ
も
こ
の
問
題
の
論
議
に
は
大
し
た
貢
献
は
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
、
社
会
や
国
家
の
力
に
訴
え
た
。

注(

1)
Sismondi; 

wtude sur rEconomie politique. 

100
3
7
, To

m
e

 L

 p. 

3
4
1.

(

2) 

Briefs; 

ibid., p. 

6〇
.
 

-

五

ド
ィ
ッ
で
も
ィ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
.に
、
十
八
世
紀
の
三
十
年
代
に
は
、
工
業
主
義
が
お
も
む
ろ
に
産
業
界
に
登
場
し
て
、
プ
ロ
レ
タ 

リ
ャ
間
題
へ
の
関
心
が
強
く
喚
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
逸
早
く
こ
の
問
題
に
着
目
し
た
の
は
、

ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
的
哲 

学
者
、
神
学
者
更
に
社
会
哲
学
者
と
し
て
令
名
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
•
フ
ォ
y

•バ
I
ダ
I (Franz von Baader 

1765-18(41))

で
あ
る
。\

 

—
ダ 

丨
は
久
し
く
殆
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
以
前
に
、
し
か
も
後
年
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
蜇
要
な
役
割
を
演
ず
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ 

ャ
の
二
つ
の
本
質
的
特
徴
を
す
で
に
発
見
し
た
。
，そ
し
て
こ
の
_
歡
ぬ
経
済
的
、
社
会
的
の
二
つ
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
そ
の
労
働
を
商
品 

と
し
て
売
る
。
バ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
工
場
主
は
こ
の
労
働
の
事
実
上
の
価
格
た
る
労
賃
を
自
然
価
格
以
下
に
お
し
下
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働 

生
産
物
に
対
す
る
売
上
げ
を
増
加
し
て
、
利
潤
を
獲
得
す
る
目
的
で
、
プa

レ
タ
リ
ャ
に
対
し
て「

共
謀」

を
企
て
る
。
労
働
者
は
工
場
主
に
全 

く
支
配
さ
れ
、
そ
の
労
働
力
を
値
切
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
隸
属
し
、
非
人
間
的
な
労
働
条
件
と
生
活
条
件
の
下
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
し
か
も
今 

日
の
社
会
組
織
で
は
'^
»
者
は
こ
れ
ヵ
ら
身
を
守
る
こ
と
ガ
で
き
な
1
の
で
、
こ
の
不
正
を
免
が
■れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
.'、ハ
ー
ダ
ー
の
見
る
と 

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
匡
救
策
は
唯
一
つ
。
そ
れ
は
革
命
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
自
ら
そ
の
立
場
を
個
人
的
立
場
か
ら
全
体
的
立
場
に 

転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
改
.M
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
自
由
は
彼
ら
が
社
会
全
体
を
代
表
し
、
.全
体
の
立
#
に
立 

つ
場
合
に
初
め
て
実
現
さ
れ
る
。

バ
ー
ダ

I
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
概
念
の
特
色
と
見
る
べ
き
点
は
、

一
、
労
働
力
が
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

形
成
期
の
マ
ル
ク

ス

と

そ
の
周
辺 

，L 

.

(

べ
ー
ー)



二
、
労
働
の
商
品
的
性
格
は
労
働
の
自
然
的
な
価
値
を
き
ず
つ
け
る
も

の

で

あ

る

。

三
、
労
働
者
は
完
全
な
人
間
で
あ
る
が
故
に
人
間
社
会
の
完
全
な
成
員
で
あ
る

。.
四
労
働
者
は
、
権
利
と
義
務
を
も
つ
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
身
分
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
初
め
て
完
全
な
人
間
と

な

り

う

る

の

で

あ

る

。

試

み

に

マ

ル

ク

ス

と

対

照

す

る

と

共

通

点

が

二

つ

と

思

わ

れ

る

点

は

、

.一

資

本

主

義

で

は

人

間

労

働

が

単

な

る

商

品

と

な
る
と
い
う
こ
と

を
洞
察
し
て
い
る
こ
と

。
..

ニ
、
'労
働
者
の
人
間
的
価
値
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
。

マ
ル
ク
ス
と
相
違
す
る
点
は
、

1
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
発
展
に
対
し

'
 

歴
史
的
な
洞
察
を
欠
い
て

い

る

こ

と

。

.

ニ

闘
今
的
階
級
と
反
対
の
身
分
概
念
。
 

•
 

三

革
命
的
な
階
級
闘

爭
に
よ
っ
て
、.資
本
制
社
会
の
顚
覆
を
計
ら
ん
と
す
る

マ

ル

ク

ス

と

反
対
に
、
改
良
思
想
を
唱
え
て
い
る

こ
と
.。

.

*
 

.
 

(

ミ)

.

ノ 
I

ダ
I

に
つ
い
で
、
経
済
学
者
モ
I

ル
a
o
b
e
r
t

 

v
o
n
‘
M
o
h
l

 

1
7
9
9
1
1
8
7
5
)

の
所
見
を
き
き
た
い
。

モ
丨
ル
に
よ
れ
は
、
プ
ロ
レ

タ

リ

ャ
と
は
個
人
の
罰
か
ら
で
も
な
く
、
異
常
な
偶
然
か
ら
で
も
な
く
、
財

廣

係
と
社
会
関
係
の
た
め
に
社
会 

の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
と

こ
.ろ
の
一
つ
の
階
級
の
こ
と
で
あ
る
。

モ
ー
ル
は
マ
ル
ク
ス
と

同
様
に
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
貧
乏
人
と
を
区
別
す 

る

貧
乏
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
相
対
的
で
不
確
定
な
概
念
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ

リ

ャ
は
た
し
か
に
貧
乏
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
ら
が
貧
乏
で
あ 

る
と
い
う

こ
と
は
、
と
り
わ
け
社
会
構
造
の
中
に
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
れ
ば
、
今
日
の
社
会
内
部
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ

タ

リ

ャ 

は

H

他
の
労
働
力
の
競
争
に
左
右
さ
れ
、O

資
本
の
不
安
定
な
地
位
に
左
右
さ
れ
、0

：

不
確
定
な
労
働
法
に
左
右
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
 

機
械
は
工
業
プ
ロ
レ

タ

リ

ャ
成
立
の
原
因
で
あ

り

、

土
地
の
自
由
分
割
は
農
業
プ
ロ
レ

タ

リ

ャ
成
立
の
原
因
で
あ
る
。

し
か
ら
は
そ
の
救
済
策
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、

モ
ー
ル
は
、

マ
ル
ク
ス
と
は
全
く
反
対
に
闘
争
と
国
家
の
廃
止
に
反
対
す
る
。
モ
ー
ル
に
よ

れ
 

ば

国

家

は

、

一
つ
の
永
遠
の
価
値
で
あ
り
自
由
主
義
的
法
霞
家
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
自
由
主
義
国
家
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
窄
取
手

段
と
し
か
認
め
な
い
。

モ
ー
ル
は
国
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
か
ら
の
脅
威
を
う
け
る
の
で
、
国
家
の
た
め
に
緊
急
の
救
済
手
段
を
講
ず
べ
き
で
あ
る 

と
い
う
。
し
か
し
'

モ
ー
ル
は
、

マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
'

こ
れ
を
階
級
闘
争
に
求
め
た
り
、
労
働
組
合
の
結
成
に
求
め
た
り
す
る
こ
と
に
は
反
対 

で
あ
っ
て
、
有
産
階
級
、
例
外
的
に
は
国
家
自
体
が
自
衛
の
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
、
後
年
の
ラ
ッ
サ
I
ル
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
考
え
を
も
っ 

て
い
た
。
 

，
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よ
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B
r
i
i
g
e
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u
.
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K
a
u
t
s
k
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D
e
r

 

D
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等
に
収
载
さ
れ
た
ぎ

0.
肖
の
著 

作
抜
粋
に
よ
る
。
 

.

(

2) 

Robert V. 

Mohl; 

Polizeiwissenschaft 

nach den Grunziige 

des Rechtsstaats, 

100
3
2 丨 34, 

.

六

プ

ロ
レ
タ
リ

ャ
の
概
念
を
、
実
践
的
経
験
と
理
論
的
研
究
の
基
礎
の
上
に
初
め
.

て
系
統
的
に
解
明
し
た
の
は
、
社
会
主
義
思
想
史
上
の
古
典
的 

名
著
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る「

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
と
共
産
主
義」

(sozialismus u
n
d

 C
o
m
m
u
n
i
s
m
u
s

 des 

heutigen Frankreichs, 

JEin Beitrag zur 

Zeitgeschichte 

100
4
2

)

の
著
者
ロ 

I
レ
ン
ツ

•

フ
ォ
ン

•

ク
ュ
タ
イ
ン

(Lorenz v
o
n

 s
t
e
i
n
)

で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

こ
の

書

の

第

一

部「

平
等
の
原
理」

の
中
に
第
一
章「

プ
ロ
レ

タ
リ
ヤ」

9
き
5

0

-

I

r

e
と
第
五
章「

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ 

丨
と
人
民」

wg
j

^
s.
g
fo
-

g

.
p-
p

g

p

s

の
ニ
章
を
設
け
て
専
ら
プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
プ
ロ
レ

タ

リ 

ャ
の
問
題
を
扱
っ
た
最
初
の
最
も
理
論
的
で
系
統
的
な
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
'

ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
若
き
マ
ル
ク
ス
に
深
い
感
化
を 

与
え
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。：
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
.

の
機
会
に
詳
論
し
た
い
。

'シ
ュ
タ
イ
ン
の
プ
ロ
レ

タ
リ

ヤ
論
は
サ
ン
：
ゾ
モ
ン
、
ル
イ

•
ブ
ラ
ン
、

へ
I

ゲ
ル
か
ら
深
い

影
響
を
う
け
て
い
る
が
、
特
に
へ

I
ゲ
ル
の
弁 

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
 

一
一
へ
八
ー
ー
ー
ー

)



• 

三

(

八
一
四)

証
法
と
国
家
論
が
そ
め
底
流
を
な
し
て
い
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
‘

、

シ
ュ
タ
ィ
ン
は
ま
ず
プ
ロ
レ

タ
リ
，ャ
と
は
い
か
な
る
も
の
.で
あ
る
か
を
、
そ
れ
と
社
会
主
義
、
共
産
主
義
と
の
内
的
関
連
を
暗
示
し
な
が
ら
述 

ベ

る

「
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
を
、

そ
の
現
存
の
最
も
内
部
的
が
生
命
に
ょ
っ
て
隠
し
て
い
る
紐
帯
は
ど
こ
に
こ
れ
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ 

ぅ
か
。
こ
の
紐
帯
が一

つ
の
真
実
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
今
日
の
状
勢
の
核
心
に
真
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
、
突
然
発
生 

'L
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
フ
ー
フ
ン
ス
の
最
近
の
歴
史
の
全
体
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。，
国
家
的
結
合
の
諸
要
素
は
次 

第
に
全
く
別
物
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
全
く
新
し
い
.も
の
が
一
つ
現
わ
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
革
命
以
前
に
は
絶
対
に
注
目
さ
れ
ず
又
尊 

重
さ
れ
ず
に
伏
在
し
て
い
た
も
の
で
、
誰
も
そ
れ
に
独
立
的
に
意
思
し
、•
ま
た
は
思
考
す
る
権
利
を
許
容
せ
ず
、
杏
国
家
も
個
人
も
愛
ま
た
は
実 

行
上
の
援
助
を
も
与
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ャ
で
あ
る
。
プ
ロ
レ

タ
リ
ヤ
と
は
社
会
的
生
活
に
お
け
る
そ
の
勢
力
の

 ̂

礎
と
し
て
の
教
養
も
財
.産
も
も
た
ず
、
し
か
も
人
格
に
始
め
て
そ
の
価
値
を
付
与
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
ら
の
財
貨
を
全
く
欠
い
て
^
生
字
で
き
な 

い
人
々
の
全
階
級
の
こ
と
で
あ
る
。
共
産
主
義
と
社
会
主
義
が
眼
中
に
置
い
て
い
る
の
は
こ
の
階
級
、
そ
の
権
利
と
運
命
と
で
あ
る
。
プ
口
レ
タ 

リ
ャ
の
全
意
義
：̂V

の
現
象
に
あ
る
。
彼

ら(

共
産
主
義
と
社
会
主
義)

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
陥
っ
て
い
る
不
幸
の
感
情
か
ら
出
発
し
た
。

プ
ロ
レ

タ
リ
ャ
の
一
切
の
夢
想
的
希
望
と
計
画
と
は
彼
ら
の
中
に
要
約
さ
れ
、
そ
し
て
部
分
的
に
そ
の
内
的
に
完
成
さ
れ
た
体
系
と

.な
っ
て
い
る
。

.

