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社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
一
一
一
先
生

平

井

新

小
東
先
生
が
社
会
思
想
に
初
め
て
興
味
を
も
た
れ
た
の
は
、..先
生
が
慶
応
義
塾
の
大
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
の 

契
機
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
四
十
三
^
，
.幸
徳
伝
次
郎
一
派
に
ょ
っ
て
企
て
ら
れ
た
と
い
う
大
逆
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
泉
先
生
は 

「

私
の
履
歴
書」

の
中
で「

天
皇(

明
治
天
皇)

崩
御
の
一
一
年
前
に
、
幸
徳
伝
次
郎
一
派
に
ょ
っ
て
企
て
ら
れ
た
と
い
う
大
逆
事
件
は

強
い
シ
ョ
ッ 

ク
で
あ
り
ま
し
た
。
幸
徳
は
無
政
府
主
義
を
奉
ず
る
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
た
。
無
政
府
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
.虚
無
主
義
と
は
い
か 

な
る
も
の
か
。
無
政
府
主
義
者
が
，そ
れ
に
訴
え
る
と
い
う「

実
行
宣
伝」

(propaganda 

p
a
r
l
e

 

fait)、

フ
ラ
ン
ス
に
起
っ
た
急
進
的
組
合
運
動 

者

(

サ
ン
ジ
ヵ
リ
ス
ト)

が
唱
え
-る
と
い
う
直
接
行
動
と
は
い
か
な
る
.も
の
か
。
人
び
と
は
そ
れ
を
問
題
に
し
、
博
学
な
森
鷗
外
は「

三
田
文
学」

に 

載
せ
た
.「

貧
困」

と
い
う
小
説
形
式
の
一
文
で
、
そ
の
解
説
と
評
価
を
試
み
た
り
し
た
。
人
：び
と
は
し
.き
り
に「

危
険
思
想」

と
い
う
こ
と
を
言
っ 

た
。
危
険
思
想
が
青
年
に
と
っ
て
魅
力
の
な
い
箸
が
な
い
。
当
時
、
私
た
ち
の
同
僚
や
同
年
輩
の
友
人
に
社
会
主
義
者
と
称
す
べ
き
も
の
は
見
当

ら
な
か
っ
た
が
、
多
か
れ
少
な
.か
れ
社
会
主
義
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
る
こ
と

は
皆
な
一
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
幸
徳
伝
次 

郎
、
堺
利
彦
の
共
歌
に
よ
る「

共
産
党
宣
言J

:

な
ど
も
、
私
た
ち
は
す
で
に
読
ん
で
い
ま
し
た」

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
'

大
学
在
学

中
は
特
に
堀
江
帰
一
、
福
田
徳
三
，
田
中
萃
一
郎
、
林
毅
陸
等
の
教
え
を
う
け
た
が
、
わ
计
て
も
福
田
徳
三
の
指
導
と
感
化
と
は
深

-

く
，
後
年
先
生
自
ら
そ
の
学
恩
に
感
謝
さ
れ
て
い
た
。
 

7 

.

当
時
'
日
本
に
お
け
る
社
会
思
想
研
究
の
水
準
は
ま
こ
と
に
低
い
も
の
で
、「

後
年
あ
る
機
会
に
拂
が
率
直
に
私
に
告
白
し
た
通
り
幸
徳

挵
両
人
と
も
、
久
し
く
マ
ル
ク
ス
を
知
っ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、「

宣
言」

の
如
き
も
翻
訳
す
る
と
き
，に
初
め
て
読
ん
だ
位
の
次
第
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

一
方
マ
ル
ク
シ
ス
ト
に
対
す
る
批
判
が
、
こ
れ
が
ま
た
幼
稚
な
も
の
で
、
当
時
大
学
教
授
側
で
マ
ル
ク
ス
を
•よ
く
読
ん
で
い
る
と

い
わ
れ
た
の
は
福
田
徳
三
博
士
が
第
一
で
"
博
士
は「

資
本
論」

全
三
巻
を
読
み
.、
自
ら
そ
の
索
引
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
し
ば
し
ば
マ
ル
ク

ス
の
深
遠
と
難
解
に
つ
い
て
は
語
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
系
統
的
な
も
の
は
何
も
発
表
し
て
な
か
っ
た
。

当
時
す
で
に
ヵ
ン
ト
派
法
哲
学
者
ス
タ
ム
レ
ル
の
マ
ル
ク
ス
批
判
は
、
紹
介
さ
れ
る
こ
.と
.は
ざ
れ
て
い
た
が
、
よ
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
思

う
。
ベ
ー
ム
の
価
値
論
批
判
、
ベ
ル
ン
'ゾ
タ
イ
ン
の
修
正
主
義
、
.
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
ク
の
資
本
論
展
開
は
何
れ
も
す
で
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ

て
い
た
が
、
日
本
の
学
界
は
あ
ま
り
問
題
に
せ
ず
、.
概
し
て
呑
気
な
も
の
で
あ
っ
た
。

」

と
当
時
の
学
界
の
一
端
を
回
顧
し
て
い
ら
れ
る
。

.

こ
の
程
度
の
社
会
思
想
の
知
識
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
と
先
生
，は
述
懐
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
着
い
て
、
こ
の
地
の
急
進
思

想
専
門
の
ヘ
ン
ダー

ス
ン
と
い
う
古
本
屋
で
共
産
党
宣
言
を
初
め
、.
プ
ル
ー
ド
ン
、
パ
ク
.丨
产
ン
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
、
タ
ッ
ヵ
ー
等
の
無
政
府
主

義
者
の
著
作
、
そ
の
他
す
ベ
て
現
行
秩
序
に
反
抗
す
る
.一
切
の
主
張
の
文
書
を
見
付
け
、
購
入
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
急
に
急
進
文
書
に
対
す
る 

\ 

(

2)

知
識
を
増
し
、
他
面
、
そ
れ
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
、
驚
か
な
く
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
と
追
憶
し
て
お
ら
れ
る
。

翌

一

九

二

一

一

年

十

一

月
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
を
経
て
、
ド
イ
ッ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
、
シ
ュ
モ
ラ
I
、
ヮ
グ
ナ
I
、

ヘ
ル
ク
ナ~

、

オ
ッ
ぺ
ン
ハ 

イ
マ
ー
の
講
義
を
き
き
、
更
に
べ
.ル
.リ
ン
の
商
科
大
学
で
ゾ
シ
バ
ル
-ト
の
講
義
を
き
い
た
が
、
特
に
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
感
銘
は
深
く
、
彼
の
名
は
後 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

七 

一

(

ニ
ー
四一 )



年
に
至
る
ま
で
、.
先
生9

話
題
に
土
る
こ
と
が
多
か
っ
た
0
当
時
ゾV

、

ハ
ル
ト
は
す
で
に
念
名
著「

十
九
世
紀
の
■社
会
主
義
と
社
会
運
動」

に 

ょ
っ
て
社
会
思
想
学
界
に
君
臨
し
て
.お
り
、
後
進
者
い
ず
れ
も
競
う
て
彼
の
他
筵
に
参
ず
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。「

社
会
主
義
と
社
会
運
動」 

の
第
十
*

は
そ
の
標
題
を
.「

プ
ロ
レ
タ
リ
.ヤ
社
会
主
儒」

と
‘
.改
：め
ら
4
、
\上
下
ニ
.卷
千
頁
と
い
，う
大
著
と
し
て
出
版
さ
れ
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
マ
ル 

キ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
態
度
も
ま
た
前
著
の
傾
倒
的
.•
共
感
的
か
ら
批
判
的
に
変
っ
允
。
こ
の
こ
と
は
戈
た
マ
ル
ー
ク
ス
批
fl
r
強
く
傾
い
て
い
ら
れ 

た
先
生
の
意
に
投
じ
.た
も
の
の
如
く
、
そ
の
出
版
さ
れ
る
.や
ノ
：先
生
は
直
ち
.に
長
文
の
紹
介
と
解
説
の
文
を
発
表
さ
れ
て
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
へ
の
共 

鳴
の
意
を
表
さ
れ
た
。
先
生
は
一
九
.一
六
年
一一

一
月
、
.五
年
に
.わ
た
る
留
学
を
終
え
て
帰
朝
、
翌
四
月
、：，新
学
期
か
ら
早
速
、
経
済
原
論
、
経
済
学 

史
、.
社
会
回
顧
の
講
義
を
担
当
さ
れ
た
。'
社
会
問
題
は
昭
和
.の
初
め
頃
、.
特
に
先
生
の
希
望
で
社
会
思
想
史
に
改
め
ら
れ
^ 3
。
先
生
は
塾
長
就
任 

の
後
も
社
会
思
想
史
.の
講
義
は
昭
和
十
八
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

一
九
一
七
年
、.
ロ
シ
ア
革
命
が
起
り
、
第
一
次
世
界
戦
#-
が
終
っ
て
、
こ
と
に
戦
後
の
世
界
に
い
か
な
る
社
会
を
建
設
す
べ
き
か
の
問
題
が
起 

っ
て
き
た
。
当
時
誰
も
先
の
見
透
し
を
も
っ
て
い
た
も
の
は
な
く
、
ま
.た
そ
れ
が
当
，然
の
次
第
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
人
々
が
争
っ
て
社
会
改 

造
に
つ
い
て
、
今
ま
で
思
想
家
に
ょ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
様
，々
の
提
案
に
つ
.い
て
知
識
を
求
め
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
急
進
的
社
会
思
想
は
ど
ん 

な
も
の
で
も
歓
迎
さ
.れ
る
と
い
う
次
第
に
.な
っ
た
。
.