€

一
のEI

的
は
一
般
的
財
貨
风
ぢ
所
有
と
知
識
を
ば
、
今
日
、
拒
ま
れ
て
い
る
人
々
に
適
当
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
共
産
主
義
と 

社
会
主
義
の
共
通
の
原
理
で
あ
る
。」

プ
ロ
レ
タ

リ

ャ
の
概
念
規
定
と
し
て
は
、
甚
だ
漠
然
と
し
て
お
り
、

そ
の
上
、
倫
理
学
的
な
色
彩
が
強
い
が
、
プ
ロ
レ
タ

リ

ャ

と

社
会
主
義
、
 

共
産
主
義
と
の
内
的
関
連
、
必
然
的
な
結
付
び
き
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
に
先
ん
ず
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

シ
ュ
タ
ィ
ン
は
近
代
的
プ
P
レ
タ
リ
ャ
の
発
祥
地
を
フ
ラ
ン
ス
と
見
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の
中
に
初
め
て
、
特
異
U
.C
姿
を 

現
わ
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
っ
て
、
こ
の
革
命
の
渦
中
、
国
民
議
会
を
解
放
し
、
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
王
宮
を
攻
略
し
、

口
べ
ス
ピ
ェ
ー
ル
を

擁
立
し
、
'
 
ア
ン
リ
オ
守
備
隊
を
つ
く
っ
た
人
達
は
、
い
ず
れ
も
大
胆
で
、
武
装
さ
れ
た
腕
で
、
.に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

で
あ
っ

た
。
大
革
命
ま
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
は
存
在
し
な
か
っ

た

。

こ
の
時
代
以
来
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の
中
に
一
つ
の
地
位
を

占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
革
命
の
巨
大
な
嵐
と
、

新
し
い
共
和
国
が
国
の
内
外
で
交
え
た
闘
争
の
中
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
ニ
つ
の
こ
と

を
、
即
ち
、
自
己
独
特
の
地
位
と
革
命
に
お
け
る
自
己
の
重
要
性
と
を
学
ん
だ
。

フ
ラ
ン
ス
，の
歴
史
に
現
わ
れ
た
こ
の
新
な
る
要
素
は
誠
に
危
険
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
数
と
、
し
ば
し
ば
証
明
さ
れ
た
勇
気
の
故
に
危

険
で
あ
り
、
彼
ら
.の
統
一
意
識
の
故
に
危
険
で
あ
り
、
最
後
に
、
そ
の
計
画
の
実
現
は
革
命
に
よ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て

危
険
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
を
抑
え
て
、
無
法
な
企
て
に
よ
る
災
害
を
未
然
に
•阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
と
い
う
に
、

プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
共
同
生
活
の
ニ
つ
の
絶
対
的
な
礎
柱
を
押
し
倒
す
.こ
と
、
法
律
と
財
産
の
神
聖
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

(

2)

の
み
達
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
。
い
か
な
る
古
代
国
家
に
も
プ
ロ
レ

タ

リ

ヤ

と
い
う
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
無
論
こ
の
時
弋
に
奴
隸
も

い
た
し
、
貧
乏
人
も
い
た
。
し
か
し
古
代
世
界
の
貧
乏
階
級
は
現
代
の
そ
れ
と
は
全
く
異
っ
..て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
貧
乏
の
問
題
は
殆
ん
ど
意

味
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

ロ
ー
マ
で
は
こ
の
問
題
は
こ
の
世
界
都
市
、
従
っ
て
、
全
世
界
帝
国
の
全
行
政
の
一
つ
の
重
要
な
部
門
.を
占
め

て
い
た
。

ロ
ー
マ
で
も
無
産
者
の
数
は
一
つ
の
巨
大
な
、
恐
る
べ
き
力
と
な
り
、
革
命
の
潜
勢
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
.政
府
は
有
産
者
の
安
全

の
た
め
に
猨
和
の
策
を
講
じ
た
。
そ
れ
で
は
今
日
の
下
層
階
級
の
関
係
を
リ
ヴ
ィ
ゥ
ス
帝
時
代
の
ロ 

I
マ
の
生
活
の
中
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。
両
者
は
根
本
的
に
相
違
す
る
か
ら
で
あ
る
。
.
こ
の
相
違
を
知
ら
.な
け
れ
ば
、
今
日
の
事
態
を
明
確
に
理
解 

C

3)

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
貧
乏
人
と
プ

ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
相
違
で
あ
る
。
貧
乏
人
と
い
う
.の
は
た
だ
自
分
の
物
を
何
一
つ
‘'も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
意
志
が
あ 

っ
て
も
自
分
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
が

肉
体
的
に
で
き
な
い
人
達
の
こ
と
で

あ
る
。
プ
ロ

レ
タ
リ

ヤ
は
所
有
を
も
た
な
い
。
し
か
し
労
働
力
を
も

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺 

ニ
ニ
へ
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ち
、.し
か
も
こ
れ
を
使
用
す
る
畫
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

ロ
丨
マ
の
貧
乏
人
.は
或
る
時
は
第
一
の
こ
と
•も
あ
り
、ま
た
或
る
時
は
第
二
の
こ
と
も 

あ
る
力
た
た
彼
ら
に
欠
け
て
い
る
も
.の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
で
何
物
か
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
志
で
あ
る
。

ロー

マ
帝
政
時
代
の
庶
民
と 

I
う

の

は

結

局

、
国
費
で
生
活
す
る
よ
り
外
に
生
活
費
を
も
た
な
い
無
能
者
の
集
り(eine 

H

i

 von T
l
n
n
i
l
e
n
)

で
あ
る
。

プ 

ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
そ
れ
を
好
ま
な
い
。
プ

P
レ
タ
リ
ヤ
は
労
働
す
る
こ
と
を
好
む
。
し
か
も
直j

ん
で
、
良
く
、
そ
し
て
多
く
。
し
か
し
プ
ロ
レ
タ
リ 

ャ
は
そ
の
労
働
に
対
し
て
、
適
正
な
賃
金
を
求
め
る
。
彼
の
労
苦
と
そ
の
所
得
と
の
不
均
衡
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
の
不
満
へ
の
、
'第
一
の
、
直
接
の 

原
因
で
あ
る
。
従
っ
て
プ
ロ
.レ
タ
リ

ヤ
と
余
り
働
か
な
い
で
多
く
の
利
潤
を
え
て
い
る
人

々

と
の
対
立
.の
原
因
と
な
り
、
全
く
働
か
な
い
で
、
所 

有
の
忻
び
を
え
て
い
る
人
達
に
対
す
る
反
抗
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。.
こ
の
よ
う
に
現
代
の
プ
t

タ
リ

ャ
は
古
代
の
す
べ
て
の
類
似
現
象 

と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
。
貧
乏
人
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
.と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤは近代史に属シュタ
インはプ
 

ロ
レ
タ
リ
ャ
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
、-
無
産
者(der N

i
c
h
t
b
e
s
i
t
z
l
)

と
か
無
産
労
働
者
階
級(die Classe der n

i
c
h
t
b
l
l
n

 Arbei

? ?))

と 

か
、
又
は
ル
イ
•
ブ
ラ
ン
に
な
ら
っ
て
人
民(peuke))

と
い
う
言
棄
を
吏
っ
て
い
る
。

プ

ロ
レ
タ
リ

ャ
の
資
本
家(

ブ
ル
シ
ョ
ヮ)

に
対
す
る
関
係
は
何
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
か
と

言
え
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は

こ
れ
を
市
民
社
会
の
T 

有
関
係
に
求
め
る
。

フ
ル
ジ
ョ
ヮ
革
命(

政
治
革
命
、
民
主
革
命)

は
身
分
的
所
有
、

不
労
的
所
^
:を
止
揚
し
' 
そ
れ
に
代
っ
て
、
労
働
に
よ
っ
て

獲

得

さ

れ

た

所

t
 

を
社
会
の
基
礎
と
し
て
設
定
し
た
。
こ
の
所
有
の
分
配
関
係
に
よ
っ
て
社
会
階
級
間
の
秩
序
は
決
定
さ
れ
る
。

労
抝
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
資
本
は
、
獲
得
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
人
の
獲
得
に
対
し
て
は
た
だ
自
己
の
労
働
に

よ

っ
て
の 

み
地
位
を
保
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
一
旦
、
獲
得
さ
れ
た
所
有
は
必
ず
や
再
び
営
利
資
本
2

泛erwerrnde Kapital)

と
な
る
。
所 

有
獲
得
の
純
人
格
的
な
能
力
は
労
働
で
あ
る
。
労
働
力
は
営
利(

獲
得)

の
条
件
で
あ
り
、

必
ず
し
も
所
有
を
生
み
だ
す
も
の
で
尤
な
い
ゲ
、

常 

.
に
所
有
を
求
め
て
努
力
す
る
。
し
か
る
に
こ
Q
@
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
労
働
力
は
労
働
の
対
象
で
あ
る
素
材
を
も
た
な
け
れ
ギ
I

ぬ
。
こ

の
素
扨
は
営
羽
資
本
に
厲
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
労
働
力
は
、
資
本
が
提
供
す
る
も
の
を
加
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

獲

得(

営
利)

と
所
有
と 

を
手
に
入
れ
る
た
め
に
営
利
資
本
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
営
利
資
本
は
、
所
有
者
個
人
の
労
働
力
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自 

己
び
労
偎
を
使
用
す
ベ
き
资
本
す
ら
も
た
な
t
人
々
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
直
ち
に
資
本
と
労
働
と
の
間
の

自

然

的
、

有 

機
的
関
係
が
成
立
す
る

。
こ
の
よ
う
に
し
て
民

主
革

命(

政
治
革
命
、
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
革
命)