吉
野
作
造
、
大
山
郁
夫
を
擁
し
て
論
壇
を
独
占
し
、
.睥
睨
し
て
い
た
.中
央
公
論
の
外
に
、
解
放
、
改
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
名
称
の
大
小
雑 

誌
が
新
し
く
あ
い
次
い
で
創
刊
さ
れ
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
、
無
政
府
主
義
、
虚
無
主
義
、
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
等
の
紹
介
と
解
説
と
批
判
と
が 

大
い
に
論
壇
を
賑
わ
し
た
。
福
|5
徳
三
、
堀
江
帰
ー
、
河
上
肇
、
吉
野
作
造
、
大
山
郁
夫
、
中
沢
臨
川
等
に
伍
し
て
、
先
生
が
高
橋
誠
一
郎
と
共 

に
我
が
評
論
界
に
デ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
以
来
、
三
田
学
会
雑
誌
を
初
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
綜
合
雑
誌
や
単
行
本
に
、
研 

究
や
評
論
に
、
精
魂
を
傾
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
、

(

1)

小
泉
信
三
-,
私
の
履
歴
書」

日
本
経
済
新
聞
社
。
四
九
頁
。
.
•

(

2)

小
衆
信
三「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ムJ

文
芸
春
秋
新
社
、.
'昭
和
ニ
五
年
、1

0

三
頁
。「

私
の
履
歴
書」

日
本
経
済
新
聞
社
、
五
〇—

五
三
頁
。
■

(

3)

社
会
思
想
史
の
講
座
と
い
う
も
の
は
、
多
分
慶
応
義
塾
が
私
の
為
め
に
設
け
て
.く
れ
た
の
が
日
本
で
最
初
.の
も
の
で
あ
っ
た
と
.思
う
。
初
め
は
、
社
会
問 

題
と
い
う
名
称
の
下
に
、
ハ
ィ
ン
リ
ヒ

.へ.ル
ク
ナ
7
の
名
著「

労
働
者
問
題」

の
体
例
に
な
ら
い
、
近
世
労
働
者
問
題
全
般
に
及
ぶ
講
義
を
し
て
い
た
が
、
 

段
々
そ
の
中
の
社
会
主
義
思
想
を
取
り
扱
う
部
分
に
.興
味
が
集
ま
り
、
.ま
た
か
ね
て
用
意
.の
ノ
ー
ト
も
あ
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
方
に
許
り
力
を
入
れ
て
、
 

他
が
お
留
守
に
.な
っ
た
の
，で
、
名
称
を
社
会
悤
想
史
と
改
め
る
こ
と
を
許
.し
て
貰
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
昭
和
の
初
め
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
た
し 

か
昭
和
十
八
年
ま
で
続
け
た
。
昭
和
八
年
塾
長
就
任
後
も
こ
の
講
義
は
続
け
た
が
、
戦
争
で
多
忙
と
な
り
、
殊
に
学
生
の
答
案
を
読
む
時
間
が
な
く
な
っ
た
の 

で
遂
に
や
め
た
。(「

私
と
■マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

九
六
頁)

.

(

4)

小
枭
信
三
_

「

私
の
履
歴
書」

七
九—

7\
〇
頁
。
 

'

. 

• 

. 

.. 

■

.
: 

. 

. 

.
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ニ

先
生
が
社
会
思
想
研
究
の
上
に
残
さ
れ
た
数
々
の
業
績
の
中
で
、
特
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
三
つ
あ
る
。

.そ
の
一
つ
は
フ
ヱ
ル
ジ
ナ
ン
ト
.
ラ
ッ
サ
I
ル
.(

一
八
.二
五
|

ー.八
六
0)

.の
研
究
で
あ
り
、

そ
の
，
一

..一.は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
日
本
紹
介
と
研
究 

で
あ
り
、
そ
の
三
は
マ
ル
■ク
シ
ズ
ム(

共
産
主
義)

の
研
究
と
批
判
で
あ

る

。

.大
正
五
年(

一
九
：一
六)

先
生
が
ョ
I 
ロ
ッ
パ
留
学
か
ら
痛
朝
さ
れ
て
、，
四
月
か
ら
直
ち
に
講
壇
に
立
た
れ
た
こ
.と
は
前
に
述
べ
た
。
そ
の
翌
一 

九
一
.七
年(

大
正
六
年)

の
三
月
と
、
つ
.い
で
十
一
月
に
口
.シ
ヤ
に
^
命
が
起
り
、そ
鐘
一
九
一
八
年
の
秋
ド
ィ
ッ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
降
伏
し
て 

休
戦
条
約
が
結
ば
れ
、

一
九
.一
九
年
に
は
、
ヴ
ヱ
ル
サ
ィ
ユ
条
約
が
締
結
さ
れ
で
大
戦
は
終
っ
た
が
、
と
の
大
戦
争
で
戦
前
の
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
の
社 

会
は
殆
ど
そ
の
根
底
か
ら
変
っ
て
し
，ま
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
そ
と
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
改
造
案
が
提
議
さ
れ
、
急
進
国
の
思
想
は
ど
ん
な 

も
の
で
も
歓
迎
.さ
れ
る
と
い
う
次
第
で
あ
っ
，た
.。
こ
の
よ
う
な
世
界
情
勢
.の
中
に
'
.先
ず
は
留
学
し
へ
た
成
果
の
一
端
な
ら
ん
と
思
わ
れ
る「

フ
工 

ル
、チ
ナ
ン
ド
、
ラ
ッ
サ
ア
ル
と
独
逸
労
働
者
運
動」

と
い
う
長
論
文
を
三
田
学
会
雑
誌(

第
十
一
卷
第
五
、
六
、
七
、
A
、
九
、
十
号)

-r
連
載
さ
れ 

た
が
、
こ
れ
が
先
生
の
社
会
思
想
研
究
上
の
事
実
上
の
処
女
作
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
来
先
生
の
ラ
ッ
サ
ー
ル
：研
究
は
、
本
塾
経
済
学
部
同 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生
. 

■七

三(

ニ
画
一一 )



人
編
集
の「

経
済
学
説
研
究」

に
掲
載
さ
れ
た
.「

ラ
ッ
サ
ア
ル
と
マ
ル
ク
ス」

を
経
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
労
働
者
綱
領
の
監
訳
と
、「

労
働
者
綱
領
と

共
産
党
宣
言」

と
い
う
長
論
文
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
て
い
る
。

：

.
へ 

/

.

先
生
の「
ラ
ッ
サ
ア
ル
と
独
逸
労
働
者
運
動」

執
筆
の
動
機
に
つ
い
て
、
私
は
後
年
、
先
生
.に
直
接
お
尋
ね
し
た
が
、
先
生
は
た
だ
苦
笑
さ
れ

る
の
み
で
語
ら
れ
ず
、
こ
の
若
き
日
の
作
品
に
.つ
い
て
進
ん
で
語
る
こ
と
を
好
ま
れ
ず
、
遂
に
明
確
な
御
答
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

.は

.呉
.々
も
残
念
で
あ
っ
た
。

.

•
 

. 

-

ラ
ッ
サ
ー
ル
は
マ
ル
ク
ス
、
ロ
ー
ド
べ
ル
ト
ス
と
共
に
，' 
ド
イ
ッ
近
代
社
会
主
義
の
ト
リ
オ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
多
芸
多
才
の

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
短
い
生
涯
の
最
後
の
ニ
年
を
労
働
者
運
動
に
^
げ
た
外
に
、
大
部
な
る
哲
学
上
法
徵
学
上
の
著
述
に
依
て
独
逸
学
界
に

知
ら
れ
、
更
に
ー
篇
の
戯
曲
を
公
に
し
、
政
治
上
、
外
交
上
、
文
芸
上
の
時
事
問
題
に
関
し
て
多
く
の
小
冊
子
を
著
わ
し
た
。
併
し
彼
が
死
後
に

残
し
た
最
も
犬
な
る
も
の
が
其
の
社
会
運
動
上
に
お
け
る
事
業
な
る
こ
と
.は
何
人
も
こ
れ
を
争
う
も
の
は
な
い
。
.彼
の
煽
動
家
と
し
て
の
生
涯
は

極
'め
て
.輝
か
.か
っ
た
け
れ
ど
も
、
.と
.の
短
か
い
.年
の
間
に
.彼
は
多
く
を
な
し
た
。

一
八
四
八
年
の
三
^

^
命
が
.鎮
圧
さ
れ
て
か
ら
十
余
年
を
経

て
、
所

謂「

新
時
代」

に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
は
一
八
六
三
年
三
月
一
日
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
労
働
者
委
員
会
に
与
え
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
の「

公
開

答
書」

を
も
っ
て
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の「

公
開
答
書」

は
や
が
て
ラ
ッ
サ
ー
ル
を
総
裁
と
す
る
全
独
逸
労
働
者
同
盟
の
組
織
を
促

し
、
そ
し
て「

同
盟」

は後
.：

に
べ
ス
べ
.ル
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
労
働
者
組
合
連
合
会
と
提
携
し
、
幾
多
の
波
瀾
を
経
過
し
て

遂
に
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
を
造
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
社
会
民
主
党
が
全
ド
イ
ッ
労
働
者
同
盟
創
立
の
日
を
も
っ
て
そ
の
記
念
日
と

し
、
ま
た
し
ば
し
ば
社
会
民
主
党
は
思
想
上
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
、
実
際
運
動
上
に
お
い
て
は
フ
.エ
ル
ジ
ナ
ン
ド

.
ラ
ッ
サ
ー
ル
を
父
と
す
る

(

1)

と
称
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
先
述
の「

フ
ヱ
ル
、チ
ナ
ン
ド
.
ラ
ッ
サ
ア
ル
と
ド
イ
ッ
労
働
者
運
動」

は
主
に
労
働
者
首
領
と
し
て
、
社
会
運
動 

の
指
導
渚
と
し
て
の
ラ
ッ
サ
ー
ル
を
描
く
こ
と
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
は
い
わ
れ
る
、「