の
後
に
お
い
て
も
、
有

産
者
と
無

産

者(der Besitzende 

u. 

der Nichtbesitzende)

と
い
う
す
ベ
て
の
社
会
の
ニ

大
階
級
の
区
別
が
生
ず
る
。
有

産
者
の
階
級
は
営
利
資
本
を
所
有
す
る
階
級
で
あ
り
、
無 

産
者
の
階
級
は
無
资
本
に
し
て
労
働
を
有
す
る
階
級
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
状
態
は
最
初
の
う
ち
.は
完
全
に
、
調
和
的
な
、
人
格
の
概
念
に
適
合
し
た
於|

心
で
あ
っ
た
。
営
利
資
本
は
人
格
的
労
働
に
よ
っ
て 

へ
逆
成
さ
れ
る人

：；£

の
物
質
が
発
展
を
代
表
し
一
方
無
資
本
労
働
は
こ
れ
を
.達
成
す
る
た
め
の
能
力
で
あ
り
、
天
職
で
あ
る
。
食
本
は
"1
得
に
0
 ̂

放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
の
利
害
は
相
互
的
で
あ
り
、
こ
の
営
利
社
含
秩
序
達
全
に
自
然
に
か
な
っ
た
自
由
な
秩
序
と
思
わ 

れ
た
と
こ
ろ
が
現
実
に
お
し
て
、
無
資
本
労
働
は
資
本
の
獲
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
資
本
の
増
殖
は
資
本
相
互
間
の
競
争
と
相 

ま
っ
て
生
産
費
の
弓
下
を
要
求
し
そ
の
主
要
対
象
で
あ
る
賃
銀
を
可
及
的
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
資
本
は
、
そ
の
利
^

こ
よ 

っ
て
必
然
が
に
労
働
の
■無
資
本
性(Kapitallosigkeit )

.即
ち
労
働
が
資
本
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
永
続
的
な
も
の
と
す
る
勢
ゎ
と 

な

る

。資
本
を
全
く
も
た
な
い
者
は
い
か
な
る
資
本
を
も
獲
得
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
産
階
級
と
無
産
階
級
と
は
有
産
者
と
無
産
者 

と
い
う
身
分
と
な
っ
て
、
所
有
と
無
所
有
と
は
人
間
種

属
の
.中
に
固
定
し
て
、
社
会
秩
序
は
確
定
し
た
、
閉
鎖
的
な
秩
序
と
化
し
て
し
ま
う
の
で 

あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
の
社
会
的
地
位
は
不
動
の
、
亦
次
更
し
え
な
い
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
社
会
的
地
位
は
労
锄
が
獲
得 

と
財
産
と
に
発
展
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
の
で
、
労
働
の
概
念
と
.矛
盾
す
る
。
そ
れ
は
原
理
上
自
由
な
社
会
を
、
事
実
上
、
不
自
由
な
社
会
に
変 

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
の
理
念
と
も
矛
盾
す
る
。
更
に
こ
の
社
会
的
地
位
は
単
に
た
だ
.に
無
産
者
を
資
本
の
獲
得
か
ら
排
除
す
る
ば
か
り
で

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
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な
く
、
無
資
本
の
嘴
働
を
稼
働
資
本
に
、
無
産
者
を
有
産
者
に
従
属
さ
せ
る
。
こ
の
従
属
関
係
は
永
続
的
な
も
の
と
し
て
、
労
働
身
分
の
有
産
身

分
べ
の
従
厲
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
無
産
者
の
教
養
は
年
を
追
う
て
向
上
し
て
、
こ
の
矛
盾
を
意
識
し
、
批
判
し
て
、
や
が
て
平
等
の
観
念
に

到
達
し
、
こ
の
矛
盾
を
克
服
せ
ん
と
す
る
。
平
等
の
原
理
が
営
利
の
上
に
築
か
れ
た
社
会
の
不
平
等
に
到
達
す
る
と
、
こ
の
矛
盾
の
内
部
的
鲆
決

(

8)

を
求
め
る
研
究
的
精
神
の
活
動
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
活
動
は
外
部
的
闘
争
に
先
行
す
る
。
そ
し
て
目
立
た
ず
に
い
わ
ば
社
会
的
土
壤
の
地
下 

に
、
こ
の
活
動
は
道
.を
切
り
開
い
て
ゆ
き
、
そ
し
て
そ
の
秩
序
が
強
固
で
あ
れ
、ば
あ
る
ほ
ど
外
部
の
圧
迫
の
下
に
、
被
圧
迫
者
の
そ
の
活
動
成
果 

に
対
す
る
確
信
は
益
々
強
い
も
の
と
な
る
。
平
等
原
理
の
実
現
を
目
指
す
精
神
活
動
の
要
請
に
応
え
る
社
会
理
論
の
代
表
的
な
も
の
が
、
共
産
主 

義
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
等
原
理
と
い
っ
て
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
求
め
る
も
の
は
単
に
政
治
革
命
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
あ
の
封
建
的
特
権
の
廃 

止
を
意
味
し
た
所
謂「

法
の
前
の
平
等」

と
い
う
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ

的
.、
勝
式
的
な
も
の
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
更
に
進
ん
で
一
切
の
私 

的
所
有
の
止
揚
を
意
図
す
る
実
質
的
な
社
会
的
平
等
の
実
現
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
要
求
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
当
然
、
共
産
主
義
で
あ
る
と
シ
ユ 

タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「

平
等
と
い
う
思
想
は
フ
ー
フ
ン
ス
の
国
民
意
識
の
基
礎
で
あ
る
。

こ
の
平
等
は
有
産
者
に
対
し
て
は
実
現
さ
れ
て
い
る
が
、
人
民
、
即
ち
本
来 

の
プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ
に
対
し
て
は
実
現
さ
れ
て
は
お
ら
ぬ
。
故
に
プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ
に
お
い
て
は
、
平
等
は
現
存
す
る
も
の
の
否
定
と
^:
-
っ
て
現
わ
れ 

る
。
，何
と
な
れ
ば
現
存
す
る
も
の
は
不
平
等
を
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
否
定
に
対
す
る
事
実
上
の
地
盤
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
 

し
か
し
プ
ロ

レ
タ
リ
.ヤ
は
曾
て
第
三
身
分
が
他
の
身
分
に
対
し
て
戦
っ
た
そ
の
闘
争
の
相
続
人
で
あ
る
。
‘：
：
.故
に
平
等
の
原
則
が
、

こ
こ
に

お
し
て
一
方
に
偏
し
て
、
現
状
の
単
な
る
否
定
た
る
に
.止
る
所
以
が
説
明
で
き
る
。

.
か
く
し
て
、
そ
れ
自
ら
に
お
い
て
免
が
れ
難
い
、
こ
れ

ま
で
の
歴
史
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
絶
え
ず
確
認
さ
れ
た
一
.つ
の

結
論
が
生
ず
る
。
日
く
、

共
産
主
義
ブ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
中
に
お
い
て
の
み
可
能
で 

あ
る
と

」

。 

>

.
と
は
言
っ
て
も
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
、
無
論
、
共
産
主
義
を
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
革
命
的
状
況
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
対
ブ
ル
ジ
ョ

ヮ
ジr

-

の
階
級
的
闘
争
の
原
理
を
導
出
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
克
服
す
る
唯
一
の
力
を
国
家
に
求
め
、
国
家
を
支
配
階
級
の
影
響
か
ら 

■

解
放
し
て
、

そ
の
理
念
的
規
定
を
な
す
自
由
の
実
現
を
企
図
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
、
社
会
改
良
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、「

社
会
的
王 

政」

の
観
念
を
提
示
し
た
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
ょ
う
に
、

シ

ュ
タ
ィ
ン
は

プ

口
レ
タ
リ
ャ
を

資
本
制
社
会
の
歴
史
的
発
展
に
条
件
付
け
ら

.れ
た

現
象
と

.
 

み
た
。
こ
の
点
で
は
、
後
に
来
る
マ
ル
ク
ス
も
同
樣
で
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
タ
ィ
ン
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
発
生
の
原
因
を
経
済
的
•
社
会
的
関
係
に 

あ
る
と
認
め
る
が
、
こ
の
点
も
ま
た
マ
ル
ク
ス
に
先
ん
じ
て
い
る
と
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
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マ
ル
ク
ス
の
.プ

口
レ
タ
リ

ャ
論
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
忘
れ
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

そ
の
背
景
を
な
す
史
的
唯
物
論
と
い
う
世
界
観
と
の

関
速 

で
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
観
の
生
成
、
発
展
に
照
応
し
て
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
観
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
.
マ
ル
ク
ス
の
プ
ロ
レ
タ 

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
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一
八(

八
ニ
〇)

リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
彼
自
身
の
経
験
や
観
察
の
結
果
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
時
の
工
場
の
条
件 

の
観
察
や
工
業
労
働
者
と
の
直
接
の
接
触
や
経
済
学
の
研
究
か
ら
経
験
的
に
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
概
念
の
構
成
作
業 

は
彼
の
社
会
主
義
概
念
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
哲
学
的
方
法
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
概
念
を
へ
ー
ゲ
ル
、
 

フ
ォ
イH
ル
バ
ツ
ハ
、

へ
ス
等
の
哲
学
的
影
響
の
下
に
開
発
し
た
人
間
自
己
疎
外
の
教
義
の
中
に
同
化
し
た
の
で
あ
^
^

マ
ル
ク
ス
が

初
め
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ
と
い
う

言
葉
を
使
い
、

そ
の
意
義
と
使
命
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、

一
八
四
三
年
末
頃
に
執
筆
さ
れ
、
 

翌
四
四
年
パ
リ
で
発
行
さ
れ
たr

独
仏

年
誌」

に
掲
載
さ
れ
た

「

へ

ー
ゲ
ル

法
哲
学
批
判
序
説」

N
u
r kritik der 

Hegelschen Philosophie, 

winleitung)

で
あ
る
0 

.