労
働
者
首
領
は
必
ず
し
も
思
想
家
た
る
こ 

と
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
労
働
者
首
領
に
欠
く
ベ
か
ら
ざ
る
資
格
は
、
決
し
て
单
に
魅
力
あ
る
性
格
言
動
:'
及
び
民
衆
の
熱
情
を
刺
激
し
、

鼓
舞
す
る
技
術
.の
み
で
は
終
っ
.て
い
な
い
の
で
あ
る
。.
永
続
的
組
織
的
に
民
衆
を
動
か
さ
ん
が
た
め
に
は
、
単
に
彼
ら
を
鼓
舞
激
励
す
る
だ
け
に

止
ま
ら
な
い
で
、.、そ

-%
そ
も
何
故
に
、
.又
、
如
何
な
る
点
に
お
い
て
現
行
の
制
度
は
不
当
な
る
か
',
従
っ
て
何
故
に
現
在
制
度
を
改
革
す
る
は
倫

理
上
の
価
値
を
実
現
す
る
所
以
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
現
状
打
破
の
目
的
を
達
せ
ん
が
た
め
に
は
‘如
何
な
る
方
向
に
向
づ
て
努
力
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
か
を
多
少
論
理
的
に
首
肯
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
理
論
家
決
し
て
煽
動
家
と
し
て
成
功
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
大
労
働

者
首
領
は
必
ず
理
論
を
有
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
点
に
お
い
て
ラ
ッ
サ
ア
ル
は
如
何
な
る
も
の
を
有
っ
て
い
た
か…

…

是
等
の
理
論
が
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
有
し
、
又
そ
れ
が
ラ
ッ
サ
ア
ル
.の
•死
後
社
会
民
主
党
に
よ
っ
て
如
何
に
取
扱
わ
れ
た
か
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

(

2)

て
最
も
興
味
あ
る
問
題
で
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
比
較
的
最
も
意
を
安
ん
じ
て
議
論
し
う
る
問
題
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
本
論 

文
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
生
は
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
く
ュ
ダ
ヤ
人
と
し
て
生
れ
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
少
年
時
代
に
、
早
く
も
後
年
労
働
者
首
領
と
な
る
べ
き
ラ
ッ
サ
ー
ル 

の
片
影
が
う
か
が
わ
れ
る
と
し
て
、
'パ
ゥ
ル
•
.リ
ン
ダ
ム
が
公
に
し
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
少
年
時
代
の
日
記
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
流
麗
な 

訳
筆
と
、
そ
の
高
潔
に
し
て
雄
勁
な
る
^
文
、
.そ
の
気
品
高
い
格
調
と
に
読
者
は
深
い
感
動
を
う
け
る
。
若
き
日
の
労
作
に
早
く
も
先
生
の
片
影 

が
う
か
が
わ
れ
る
。
 

.

ノ

■'
フ
ッ
サ
ール
は
フ
ィ
ヒ
テ
、

へ
ー
ゲ
ル
か
ら
国
家
的
思
想
を
継
受
し
、
ロ
レ
ン
ツ
.
.フ
ォ
ン•

シ
ュ
タ
ィ
ン
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
を 

知
り
、
マ
ル
ク
ス
の「

共
産
党
寡
日」

か
ら
は
特
に
階
級
闘
争
の
思
想
を
学
ん
だ
。
被
の
国
家
社
会
主
義
の
核
心
は
リ
ヵ
ー
ド
に
拠
っ
た「

員
銀 

鉄
則」

と
国
家
補
助
に
よ
る
労
働
者
生
産
組
合
の
設
立
で
あ
る
。
彼

は「

冷
酷
な
る
賃
銀
鉄
則」

に
よ
っ
て
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
を
説 

明
し
、
国
家
補
助
に
よ
る
労
働
者
生
漉
組
合
の
設
立
に
よ
っ
て
、
こ
の
鉄
則
の
作
用
を
阻
止
し
、
国
家
権
力
を
動
か
し
て
、
こ
の
労
働
者
生
産
組 

合
の
結
成
を
援
助
せ
し
む
る
た
め
に
、
労
働
者
階
級
の
自
主
独
立
な
政
党
と
普
通
平
等
直
接
選
挙
を
要
求
し
た
。
こ
の
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
社
会
改
造 

の
構
想
を
全
体
と
ん
て
初
め
て
わ
が
学
界
に
知
ら
し
め
た
の
は
、
先
生
の
こ
の
論
文
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

七

五(

一
二
四
五

)



(

1)
小
泉
信
三「

社
会
問
題
研
究」

大
正
一
四
年
、
一
五
一
i

一
 

五
二
^

(

2) 

■小
泉
信
三「

社
会
問
題
研
究」

一
五
三—

一

五
：四
頁
。：

先
生
の
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
社
会
思
想
の
研
究
は
：「

.フH

■
ル
デ
ナ
ン
ド
•
ラ
ッ
サ
ア
ル
と
独
逸
労
働
者
運
動」

(

大
正
六
年)

の
論
文
か
ら
約
九
年
後 

の「『

労
働

者

綱

領

』

と

『

共
産
党
宣
言

』」

^

-
ラ
ッ
サ
ー
ル
主
義
と
マ
.ル
ク
ス
主
義
-

―

に
至
っ
て
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
は
先
生 

の
研
究
意
欲
が
最
盛
期
に
達
し
た
頃
か
と
思
う
。

.