こ
の
論
文
で
、

マ
ル
ク
ス
は
特
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
革
命
の
可
能
性
を
展
望
し
て
、
ド
イ
ツ
は
政
治
革
命(

民
主
革
命
、
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
革
命) 

を
素
通
り
し
て
、
い
き
な
り
社
会
主
義
革
命
を
な
し
と
げ
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
政
治
革
命
は
中
産
階
級
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
革
命
の
中
で
中
産
階
級
は
社
会
を
自
己
の
利
益
に
従
属
さ
せ
て
自
己
の
目
的
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
に
は
政
治

革
命
を 

遂
行
し
う
る
よ
う
な
中
産
階
級
は
存
在
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
全
人
類
的
革
命(

社
会
主
義
革
命)

を
遂
行
す
る
の
は
い
か
な
る
社
会
階
級
か
と
い 

え
ば
、
そ
れ
は
全
社
会
の
利
益
と
は
別
個
の
独
自
の
利
益
と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
階
級
、
す
な
わ
ち
そ
の
利
益
が
全
人
類
の
利
益
と
一
致
す
る 

•よ
う
な
階
級
、
す
な
わ
ち
新
興
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
が
こ
れ
で
あ
る
と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
解
放
の
使
命
を
担
う
主
体
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
い
う
新
た 

に
抬
頭
し
つ
つ
あ
る
階
級
を
お
い
て
外
に
は
な
い
と
論
じ
、
で
は
来
る
べ
き
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
革
命
の
準
備
を
す
る
上
で
、
哲
学
は
、
い
か
な 

る
役
割
を
つ
と
め
る
ベ
き
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
哲
学
が
観
想
の
世
界
か
ら
実
践
の
世
界
へ
、
書
斎
か
ら
街
頭
へ
と
そ
の
実
践

化
の 

必
要
を
説
き
、.「

歴
史
に
奉
仕
す
る
哲
学」

は
現
実
の
力
に
対
す
る
批
判
と
な
り
、

従
っ
て
哲
学
自
身
が
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

哲
学
は 

プ

ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
協
力
し
て
、
そ
の
具
現
す
る
と
こ
ろ
の
.革
命
的
理
論
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
う
。

「

ド
イ
ツ
人
の
解
放
は
人
類
の
解
放
で
あ
る
。

こ
の
解
放
の
頭
脳
は
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
心
臓
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
で
あ
る
。…

…

批
判
の
武
器

は
も
ち
ろ
ん
武
器
の
批
判
に
代
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、物
質
的
な
力
は
物
質
的
な
力
で
な
お
す
よ

り

外
に
は
な
い
。.
：

：•理
論
は
そ
れ
が
大
衆
の
心 

を

つ
力
む
や
不
1-
1
や
物
質
的
な
力
に
な
る…

…

哲
学
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
を
止
揚
せ
ず
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
は
哲
学
の
実 

現
な
し
に
は
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
い
い
、「

哲
学
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
中
に
そ
の
物
質
的
武
器
を
見
い
だ
す
よ
う
に
、プ

ロ
レ
タ
リ 

ャ
は
哲
学
の
中
に
そ
の
精
神
的
武
器
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
思
想
の
稲
妻
が
こ
の
素
朴
な
大
衆
の
土
壌
べ
深
く
落
下
す
る
や
否
や
、
ド
イ
ッ
民
族 

の
人
間
へ
の
解
放
は
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う」

と
い
っ
て
、哲
学
と
相
ま
っ
て
プ
.P
レ
タ
リ
ヤ
の
革
命
的
使
命
の
重
大
な
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
ら
ば
、
プ

ロ
レ
タ
リ

ャ
と
は
い
か
な
る
性
格
の
社
会
階
級
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ

れ

は「

市
民
社
会
の
い
か
な
る
階
級
で
も
な
い
市
民 

社
会
の
一
つ
の
階
級
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
解
消
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
身
分
で
あ

り

、

そ
の
普
遍
的
な
苦
悩
の

ゆ
え
に
普
遍
的
な
性
格 

を
も
ち
、
何
か
特
殊
な
不
正
で
は
な
く
、
不
正
そ
の
も
の
を
蒙
っ
て
い
る
た
め
に
、
な
ん
ら
特
別
の
権
利
を
要
求
し
な
い
一
つ
の
階
層
で
あ
る
。
 

そ
の
階
層
は
、
.も
は
や
歴
史
的
な
権
原
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
人
間
的
な
権
原
だ
け
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ド
イ
ツ
の
国
家
制
度 

の
諸
帰
結
に
対
し
て
一
面
的
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
に
対
し
て
全
面
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

最
後
に
、
社
会
の
他
の
あ
ら 

ゆ
る
階
層
か
ら
自
分
を
解
放
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
を
解
放
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
が
で 

き
な
い
階
層
で
あ
る
。

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
人
間
の
完
全
な
る
喪
失
で
あ
り
、

従
っ
て
、
た
だ
人
間
の
完
全
な
獲
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
回 

復
し
う
る
よ
う
な
一
っ
の
階
層
で
あ
る
。
社
会
の
解
消
を
特
殊
な
一
階
級
と
し
て
体
現
し
た
も
の
、
.，即
ち
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
で
あ
る」

と
。

プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
の
概
念
が
、
'
 
こ
の
よ
う
に
‘フ
ォ
イ
エ

ル
、、ハ
ッ
ハ
流
の
哲
学
的
表
現
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
後
年
の
経
済
学
的
な
表
現
は
ま 

だ
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。
■マ
ル
ク
ス
は
当
時
す
で
に
経
済
学
を
可
成
り
研
究
し
て
お
り
、
唯
物
史
観
を
仕
上
げ
る
た
め
に
経
済
学
の
も
づ

意
義 

を
葸
識
し
て
は
い
た
が
、
な
お
依
然
と
し
て
へ
ー
ゲ
.ル
、

フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
強
い
影
響
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

哲
学
を
第
一
位
に
お 

き
、
す
べ
て
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
.マ
ル
ク
ス

.に
よ
れ
ば
、

こ
の
哲
学
の
う
ち
に
こ
そ
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は

「

そ 

の
精
神
上
の
武
'器」

を
見
い
だ
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
哲
学
こ
そ
社
会
主
義
革
命
の
頭
脳
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
抑
圧
と
搾
取
か
ら
の
人
類

形
成
期
の
マ
.ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
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の
解
放
の
へ「

頭
脳」

な
.の
で
あ
る
。「

人
間
の
完
含
喪
失」

.へ
と
.い
い「

人
間
の
完
全
な
回
復」

と
I

暴
の
端
々
に
も
、

フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ 

ハ
の
.「
現
実
的
人
間
主
義」

.の
影
響
の
並
々
な
ら
ぬ
.こ
と
を
強
く
示
し
て
い
る
。

.

.

'

こ
の
プ
ロ
レ
タ
；リ
ヤ
は
ど
う
-1
.て
生
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
-
マ
ル
ク
ス
は「

プ
口
レ
タ
リ
ヤ
は
ド
ィ
ツ
で
は
、
工
業
の
運
動
が
侵
入
し
て
く
る

■
 

'
 

.
 

'
 

•
. .
.
.
.
. 

- 

に
つ
れ
て
、
ょ
う
や
く
生
成
^
初
め
て
い
る」

と
い
っ
.て
、：
こ
こ
に
皁
く
も
、'
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
を
資
本
主
義
の
産
物
と
し
て
認
識
し
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ヤ
を
自
然
発
生
的
な
貧
困
と
区
別
し
、'
こ
の
貧
困
に
対
し
て
"
マ
ル
タ
.ス
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た

貧
困
.を
対
立
さ
せ
た
。
し
か
も
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
い
う
大
衆
は
'「

社
会
の
重
圧
に
ょ
っ
て
機
械
的
に
抑
圧
さ
れ
た
大
衆
で
は
な
く
、
社
会
の

急
激
な
解
体
、
特
に
中
産
階
級
の
解
体
が
ら
発
生
し
た
大
I」

で
あ
る
。
こ
の
ょ
う
に
し
.て
近
代
エ
：業
の
発
展
が
革
命
的
な
階
級
を
造
り
出
し
、

そ
の
貧
困
が
、

私
有
制
と
.の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
，れ
て
い
.る
。：

階
級
と
階
級
闢
争
が
大
づ
か
み
に
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、

そ
こ
に
は
ま

だ
、
と
れ
と
私
有
制
に
基
く
経
済
機
構
の
必
然
の
結
果
と
し
て
の
貧
窮
化
の
作
用
と
の
関
連
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

*
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t

「

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説」

の
後
を
承
け
て
、
そ
.の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
観
念
を
更
に
拡
充
さ
せ
た
.の
は
一
八
四
五
年
の
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共 

著

•

「

聖
家
族」

(die Heilige F
a
m
i
n
e
)

で
あ
る
。「

序
説」

の
マ
.ル
ク
ス
は
、
す
で
.に
社
会
主
義
者
と
し
て
、
社
会
革
命
を
遂
行
す
べ
き
現
実
的 

.な
担
い
手
と
.し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
を
発
見
し
、
こ

れ

と「

哲
学」

を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
考
え
方 

は
、
こ

の「

聖
家
族」

で
は
.一
段
と
明
確
な
形
を
と
り
、
プ

P
レ
タ
リ
ヤ
の
窮
乏
の
中
に
社
会
革
命
の
現
実
的
な
動
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
そ
じ
て
、
こ

の「

窮
乏」

が
階
級
闘
争
を
激
化
さ
せ
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
、
社
会
主
義
的
変
革
が
必
然
的
に
起
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る 

に
至
っ
た
。
無

論

「

聖
家
族」

は

「

序
説」

に
く
ら
べ
れ
ば
そ
め
分
析
は
は
る
か
に
現
実
的
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
な
お
、.
た
と
え
ば
、対
立
物
、
.
 

止
揚
、
人
間
的
自
己
疎
外
、
矛
盾
、
非
人
間
化
、人
間
的
本
性
な
ど
の
言
葉
が
頻
繁
に
^
^
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

へ
ー
ゲ
ル
や
フ 

ォ
ィH

ル
バ
ッ
ハ
.め
哲
学
的
な
用
語
と
思
考
法
が
す
こ
ぶ
る
目
立
：っ
て
い
て
、経
済
学
に
甚
だ
不
足
し
て
い
る
。r

経
済
学
r哲

学

手

稿

」
(

一
八
四
四 

年)

.の
後
を
う
け
た
作
品
と
し
1
、
.い
さ
さ
か
奇
異
の
感
に
た
え
な
い
。

「

聖
家
族」

第
四
章
の
四
、「

プ
ル
ー
ド
ンJ

.

は
全
巻
中
最
も
異
彩
に
富
ん
だ
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
，マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
が 

概

ね

「

私
有
^
産
の
諸
関
係
を
人
間
的
、
合
理
的
な
間
係
と
し
て
う
け
い
れ
、
.そ
の
基
本
前
提
た
る
私
有
財
産
に
対
し
て」

何
ら
の
検
討
を
加
え 

る
こ
と
が
な
か
っ
た
.の
•に
対
し
て
、「

プ
ル
I
ド

ン

社
'経
済
学
の
基
礎
た
る
私
有
財
産
に
批
判
的
検
討
を
、.
し
か
も
最
初
の
最
も
徹
底
的
な
、

忌 

憚
な
き
、
同
時
に
科
学
的
検
討
を
加
え
た
。
こ
れ
は
ま
こ
.と
に
彼
が
な
し
と
げ
た
一
大
科
学
的
進
歩
で
あ

っ

て

、

'
こ
の
進

歩

は

経
済
学
に
革
命
を 

起

し

真

の

経

済

科

学(eine wirkliche w
i
l
n
s
c
h
a
f
t

 d
e
r

多
江
0

&
6

ぎ
11

§
£
-

を
初
め
て
”可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

プ
レ

I
ド
ン
つ

著

作

「

財
産
と
は
何
ぞ
や」

は
近
世
の
経
済
学
に
対
し
て
、

、ゾ
エ-

ニ K

の

著

作「

第
一
.二
身
分
と
は
何
ぞ
や」

'が
近
世
政
治
学
に
対
し
て
有
す
る 

と
同
様
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る」

と
い
っ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
著
作「

財
産
と
は
.何
ぞ
や」

を
絶
讃
す
.る
と
共
に
こ
れ
を
批
判
し
な
が
ら
、
 

私
有
財
產
と
貧
困
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
の
内
的
な
閨
連
を
鋭
く
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

.

マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
資
本
制
^
!会
の
■よ
っ
て
立
つ
.礎
石
で
あ
る
私
有
財
産
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
と
い
う
対
立
物
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
自 

己
の
墓
穴
を
掘
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

「

フ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
富
.は
対
立
物
で
あ
る
。.
こ
れ
ら
の
も
の
.は
.、：

こ
'の

よ

う

な

も

の

と

し

て

.一
つ
の

V

全
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
有
財
産
•
 

の
世
界
の
ニ
つ
の
姿
態
で
.あ
る
,0
こ
の
ニ
つ
'の
も
の
が
対
立
.の
う
ち
で
占
め
る
一
定
の
■地
位
が
問
題
で
あ
る
。.
こ
れ
を
全
体
の
ニ
づ
の
側
面
と
し 

て
説
明
す
る
だ
け
で
：は
足
り
な
い
。

：;、
 

,

•
形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
.周
辺

 

ニ
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ニ
ニ
.(

八
一
一
四

)
.
私
有
財
産
は
、
私
有
財
産
.と
し
て
、
富
と
し
て
、.
自
分
自
身
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
.も
に
、
そ
の
対
立
物
た
る
プ
ロ
レ
タ
.リ
ャを
存
在
さ
せ

t
*
く
..こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
対
立
の
肯
定
的
な
側
面
で
あ
り
、
自
分
自
身
；に
満
足
し
た
私
有
財
産
：で
あ
る
。

プ
ロ
.レ
タ

リ

'
ヤ
は
逆
に
、
，
プ.ロ
"
レ
タ

リ

ヤ
と
し
て
は
、
自
分
自
身
を
、
そ
し
て
そ
れ
と

.と
も
に
、
彼
を
プ
ロ
レ

タ

リ

ヤ
た
ら
し
め
、
彼
を
制
約

す
る
対
立
物
を
、
す
な
わ
ち
、
私
有
財
産
を
止
揚
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
烀
立
の
否
定
的
な
側
面
で
あ
り
、
対
立
自
身
に

•
 

(

2

)

お
け
る
不
安
で
あ
り
、
解
消
さ
れ
た
、
ま
た
解
消
さ
れ
づ
つ
あ
る
私
有
財
産
で
あ
る」

。

.
そ
の
表
現
は
へ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
を
思
わ
せ
る
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
私
有
財
産
制
を
そ
の
基
盤
と
し
て
、
プ
ロ
.
レ
タ
リ
ャ
か
ら
生
産
手
段
を 

奪
っ
て
い
る
資
本
制
社
会
の
構
造
が
互
に
敵
対
す
る
ニ
つ
の
階
級
の
対
立
と
し
て
現
わ
れ
て
.い
る
こ
.ど
、
階
級
と
階
級
闘
争
の
基
盤
が
経
済
的
な 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
し
る
。

資
本
制
社
会
に
お
い
て

プ

.ロ

レ

タ
リ
ャ
は
非
人
間
化
を
完
成
さ
れ
て
い
る

。

資
本
主
義
の
.発
展
が
こ

の
非
人
間
化
を
押
し
進
め
る
も
の
と
す
れ 

ば
、
プ
ロ
レ
タ

リ

ャ
は
、
私
有
財
産
制
に
も
と
づ
.く
こ
の
社
会
そ
の
も
の
に
反
逆
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
ぅ
に
し

む
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

「

だ
か
ら
対
立
の
内
部
で
は
、
私
有
財
産
所
有
者
は
保
守
的
.な
党
派
で
あ
り
、
プ
ロ
レ

タ

リ

ャ
は
破
壊
的
な
党
派
で
あ
る
。
前
者
か
ら
は
対
立
を 

維
持
す
る
行
動
が
，お
こ
り
、
後
者
が
ら
は
こ
れ
を
絶
滅
す
る
行
動
が
お
こ
っ
て
く
>̂
3)

。」

が
、

こ
の
闘
争
は
.プ
ロ
レ

タ

リ

ャ
の
勝
利
を
も
っ
て
終 

る
が
、.「

プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
が
勝
利
し
て
も
、

そ
れ
に
.よ
っ
て
、

決
し
て
社
会
の
絶
対
的
な
侧
面
に
な
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
レ
タ

リ

ャ

は
、
自
分
自
身
と
そ
の
対
立
者
と
を
止
揚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
勝
利
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
勝
利
と
と
も
に
、

プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ

(

4)

も
、
ま
た
こ
れ
を
制
約
す
る
対
立
物
と
し
て
の
私
有
財
産
も
消
滅
す
る」

と
述
べ
て
、

マ
，ル
ク
ス
は
共
産
社
会
の
実
現
の
必
然
性
を
確
信
し
て
い 

た
も
の
の
よ
ぅ
で
あ
る
。
 

.

し
か
ら
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
を
、
自
己
の
解
放
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
革
命
に
駆
り
立
て
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
私
有
財 

産
の
た
め
に
自
分
が
追
い
こ
ま
れ
た「

も
は
や
し

り

ぞ

け

よ

う

の
な
い
、
も
は
や
弁
解
し
よ

う

の

な
い
、
絶
対
に
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
窮
乏」

と
非

人
間
性
で
あ
る
。
無
産
者
が

.有
産
者
の
た
め

.に
窮
乏
の
ど
ん
底
に
追
い
こ
ま
れ
て
、
遂
に
耐
え
き
れ
ず
、
社
会
に
句
っ
て
死
に
物
狂
い
の
反
逆
に 

立
ち
あ
が
る
と
い
う
思
想
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
以
前
に
も
存
在
し
て
、
格
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
資
本
制
社
会
の
上
に
移 

し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
社
会
主
義
革

 <1

叩
へ
の
必
然
的
決
起
を
と
い
た
の
は
特
に
マ
ル
ク
ス
で

あ
り
、

以
来
こ
の
考
え
方
は

「

共
産
党
宣
言

」

や

「

資
本
論」

で
は
一
層
ま
と
ま
っ
た

形
で
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

プ
ル

ー
ド
シ
は
.マ
ル
ク
ス
が
ま
だ
経
済
学
の

知
識
に
う
と
く
、

余
剰
価
値
説
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
一
八

四
〇
年
代
の
初
め
、

す
で
に
私
有
財 

産
と
貧
窮
と
の
内
的
関
連
に
着
目
し
て

「

資
本
の
運
動
が
い
か
に
窮
乏
を
生
み
だ
し
て
い
る
か
を
詳
し
く
立
証
し
た

」

。

マ
ル
ク
ス
は
更
に
一
歩 

を
進
め
て
こ
の
フ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
窮
乏
の
中
に
窮
乏
を
見
る
こ
と
な
く
、
社
会
変
革
の
現
実
的
契
機
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本 

主
義
は
た
だ
大
い
に
窮
乏
を
生
み
だ
す
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ャ
に
、

資
本
制
社
会
を
打
倒
し
、
共
産
社
会
を
建
設
す
る
と
い
う
歴
史
的 

使
命
を

遂
行
さ
せ
る
諸
条
件
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
窮
乏
を
絶
滅
さ
せ
る
と
い

う

学
説
を

付
加
し

た
の
で
あ
る
。

注
T) 

M
a
r
x
,

 

Engels; 

W
e
r
k
e
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Marx, Engels; 

W
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k
e

 Bd. 2, S. 3
7
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大
月
版
全
集
ニ
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三
ニ
ー
三
三
頁
。
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Marx, Engels; 

W
e
r
k
e

 Bd. 2, s. 

3
7
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大
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版
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集
ニ
、
三
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頁
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(

4) 
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大
月
版
全
集
ニ
、
三
三

—

三
四
頁
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■

九

マ
ル
ク
ス
ガ
フ
：I

レ
タ
リ
ャ
の
問
題
を
全
面
的
に
か
つ
系
統
的
に
取
り
扱
っ
た
の
は

二
八
四
八
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス

‘と
の
共
著

「

共

鏖

宣
言」

て
あ
ろ
う
こ
の
時
マ
ル
ク
ス
の

世
界
観
は
殆
ど
完
成
の
域
に

.達
し
て
い
た
。
共
產
党
宣
言
は
こ
の
新
し
い
世
界
観
を
ー
八
四
八
年
の
苹
命
に 

対
し
て
宣
言
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
宣
言
で
、

マ
ル
ク
ス
は
唯
物
史
観
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
発
展
の
法
則
が
資
本
制
社
会
の
中
で
、
.
い 

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺

. 

. 

二

三

(

八
ニ
五)



, 

ニ

四

(

八
ニ
六)

が
に
運
動
し
、
資
本
主
義
は
い
か
に
し
.て
、
.そ
の
運
動
法
則
の
必
然
的
帰
結
.と
し
て
社
会
主
義
に
移
行
す
る
か
、
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ 

リ
ヤ
の
興
亡
隆
替
.と
プ
ロ
レ
.タ
リ
ヤ
の
歴
史
的
使
命
を
述
べ
.る
の
で
あ
る
。「

共
産
党
宣
言」

は
本
来
、「

ブ
ル 
'、シ

3
ヮ
ジ
ー
を
打
倒
し
、
プ
ロ
レ 

タ
リ
ヤ
の
支
配
を
樹
立
し
、-
階
級
対
立
に
も
と
づ
く
古
い
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
社
会
を
廃
止
し
、
階
級
も
な
く
私
有
財
産
も
.な
い
新
し
い
社
会
を
建
設
す 

る
こ
と」

を
目
的
と
し
た「

共
産
主
義
者
同
盟」

の

「

理
論
的
か
つ
実
践
的
な
党
綱
領」

と
し
て
作
成
さ
れ
た
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
文
書
で
あ
る 

か
ら
、
そ
の
重
点
が
特
に
プ
ロ
'レ
タ
リ
ヤ
の
政
治
的
な
.側

面

に

お

か

れ

て

：い

る

こ
と
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「

宣
言」

は
四
部
か
ら
櫞
成
さ
れ
て
い
る
。
：

B

ブ
ル
ジ

ョ
ワ
'と

プ

ロ

レ

タ

リ

ヤ

.
 

'
 

,

:

㈡

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
共
産
主
義
者

㈢

社
会
主
義
的
お
よ
び
共
産
主
義
的
文
書
、

㈣
.
種
々
の
反
政
府
党
に
対
す
る
共
産
主
義
者
の
立
場

こ
こ
で
問
題
と
な
る
も
の
は
、
右
の
中
、
㈠
と
㈡
と
で
あ
る
が
、

に
：

B
.

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
よ
る
共
産
主
義
革
命
の
戦
術
を
論
じ
た
も
の
と 

し
て注

！：E

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
’

「

こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
社
会
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る」

と
い
う

名
句
に
筆
を
起
し
た
マ
ル
ク
ス
は

' 
叙
述
を
原
始
共
産
社
会
に 

は
触
れ
な
い
で
、
古
代
奴
隸
社
会
か
ら
は
じ
_め
て
い
る
が
、
資
本
制
社
会
以
前
の
社
会
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も一

様
に
階
級
社
会
で
あ 

っ
.た
こ
と
.、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
対
立
し
た
基
本
的
階
級
の
名
を
列
挙
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
、
直
ち
に
資
本
制
社
会
の
階
級
構
造
と

そ 

の
社
会
の
階
級
闘
学
と
の
分
析
に
注
意
を
集
中
し
て
い
る
。
 

*

し
ば
ら
く
、

マ
ル
ク
ス
の
言
う
と
こ
ろ
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
な
が
ら
云
え
よ
う
。

近
代
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
社
会
は
封
建
社
会
の
没
落
の
中
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
'で
、

階
級
社
会
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
れ
以
前
の
諸
社
会
と
何
ら
変
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
新
し
い
階
級
、
新
し
い
抑
圧
の
条
件
、
新
し
い
闘
争
の
形
態
を
古
い
本
の
と
お
き
か
え
た
だ
け
で
あ
る
。
現
代
も 

こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
社
会
の
継
続
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
以
前
の
複
雑
な
階
級
対
立
を
単
純
な
も
の
に
し
た
と
い
う
と
こ 

ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
社
会
が
相
敵
対
す
るf

一
大
陣
営
に
、
そ
の
利
害
が
直
接
に
相
対
立
す
る
ニ
大
階
級
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ 

リ
ヤ
に
分
裂
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
ど
こ
か
ら
、
い
か
に
し
て
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
。
彼
ら
は
、
.も
と
を

た
だ
せ
ば
、
封
建
社
会
の
最
下
層
に
生
き 

て
い
た
農
奴
で
あ
.り
、
こ
の
農
奴
の
中
か
ら
初
期
の
都
市
に
で
て
き
た
城
外
^
民
と
い
う
の
が
、
後
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
I
の
そ
も
そ
も
の

原
型
で 

ぁ
っ
た
。
 

•

し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
な
城
外
市
民
は
ど
う
し
て
近
代
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
と
し
て
資
本

制
社
会
の
支
配
階
級
の
地
位
，に
の
し
あ
が

っ
た
か
。
 

.マ
ル
ク
ス
は
、「

ア
メ
リ
カ
の
発
見
、
ア
フ
リ
カ
の
回
航
が
/

い

か

に「

新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
に
新
天
地
を
ひ
ら
.き」

、「

商
業
に
、
航
海
に
、
 

工
業
に
未
曾
有
の
飛
躍
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
封
建
社
会
の
革
命
的
要
素
を
急
速
に
発
展
さ
せ
た
か」

、「

マ
ニ
ユ
フ
ァ
タ 

チ
ユ
ア
に
R

っ
て
近
代
的
大
工
業
が
お
こ
り
、

工

業

的

大

富

豪

.た

る

近

代

的

ブ
ル
ジ

ョ
ワ
が
現
わ
れ」

、

そ
の
蓄
積
し
た
巨
大
な
る
経
済
力
を
ふ 

ま
え
て
政
治
的
舞
台
に
進
出
し
て
、
近
代
的
代
議
制
国
家
に
お
い
て
独
占
的
な
政
治
支
配
権
を
握
る
に
至
っ
ハ
た)

か
を
経
済
史
的
に
、
縷
々
と
し
て 

説
い
て
ゆ
く
。
 

.

か

く

て「

ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
は
わ
ず
か
百
年
た
ら
ず
の
階
級
支
配
の
あ
い
だ
に
、
過
去
の
す
べ
て
の
時
代
を
合
せ
た
よ
り
も一.

層
大
量
的
な
、

-
 

(

3

)

一
層
巨
大
な
生
産
力
を
つ
く
り
だ
し
たJ

。

こ
の
巨
大
な
生
産
力
を「

魔
法
で
呼
び
出
し
た
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
は
、
自
分
が
呪
文
を
唱
え
て
呼 

び
だ
し
た
地
下
の
魔
物
を
自
分
の
力
で
は
も
は
.や
制
御
で
き
な
く
な
っ
た
魔
法
使
に
似
て
い
る
？…

…

そ
の
証
拠
と
し
て
、
.
周
期
的
に
襲
来
し
て

回
を
||
1
ね
る
ご
と
に
ま
す
ま
す
全
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
存
在
を
お
び
や
か
し
て
い
る
商
業
恐
慌
を
あ
げ
れ
ば
十
分
で
1
4̂)

。」

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
生

.

.

. 

. 

• 

. 

•

産
関
係
に
と

っ
て
あ
ま
り
に

.巨
大
に
成
長
し
す
ぎ
た
生
產

力
は
、

今
や
全
ブ
ル
、、シ
ョ
ワ
社
会
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
、

そ
の
存
在
を
危
く
さ
え

し

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
 

ニ

五

rfv
ニ
七)



- 

ニ

六(

八
二
八)

て
い
る
。
か
つ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
生
産
力
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
封
建
社
会
を
打
倒
す
る
の
に
役
立
っ
た
武
器
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
や 

.そ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
I
自
身
を
滅
す
武
器
と
な
っ
て
し
ま
っ(

U
。

'か
つ
て
封
建
社
会
の
末
期
に
、
そ
の
社
会
の
中
か
ら
今
日
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
生
れ
、
そ
れ
が
ブ
ル
ジ
.ョ
ワ
社
会
を
新
し
く
建
設
し
た
ょ
う 

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
発
展
に
伴
っ
て
、
そ
の
中
が
ら
、

た
だ
に
自
分
に
死
を
も
た
ら
す
武
器
を
鍛
え
あ
げ
た
だ
け
で
は

な
く
、
こ
の
武
器
を
執
る
人
間
、

つ
ま
り
こ
の
武
器
を
使
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
社
会
を
打
倒
す
る
人
間
を
つ
く
り

出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
プ
ロ 

(

6)

レ
タ
リ

ヤ
で
あ
る
。

こ
こ
で
.マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
意
義
を
説
明
す
る
が
、
彼
の
説
明
は「

哲
学
の
貧
困」

(

一
八
四
七
年)

と
同
様
に
経
済
学
研
究
の 

進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
て
'
そ
の
表
現
も
か
つ
て
の
ょ
.う
な
哲
学
的
の
も
ひ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
.

.「

彼

ら(

プ11

レ
タ
リ
ャ)

は
た
だ
仕
事
の
あ
る
あ
い
だ
だ
け
し
か
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
ら
の
労
働
が
資
本
を
増
殖
す
る
あ
い
だ
.だ
け 

し
か
仕
事
に
あ
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
自
分
自
身
を
切
り
売
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
売
買 

さ
れ
る
品
物
と
同
様
に
一
つ
の
商
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
の
商
品
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
競
争
上
の
変
化
や
市
場
の
変
動
に
さ
ら
さ
れ
て
い 

る
も
の
で
あ
る」

。

近
代
的
産
業
の
発
展
に
伴
っ
て
、
•機
械
が
普
及
し
、
分
業
が
進
む
に
従
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
労
働
は
、
全
く
独
立

生
を
失
い
、

全
く
魅
力
の 

な
い
も
の
、
単
純
な
も
の
と
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
は
単
な
る
機
械
の
付
属
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
賃
金
は
最
低
生
計
費
に
下
落
し
、
労
働
夺
間 

は
延
長
さ
れ
て
、
労
働
量
は
増
大
す
る
。
労
働
者
の
群
は
工
場
に
.つ
め
こ
ま
れ
て
軍
隊
式
に
編
成
さ
れ
る
。
彼
ら
は
産
業
軍
の
兵
士
と
し
て

士 

官
、
下
士
官
か
ら
な
る
完
全
な
る
位
階
制
の
監
視
の
下
に
お
か
れ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
、
ブ
•ル
ジ
ョ
ワ
国
家
の
奴
隸
と
な
っ
て
し
ま
う
。

，か
く 

て
工
業
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
毎
日
の
労
働
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
と
っ
て
耐
え
難
い
重
荷
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「

か
く
て
、プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
対
す
る
闘
争
が
は
じ
ま
る
0
最
初
は
個
々
の
労
働
者
が
、
次
に
は
一
工
場
の
労
動
者
が
、

次

に
は
一
地
方
の
一
労
働
部
門
の
労
働
者
が
、
彼
ら
を
直
接
に
搾
取
す
る
個
々
の
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
対
し
て
闘
う
。…

…
こ
の
段
階
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ャ
は
ま
だ
各
地
に
散
在
し
、
競
争
に
よ
っ
て
分
裂
し
た
群
集
で
あ
る
。…

…

し
か
し
工
業
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
単
に
そ
の

数
を
増
す
ば
か
り
で
な
く
、
益
々
大
き
な
集
団
に
結
集
さ
れ
て
、
そ
の
力
は
増
大
し
、
そ
の
力
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
。
機
械
が
次
第
に
労
働

の
差
違
を
消
滅
さ
せ
、
賃
金
を
殆
ど
ど
こ
で
も
同
一
の
低
い
水
準
に
押
し
さ
げ
る
た
め
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
内
部
に
お
け
る
利
害
と
生
活
状
態

は
次
第
に
平
均
し
て
く
る
。
プ
ル
ジ
ョ
ゥ
相
互
の
競
争
の
激
化
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
.
^
恐̂
慌
と
は
賃
金
を
ま
す
ま
す
動
揺
さ
せ
る
。
ま
す
ま
す

急
速
に
発
展
し
て
や
ま
な
い
機
械
の
改
良
は
プ
口
レ
タ
リ
ヤ
の
全
生
活
状
態
を
い
よ
い
よ
不
安
定
に
す
る
。
こ
の
た
め
、
は
じ
め
の
中
は
単
に
個

々
の
労
働
者
と
個
々
の
資
本
家
と
の
衝
突
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
や
が
.て
本
格
的
な
階
級
間
の
衝
突
と
い
う
性
格
を
带
び
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
対
抗
す
る
組
合
を
つ
く
り
は
じ
め
る
。
賃
金
を
維
持
す
る
た
め
に
団
結
す
る
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な

反
抗
の
た
め
に
永
続
的
な
組
織
さ
え
も
つ
く
る
。

闘
争
は
暴
動
と
な
っ
て
爆
発
す
る」

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
方
的
闘
争
か
ら
、

全
国
的
闘
争

(

8)

に
、
す
な
わ
ち
階
級
闘
争
に
結
集
さ
れ
る
。

こ
の
階
級
闘
争
は
必
ず
政
治
闘
争
と
し
て
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
マ
ル
ク
ス
は
い
う
.0
階
級
闘
争
の
究
極
のE

標
は
共
産
主
義
の
実 

現
で
あ
る
。
従
っ
て
.こ
の
0
的
の
達
成
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
政
治
闘
争
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
マ
ル
ク
ス
は
こ
の 

政
治
闘
争
に
際
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
何
を
な
す
べ
き
か
、
そ
の
戦
術
を
説
く
の
で
あ
る
。

.

プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
何
よ
り
も
ま
ず
政
治
権
力
を
掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
の
指
導
的
階
級
と
し
て
の
地
位
に
登
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
 

「

労
働
者
革
命
の
第
一
歩
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
を
支
配
階
級
の
地
位
に
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
、
デ
：モ
ク
ラ
シー

を
戦
い
と
る
こ
と
で
あ
る」

。
こ
の
政 

治
権
力
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
獲
得
さ
る
べ
き
か
と
言
え
ば「

現
社
会
の
^
^
に
ひ
そ
ん
で
い
る
と

こ
ろ
の
内
乱
が
公
然
た
る
革
命
と
な
っ 

て
爆
発
し
、I

恭
カ
に
よ
る
.ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
.丨
の
転
覆
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
が
支
配
権
を
樹
立
す
る…

…
」

と
い
う
章
句
に
徴
す
る
と
マ
ル 

ク
ス
は
暴
力
革
命
を
肯
定
し
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
 

ニ

七(

八
ニ
九)
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:

:

二
八
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八
三
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.