「

フ
ヱ
ル
，デ
ナ
ン
ド
•
ラ
ッ
サ
ア
ル
と
独
逸
労
働
者
運
動」

が
労
働
者
首
領
と
し
て
の
ラ
ッ
サ
I
.ル
を
そ
の
主
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、■ 

「

労
働
者
綱
領
と
共
産
.党
宣
言」

.は
マ
ル
ク
ス
.と
の
関
連
に
重
点
を
置
い
て
、

ラ
ッ
サ
ー
ル
.の
社
会
主
義
を
解
明
し
、

論
評
し
よ
う
と
し
た
も
の 

で
あ
る
。

.

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
.は
第
一
次
世
界
大
戦
の
当
時
及
び
戦
後
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
危
機
に
遭
遇
し
た
。
.そ
れ
は
ド
ィ
ッ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
の
マ 

ル
.ク
ス
主
義
者
中
に
明
ら
か
に
.マ
ル
ク
ス
..の
国
家
死
亡
論
に
反
対
す
る
者
が
輩
出
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ィ
ン
リ
ヒ
•
ク
ノ
ゥ
、
オ
ッ

h
-*

バ
•ゥ
エ
ル
、
ル
ド
ル
フ•

ヒ
ル
フ
ア
ジ
ン
ク
、.
力
ー
ル
•
レ
■ン
ナ
ー
等
が
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ
っ
て
-
し
か
も
常
に
繰
り
返
し
て
、
マ

ル
ク
ス
の
不
謬
を
力
説
し
、
マ
ル
ク
ス
の
忠
実
な
る
註
解
者
た
る
こ
.と
を
も
っ
'て
終
生
の
本
分
と
す
る
か
の
如
く
見
え
た
ヵ
ゥ
ッ
キ
ー
に
し
て
、
 

な
お
こ
の
点
に
お
い
て
は
師
マ
ル
ク
ス
に
反
対
し
て
、「

か
か
る
状
態(

国
家
な
き
社
会)
は
、
い
つ
か
到
来
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か 

し
現
在
認
識
し
う
る
べ
き
実
状
に
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
.に
到
達
す
る
こ
.と
を
指
示
ず
る
も
の
は
一
つ
も
な
い」

と
明
言
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
見 

れ
ば
、
思
い
半
ば
に
す
ぐ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
、が
一
種
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
反
面
に
お
い
て
、
特
に
世
人
の
耳
目
に
頻
り
に
触
れ
る
.よ
う
に
な
っ
た
の 

が
、
国
家
社
会
主
義
者
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
名
で
あ
る
。
こ
の
事
は
既
に
戦
前
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
お
い
て
は
一
層
喧
し
く
、「

マ 

ル
ク
ス
，か
ラ
ッ
サ
ー
ル
か」

.と
か
、「

ラ
ッ
サ
ー
ル
に
還
れ」

と
か
と
い
う
声
が
し
き
り
に
聞
か
れ
る
.よ
う
に
な
り
、
こ
の
現
象
と
相
呼
応
す
る
か 

の
如
く
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
文
献
の
出
版
が
漸
く
目
立
ち
‘、
著
書
論
文
合
計
百
六
十
有
余
が
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、：
そ
の
中
に
あ
っ
て
最
も
重
要
な
文 

献
は
、
修
正
主
義
の
提
唱
者
と
し
.て
有
名
な
エ
ブ
ア
ル
ト
•，
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
..編
纂
の
.ラ
.ッ
サ
，；-
ル
著
作
、
演
説
全
集
士
ー
卷(Ferdinand 

Lassalle、，
Gesammelte ...Eeden u

n
d

CQchriften.-. y
o
u
s

îndige Ausgabe.. 12.Bsnden. Herausgegeben und. e
i

.geleitete von. Eduard .Bernsteiru 
Berlin,1

9
1
?
2
0
)
、

お
よ
び
グ
シ
ユ
タ
フ

.
マ
ィ
ヤ 

I 校
訂
の
！
！
^
 及
び
遺
稿
集
六
卷(Ferdinand Lassalle、，

Nachgelassene Briefe und schriftep 

Herausgegeben v
o
n

 Gustav M
a
y
e
r

 in6 m
n
d
e
n
-

CQtuttgart-Berlin. 