.
「

プ
'

ロ.
.
レ
.，タ
リ
'
.ヤ
.

は
.
.こ
.の
'
.政
治
権
力
を
利
用
し
.

て
、プ
ル
、、'ゾ
.
ョ
ヮ
ジ
ー
か
ら
す
べ
'

て
の
資
本
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
奪
V

取

り

す

へ

て

の
^'
産

要

具

を
 

国
家
の
手
に
"
す
な
わ
ち
支
配
階
級
と
し
.て
組
織
さ
れ
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ
の
手
に
集
中
し
、

生
産
力
の
.総
量
を
で
き
る
だ
け
急
速
に
増
太
さ
せ 

る
。…

…
こ
う
し
.て
発
展
の
進
む
に
つ
.

れ
て
、
階
級
の
差
別
、が
消
滅
し
、

' 

す
べ
て
の
生
産
が
団
結
し
た
人
々
の
手
に
集
中
さ
れ
た
な
ら
ば
、
公
的 

権
力
は
政
治
的
性
質
を
失
う
。
も
と
'
も
と
政
治
権
力
な
る
も
の
は
、

一
つ
の
階
級
が
他
の
階
級
を
抑
庄
す
る
た
め
の
組
織
さ
れ
た
暴
力
で
あ
る
。
 

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
と
.

の
闘
争
に
お
い
.

て
、
階
級
的
に
：団
結
し
、
革
命
に
よ
っ
て
自
ら
支
配
階
級
と
な
り
、
そ
む
て
支
配
階
級
と 

し
て
#

^

的
に
旧
来
の
生
産
関
係
を
廃
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
そ
の
生
産
関
係
の
廃
止
と
と
も
に
、
階
級
対
立
の
存
在
条
件
を
廃
止
し
、
 

階
級
一
般
を
廃
止
し
、
従
っ
：て
.

ま
た
自
ら
の
階
級
的
支
配
権
を
も
廃
止
す
る
の
で
あ
る
。
 

■

.

こ
う
し
て
階
級
と
階
級
対
立
：を
伴
う
旧
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
社
会
に
代
っ
て
、
各
人
の
自
由
な
発
展
が
万
人
の
自
由
な
発
展
の
条
件
と
な
る
よ
う
な
一 

つ.
の
共
同
社
会
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。」

ノ 

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
解
放
は
一
切
の
階
級
別
、

一
切
の
階
級
対
抗
を
廃
止
す
る
こ
>

と
：に
よ
っ
て
始
め
て
成
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の 

階
級
別
、
階
級
対
立
を
廃
止
す
る
に
は
、.
何
よ
り
も
ま
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
が
ブ
.ル
ジ
ョ

ヮ
ジ
ー
の
支
配
を
転
覆
し
て
、
自
分
の
手
に
国
家
権
力
を 

掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
.

で
あ
る
が
、
こ
の
政
権
の
移
行
は
暴
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
0
か
く
て
プ
ロ
，
レ
タ
リ
.

ヤ
は
国
家
権
力
を
に
ぎ
る
。
 

ブ
ル
ジ
ョ
ゥ
国
家
.

に
代
っ
て
プ
P

レ.
タ
リ
ヤ
国
家
が
生
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
が「

支
配
階
級
と
し
て
の
プ
•

ロ
レ
タ
リ
ヤ」

と
か
、

「

プ

ロ
レ
タ
リ
ヤ 

は
支
配
階
級
の
地
位
に
上
る」

.

と
か
、

「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
が
支
配
権
を
樹
立
す
る」

ま

た

は

「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
支
配」

と
か
と
い
う
言
葉
ひ
表 

現
し
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
国
家
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

. 

.

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
国
家
は
、「

ま
ず
ブ
ル
ジ
ョ

ヮ
の
所
有
権
と
生
産
関
係
と
に
対
す
る
専
制
的
な
侵
害」

に
よ
っ
て
、「

一
切
の
資
本
と
一
切
の
生

産
要
具
を
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
か
ら
奪
い
と
っ(

幻」

こ

れ

を「

国
家
の
手
に
集
中
し
、
生
産
力
の
.総
量
を
で
き
る
だ
け
急
速
に
増
大
す
る
こ
と
に
よ

(

2)

つ
て
、
階
級
お
よ
び
階
級
対
立
の
存
立
条
件
を
廃
止
し
、
階
級
一
般
を
廃
止
し
、
従
っ
て
自
分
の
階
級
支
配
権
を
も
廃
止
す
る」

こ
と
を
そ
の
任

務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
国
家
の
権
力
は
い
か
な
る
方
式
で
行
使
さ
れ
る
か
、
民
主
的
か
、
独

裁
的
か
と
い
.

え
ば
、
.
.
マ
ル
ク
ス
は
あ
る
と
き
は
.「

民
主
主
義
を
た
た
か
い
と
る」

.
：
と
い
う
言
葉
を
使
っ
.

て
、.
民
主
的
方
式
の
是
な
る
こ
と
を
示
唆

し
、
.ま
た
あ
る
と
き
は
、

「

所
有
権
お
ょ
び
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
的
生
産
関
係
に
対
す
る
専
制
的
侵
害
を
逋
じ
て
の
み
行
如
れ
る」

と

か「

旧
生
産
関
係

を
強
権
的
に
廃
止
す
る」

と
か
と
述
べ
て
独
裁
的
方
式
の
避
け
難
い
こ
と
を
暗
示
し
て
お
っ
て
、
彼
の
真
意
の
那
辺
に
あ
る
の
か
ナ
分
明
ら
か
で 

(

3

)

は
な
い
。
：こ
の
プ
P

レ
タ
リ
ヤ
国
家
と
い
う
特
殊
の
国
家
は
、

マ
ル
ク
ス
の
い
.わ
ゆ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
独
裁
を
意
味
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る 

が
、「

共
産
党
寬
言」

で
は
ま
だ
ど
こ
に
も「

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
独
裁
_

」

と
い
う
言
葉
.は
使
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
彼
が
は
っ
き
り
と
こ
の
語
を
使
つ
' 

た
の
は
、「

宣
言」

か
ら
四
年
後
の
一
八
五
ニ
年
、
'

親
友
ヮ
ィ
デ

マ
ィ
ヤ
ー
に
送
っ
た
書
簡
と
一'
八
七
五

年

「

ゴ
ー
タ
綱
領
批
判」

で
あ
る
こ
と 

は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
.

と
こ
ろ
で
あ
る
。

. 

\

•*

注

(

1

)

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
の
都
市
は
領
主
を
中
心
に
城
壁
あ
る
い
は
境
界
標
で
四
ま
れ
た
一
定
の
驰
域
が
き
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
農
村
か
ら
出
て
き 

た
農
奴
た
ち
は
そ
の
中
に
入
る
こ
と
が
.

許
さ
れ
な
い
で
城
壁
の
外(

下)

に
住
ん
で
い
た
。
し
か
し
市
民
権
だ
け
は
与
え
ら
れ
て
い
た
，の
で
城
外
市
民(

城
下 

..

民)

と
呼
ば
れ
た
。
 

.

(

2

)

マ
ル
ク
ス

—

エンゲルス

 

>

共
産
党
寡
ロ」

。
角
川
版
三
五
丄
一
一
六
頁
。

(

3

)

前
掲
.

四
〇
頁
。
‘ 

_

(

4

)

前
掲
四
ニ
頁
。

 

;
 

,

(

5

)

前
掲
.

四
-:

貢
。 

.

(

6

)

前
掲
四
ニ
頁
。

 

■

. 

(

？)

•

前
掲
四
ニ
頁
。’バ

(

8

)

前
掲
四
四

—

四
五
頁
"

.

(

9

)

前
掲
四
九
頁
。

 

•

. 

(

10)

.

前
掲
六

一
—

六
ニ
頁
。

'

.

.
 

.

(

11)

前
掲
六
一
頁
。

 

' 

.

.

.形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
肩
辺
.
 

ニ

九
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八
三
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三

〇0
<
三

ニ)

12)

前
掲
六
ニ
頁
。

13)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
.レ
ー
ニ
ン
の「

国
家
と
革
命」

(

一
九
一
七)

の
-出
版
を
契
機
と
し
てKelsen, Mautner, Adler, C

u
n
o
w
,

福
田
、
小
衆
等
内
外 

の
学
者
間
に
激
し
い
論
争
が
戦
わ
さ
れ
た
。

.

Kelsen; Staat und. sozialismus.

■
Mautner; 

D
er wolschewismus.

Adler;. 

Die staa
ct-sau

HJawsun 
的
CU
(T
>
W
 Marxismus,

C
u
n
o
w
; 

D
i
e

g
P
J
^
g
o
h
e

 

,,GeseUschiafts 

u
n
d staatstheorie.

福
田
徳
三=

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
研
究

。

'
 

.

小
泉
信
三=

社
会
問
題
研
究
。

.. 

、

U)

一
八
五
ニ
年
三
月
五
日W

e
y
d
e
m
e
y
e
r

宛
の
書
信
，

…
…

僕
が
新
た
に
や
っ
た
こ
と
は
次
の
点
を
証
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
階
級
の
有
無
は
生
産
の
物
質
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
結
ば
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。

'

ニ
階
級
關
争
は
必
然
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
階
級
の
独
裁
.へ
.導
く
こ
と
。
：

'

三
こ
の
独
裁
そ
の
も
の
は
一
切
の
階
級
の
廃
止
と
階
級
の
な
い
社
会
へ
の
過
渡
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。

「

共
産
党
宣
言」

か

ら

「

資
本
論」

に
移
っ
.て
意
外
に
感
ず
る
こ
と
は
、「

資
本
論」

に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
と
い
ぅ
語
が
余
り
使
わ
れ
て
お
ら 

ず
、
こ
れ
に
代
っ
て 

Arbeiter, 

Lohnarbeiter, 

Fabrikarbeiter, a
r
b
d
t
e
n
d
e

E

p

g

g

o'
p̂
s .
g '
㈡

^

p̂

g

g

o

等
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と 

で
あ
る
。
第
二
巻
、
第
三
巻
は
専
ら
資
本
の
流
通
行
程
を
取
扱
っ
て
.い
る
関
係
上
、
プ
ロ

レ
タ
リ

ャ
の
語
が
見
当
ら
な
い
の

は

一
応
ぅ
な
ず
け
る 

と
し
て
も
、
そ
の
使
用
が
当
然
予
想
さ
れ
る
第
一
巻
に
も
た
だ
僅
か
.に
数
個
所
に
し
か
発
見
さ
れ
な
い
の
は
一
体
い
か
な
る
理
由
に
ょ
る
も
の
で 

あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
実
を
ど
う
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
を
解
く
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
も
の
は
マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
第
一
巻
第
二
十
三
章
で
述
べ
て
い
る
左
の
一
句
で
あ
る
。