1
9
2
1
-
1
9
2
5
)

で
あ
る
。「

労
働
者
綱
領
と
共
産
党
宣
言」

は
上
述
の
如
き
、
 

r

ラ
ッ
サ
ー
ル
復
活

」

■の
実
状
を
背
景
と
し
、
新
し
い
資
料
と
研
究
成
果
と
.を
踏
ま
え
：て
.作
成
さ
れ
た
.も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
、
前
の
，「

フ
ェ 

ル
デ
ナ
ン
ド•

ラ
ッ
サ
ア
ル
と
独
逸
労
働
者
運
動」

と
大
い
に
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
質
的
に
も
大
い
に
前
進
さ
せ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

論

文「

労
働
者
綱
領
と
共
産
党
宣
言J

-

は
、
.ラ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作「

労
働
者
綱
領」

の
邦
訳
に
解
題
ハ
#

S

と
し
て
付
け
ら
れ
た
七
十
有
余
頁 

に
亘
る
長
論
文
で
あ
る
。
■ま
ず
労
働
者
綱
領
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

労
働
者
綱
領
は
一
八
六
一
一
年
四
月
十
一
一
日
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
べ
ル
リ
ン
市
郊
外
、
.オ
ラ
ニ
エ
シ
ブ
ル
ク
の
手
工
業
者
協
会
に
.お
い
て
試
み
た
講 

演
で
あ
る
。
こ
の
手
工
業
者
®'
会
は
主
に
機
械
職
工
を
会
員
と
す
る
も
.の
：で
あ
っ
た
が
、
当
日
.の
聴
衆
は
こ
の
講
演
が
ら
格
別
の
感
動
は
受
け
な 

か
っ
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
.い
る
。
し
か
る
に
、
ま
も
な
く
、
こ
の
講
演
が
小
.冊
子
と
し
.て
印
刷
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
警
察
の
手
に
没
収
せ
ら 

れ
、.
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
起
訴
さ
れ
、
ラ
ッ
サー

ル
は
そ
の
法
廷
に
お
け
る
弁
明
を
小
冊
子
と
し
て
公
刊
す
る
な
ど
、.
す
こ
ぶ
る
世
間
の
視
聴
を
動
か 

し
た
。
第
一
版
が
没
収
さ
れ
て
後
、
ま
も
な
く
翌
年
の
春
、
ラ
•ッ
サー

ル
は
更
に
こ
の
小
冊
子
を
ス
ィ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
新
た
に
印
刷
さ
せ 

.た
。
こ
の
時
、
こ
の
小
冊
子
に
初
め
て「

労
働
者
綱
領」

：と
い
う
檩
題
を
つ
忖
た
9
で
あ
る
。

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
康
信
三
先
生 

, 

七

七(一

ニ
四
七)



「
労
働
者
綱
領」

は
マ
ル
ク
ス
；
チ
ン
ゲ
ル
ス
の
/
共
産
党
宣
言
卜
と
同
じ
く
、
.歴
史
は
階
級
闘
争
も
し
く
は
階
級
支
配
の
'歴
史
で
あ
る
こ
と
. 

そ
し
て
S
在
の
時
f
に
.お
V
て

は

フ

ロ
レ

タ
リ
ヤ
は
フ
ル
ジ
ョ
ヮ
、シ
I
の
支
配
を
ベ
つ
が
え
し
て
、
全
く
階
級
_
#•
■
の
行
わ
れ
ぬ
、
，
い
な̂
 ̂

'そのものが

最

早

存

在

し

な

い

：新
社
会
.を
建
設
す

ベき

歴
史
的
使
命
を
帯
び
て
，い
る
も
の
だ
と
い
う
と
と
を
そ
の
中
心
.思
圈
と
す
る
ものであ 

る
。

そ
し
て
と
の
階
級
別
が
撤
廃
§
れ
た
.暁
：に
は
、
階
級
的
抑
圧
機
関
に
外
な
ら
ぬ
国
家
は
不
用
に
帰
し
て
消
滅
す
る
、
と

マ

レ

ク
ス
が
主
張 

す
る
の
に
対
し
て
、

ラ
ツ
サ
ー
ル
は
そ
の
時
に
至
っ
て
.初
.め
て
真
正
の
国
家
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
真
正
の
国
家
と
丈 

「

国
家
の
道
徳
的
本
性」

を
本
質
と
す
る
国
家
、「

人
間
の
使
命
を
、
即
ち
人
間
の
能
く
す
る
文
化
を
現
実
的
存
在
に
形
成
す
る
こ
と
、
人
類
の
自 

由
へ
の
教
化
及
び
発
展
し
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
で
あ
が〗

「

労
働
者
綱
領」

は

ラ
ツ
サ
ー
ル
の
公
刊
著
作
中
に
お
い
て
、最
も
明
ら
か
に「

共
産
党
宣
言」

の
影
響
の
跡
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

マ
ル
ク
ス
自
身
は
こ
れ
を
酷
評
し
て
、
共
産
党
寡
日
そ
の
他
の
悪
し
き
通
俗
化
で
あ
る
と
い
.い
、
マ
ル
ク
ス
主
議
の
批
評
は
概
ね
こ
れ
に
唱S