「

資
本
の
蓄
積
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
増
加
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
は
経
済
学
的
に
は
、

資
本
を
生
産
し
増
殖
し
な
が
ら「

資
本
氏」

.——

ぺ
ク
ー
ル
の
擬
人
法
を
か
り
，れ
ば
I

の
価
値
増
殖
慾
に
と
っ
て
過
剰
と
な
れ
ば
街
頭
に
放
出
さ
れ
る
賃
労
働
者
の
こ
と
に
他
な
ら

L
W
O

」

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
は
経
済
学
的
に
は
賃
労
働
者
の
こ
.と
に
他
な
ら
た
い
と
い
っ
て
、
特
に
於
於
会
.
卜
.
と
断
っ
て
い

る
.こ
と
は
別
に
意
図
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
軽
く
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
.
マ
ル
ク
ス
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

や
や
も
す
^
ば
煽
動

者
、
宣
伝
者
等
を
含
む
政
治
的
意
慾
を
暗
示
す
る
プ
口
レ
タ
リ
ャ
と
い
う
社
会
学
的
概
念
と
、
賃
労
働
者
と
い
う
純
然
た
る
経
済
学
的
概
念
と
を

は
っ
き
り
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
賃
労
働
者
と
い
う
語
は
純
然
た
る
経
済
学
的
概
念
で
あ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
い
う
語
は

経
済
学
的
概
念
で
は
な
L
と
い
う
こ
と
、
少
し
く
補
足
し
て
い
え
ば
、
経
済
学
的
概
念
プ
ラ
ス
、
ア
ル
フ
ァ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

マ
ル

ク
ス
は
こ
の
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
資
本
論
で
プ
口
レ
タ
リ
ャ
の
語
■の
使
用
を
避
け
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
態
度
は
初
期
の
作
品
以
来
、
大
体
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注(

1)

マ
.ル
ク
ス
"
資
本
論

.第
一
巻
六
七
九
、
六
八
九
、
七
，1

9
七
五
九
、
七
六
〇
、
七
六
四
、
七
七
三
、
七
.八
〇
、.
七
八
ニ
、
七

八

憂

。

(

2)

マ
ル
ク
ス=

資
本
論
•
第
一
卷
六
四
五
頁
。
河
出
版
四
八
五
頁
。

以
上
述
べ
た
ょ
う
な
哲
学
的
、政
治
的
、経
済
学
的
要
素
の
外
に
マ
ル
ク
ス
の
プ
ロ

レ
タ
リ

ヤ
概
念
に
は
更
に
強
い
宗
教
的
要
素
が
伏
在
す
る
と 

い
う
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
宗
教
的
要
素
と
は
プ
P

レ
.タ
リ

ヤ

• 
メ
シ
ヤ
主
義
の
観
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
ま 

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
と
め
闘
争
を
戦
い
ぬ
い
て
、；

共
産
主
義
社
会
を
実
現
し
、
人
類
を
解
放
し
て
、
こ
れ
に
カ
と
幸
福
と
を
与
え
る
と
い
う
||
-
1界
史 

的
な
使
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
.

で
あ
る
。「

階
級
の
存
在
や
そ
の
階
級
間
の
闘

争

を

発

見

し

」
「

こ
の
階
級
闘
争
の

歴
史
的

発
展
を
記

形
成
期
の
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺 

三

一(

八
三
三)

•



三
ニ 

(

八
三
四)

述
し
、
.階
級
の
経
済
的
分
析
を
し(

T 1
J、
一
唯
物
史
観
に
近
似
す
る
思
想
を
表
明
し
.た
人
々
.は
、
：す
で
に
マ
ル
ク
ス
.以
前
に
も
少
く
な
い
こ
と
は
、

彼
自
ら
言
明
す
る
通
り
で
あ
っ
.て
、
.こ
の
点
で
マ
ル
ク
ス
の
功
績
を
余
•り
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
プ
ロ
レ
タ

リ

ヤ
が
メ
シ 

ヤ 

< 
救
世
主)
.と
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
解
放
者
、
全
人
類
の
救
済
者
と
な
：る
ベ
き
必
然
の
歴
史
的
使
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、
 

ひ
と
り

?
ル
ク
‘ス

の
創
見
で
あ
る
こ
と
は
疑
^>

え
な
I
 

ノ

旧
約
聖
書
に
い
う
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
自

ら

ャ

ー

ゥ

H

祌
の
選
民
で
あ
り
、
そ
の
胎
か
ら
、
民
を
神
の
国
に
導
く
と
こ
ろ
の
救
済
者
メ
シ 

ヤ
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。

マ
.ル
ク
ス
は

Y
ス
ラ
エ
ル
の
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
潜
在
意
識
に
は
、
す
べ
て
の
優
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
メ 

シ
ャ
的
観
念
が
ひ
そ
ん
で
い
た
。

彼
は
そ
の
.民
族
の
宗
教
的
根
帯
か
ら
は
な
れ
、
f

ゥ

5

に
対
す
る
信
仰
f

し
な
い
、

唯
物
論
者
と
な
っ 

た
。

し
か
し
祖
先
の

宗
教
か
ら
離
れ
た
孤
独
感
が
か
え
.っ
て
彼
の
.心
に
預
言
者
的
熱
情
を
強
く
喚
び
さ
ま
し
た
。
人
間
の
精
神
的
雲
は
決
し
て 

新
し
く
獲
得
し
た
知
的
な
学
説
に
よ
っ
て
消
失
す
る
も
の
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は

そ
の
本
質
の
深
み
に
お
い
て

依
然
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で 

あ
っ
た
。

彼
は
神
な
く
し
て
実
現
さ
れ
る
地
上
の「
神
の
国」

の
.到
来
を
信
じ
.て
い
る
。

彼
は
キ
リ
ス
ト
を
否
認
し
、
そ
の
出
現
を
待
望
し
、
M
, 

上
に
正
義
と
幸
福
の
王
国
を

実

現

す

ベ.き
メ
シ
ャ
を
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
認
め
な
い
。
彼
は
.世
俗
化
さ
れ
た
形
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
根
帯
か
ら 

離
さ
れ
た
形
に
お
い
て
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
千
年
王
国
説
を
告
白
し
て
い
る
。

'
.

し
.ハ
し
，よ
が
ら
、

マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
、

^
—
ゥ
ヱ
神
の
選
民
は
も
は
や
イ
ス
ラ
エ
■ル
民
で
は
な
く
て
プ
ロ
レ
タ

リ

ヤである十レメシヤは 

イ
ス
ラ
ヱ
ル
民
に
す
て
ら
れ
、
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
、
奴
隸
の
よ
う
に
死
ん
で
い
る
。
彼

'は
遂
に
真
理
、
正
義
'
力
、
幸
福
を
地
上
私
実
現
す 

る
こ
と
な
く
し
て
終
っ
た
。
彼
の
国
は
こ
の
世
の
国
で
は
.な
か
.
0た
。
_

新
し
い
メ
シ
ヤ
は
力
と
栄
光
と
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
あ
ら
ゆ
る
メ

シ
ヤ
的
希
望
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

彼
の
王
国
は
こ
の 

世
の
王
国
.で
あ
ろ
う
。
こ
の
メ

ツ
ヤ
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
姿
で
マ
ル
•ク
ス
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
■
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
は
正
に
人
類
の
選
民
を

形
成
し
、

.マ
ル
ク
ス
は
彼
ら
に
古
代
イ

.ス
ラ
ェ
ル
民
の
そ
れ
ょ
り
も
更
に
犬
な
る
徳
性
を
賦
与
し
た
。
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は

5
3

の
す
ベ
て
の
皆 

級
が
す
で
に
搾
取

o
原
罪
に
け
が

れ
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
自
由
で
あ
り
、
純
潔
で
あ
り
、
未
来
の
人
類
の
最
も
道
恧
的

k
人
間 

型
を
代
表
す

る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
う
ち
に
こ
そ
人
間
と
労
働
と
の
真
正
な
る
性
格
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
唯
物
史
観
、
階
級
闘
争
論
、
余
剰
面 

値
論
そ
し
て
全
人
類
の
解
放
と
い
う
固
有
の
召
命
が
プ
口
レ
タ
リ
ヤ
に
は
啓
示
さ
れ

•て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
".階
級
に
分
裂
し
て
い
る
占 

い
人
類
の
幻
想
を
暴
露
し
、
階
級
闘
争
を
や
め
、
階
級
そ
の
も
の
の
存
在
を
酿
止
し
、
人
類
を
結
合
し
て
、
調
和
に
導
く
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
世 

界
革
命
の
勝
利
に
ょ
っ
て
、
人
類
は
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
必
然
の
王
国
か
ら
共
産
主
義
に
ょ
っ
て
出
現
す
る
自
由
の
王
国
へ
飛
躍
す
る
こ
と
が 

で
き
る
真
の
歴
史
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
勝
利
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。
自
覚
せ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
独
一
に
し
て
真
正
な
人
類
で

へ
ブ
ラ
イ
人
の

メ
シ
ヤ
的
史
観
に
含
ま
れ
る
三
つ
の
根
本
的
於

a '
、

す
な
わ
ち

ヤ

ー
ゥ
ェ
神
の
選
民
イ
ス
ラ
ヱ
ル
ん

と
異
邦
人
と
の

対
立
、
異 

邦
人
に
対
す
る
神
の
厳
し
い
審
判
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
人
が

メ
シ
ヤ

の
主
国
に
お
い
て
復
権
す
る
と
い
う
こ
と

——

こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
は
、
い
ず
れ 

も
み
な
イ
ス
ラ
工
ル
の
子
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
の
革
命
的
信
念
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
応
的
契
機
を
見
い
だ
じ
て
い
る
。
選
民
イ
ス
ラ
ェ
ル

旧
約
聖
書
の
心
の
貧
し
き
者

-
-
に
対
応
す
る
も
の
は
プ
ロ

レ
？
リ
ヤ
で
あ
り
、

異
邦
人
に
対
応
す

る
も
の
は

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ

ー
で
あ
り
、

神
の
審
判
に
対
応
す
る
も
の
ば
社
会
革
命
で
あ
り
、
そ
し
て
選
民
が
メ
シ
ヤ
王
国
で
復
権
す
る
と
い
う
信
仰
は
、

マ
ル
ク
ス
で
の
、
プ
ロ
レ
タ
リ 

ヤ
が
共
産
主
義
社
会
で
解
放
さ
.れ
る
と
い
う
ム
叩
題
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
の
社
会
革
命
の
教
義
は
い
わ
ば
社
会
的
黙
示
録
と
も
い
う 

べ
き
も
の
で
あ

.る
と
い

0
た
ド

I
ソ
ン
の
評(

點
は
軽
妙
で
あ
る
。

注
，

(

1)
M
a
r
x

のW
e
y
d
l
7
e
r
.

宛
の
書
筒(

一
八
五
ニ

5
一
一
月
五
白)
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(

2) 

Berdiaeff; 

Le marxisme et la religion.

宮
崎
信
彦
訳
四
六
丨
四
九
頁
。

 

•

(

3) 

D
a

匀son; 

Religion and the modern state.

深
瀬
訳
。

形
成
姐
の
'マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
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