 

す
る
も
の
で
あ
る
。
.メ
ー
リ
ン
ク
が
こ
.れ

を「

ド
イ
ツ
.の
状
態
の
鏡
に
映
じ
た
共
産
党
宣
言」

と
い
い
、
.
リ
ャ
ザ
ノ
フ
が
共
産
党
宣
言
の
根
本
思 

想
t

余
程
稀
釈
し
、
か
つ
時
の
法
律
状
態
に
適
応
せ
し
め
た
も
の」

と
い
う
類
が
そ
れ
で
.あ
る
。「

労
働
者
綱
領」

-と
は
い
か
な
る
作
品
で
あ 

る
か
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
略
.々
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。

「

労
僳
者
綱
領」

の
翻
訳
に
つ
V
て
一
言
し
た
い
。
英
文
か
ら
.の
訳
業
に
つ
い
て
は
、
ジ
エ
ヴ
オ
ン
ス

「

経
済
学
純
理」

(

大
正
ニ
年
*

一
九
一
ヨ 

年)

テ
ィ
ツ
キ
ン
ソ
ン「

戦
争
是
非」

(

大
正
四
年
、
一
九
一
五
年)

、
並
び
に
リ
カ
丨
ド「

経
済
学
及
び
課
税
の
原
理」

(

昭
和
三
年
、一
九
二
八
年) 

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
名
羅
は
す
で
I

s

る
と
こ
ろ
で
着
。
独
文
か
らQ
訳
S

 
一
二
の
断
片
的
H

除
い
て
、
こ
の「

労
働
者
綱 

領」

の
訳
業
が
唯
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

ラ
•ツ
サ
丨
ル
は
無
類
の
名
文
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。，
^

働
者
綱
領」

は
内
容
、
文
章
共 

に
出
色
の
で
き
ば
え
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
先
生
の
訳
筆
I

s

上
さ
ら
に
花
を
加
务
も
の
で
I

う
。
原
文
に
即
し
て
生
硬
|

ち
い
ら 

.
ず
、
平
易
、
適
確
な
訳
語
と
相
ま
っ
て
流
麗
な
行
文
、

.ま
こ
と
に
朗
々
誦
す
べ
き
名
訳
で
あ
る
。

(

1)

小
嵌
信
三
.「

労
働
若
辋
領」

小
衆
論
、
文
庫
版
。

わ
.が
国
に
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
を
系
統
的
に
紹
介
し
、
論
評
し
た
最
初
の
人
は
小
泉
先
生
で
あ
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
 

先
生
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
研
究
は
、

一
九
一
七
年
、「

国
家
学
会
雑
誌」

.

(

大
正
六
年
、
五
、
六
月
号)

■に
発
表
さ
れ
た
論
文「

集
産
主
義
、

サ
ン
ジ 

力
リ
ズ
.ム
と
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム」

に
.始
ま
り
、
三
年
後
の「

三
田
学
会
雑
誌」

(

十
四
巻
ニ
、
三
、
四
号)

に
掲
載
さ
れ
た
論
文「
再
論
ギ
ル 

ド
社
会
主
義」

に
及
ん
で
、
.一
時
、
先
生
の
興
味
を
深
く
と
ら
え
て
い
た
。
同
時
代
に
自
由
主
義
的
個
人
雑
誌「

批
評」

に
拠
っ
て
、
同
じ
く
ギ 

ル
ド
社
会
主
義
の
解
説
と
論
評
に
熱
意
を
傾
け
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
起
源
に
つ
い
：て
小
泉
先
生
と
論
戦
を
交
え
た
室
伏
高
信
と
い
う
評
論
家
を 

忘
れ
え
な
い
。
思
い
起
す
、
以
来
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
一
躍
、
.内
外
論
壇
の
寵
児
と
な
り
、
.
ギ
ル
ド
社
会
主
義
な
ら
で
は
夜
も
日
も
明
け
ぬ
と
い 

う
、
盛
況
を
呈
し
た
こ
と
.を
。

.

ギ
ル
ド
社
会
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
.で
あ
る
か
。
ギ
ル
ド
社
会
主
義
.は
二
十
世
紀
の
初
め
に
イ
ギ
リ
ス
に
生
れ
た
一
種
の
社
会
主
義
で
あ
っ
、
 

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
や
ロ
シ
ヤ
の
共
産
主
義
ょ
り
も
稍
々
新
し
い
社
会
思
想
で
あ
る
。
サ
ン
ジ
カ
リ
、'ス
ム
や
ロ
シ
ヤ
共
産
主
義
が 

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
生
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ヤ
特
有
の
精
神
的
風
土
か
ら
生
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
自
由
を
愛 

し
、
.強
権
に
疎
く
、

中
正
を
好
む
常
識
豊
か
な
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
精
神
の
産
物
と
い
え
ょ
う
。

先
生
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、「

ギ
ル
ド
•
ソ
シ 

ャ
リ
ズ
.ム
な
る
も
の
は
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
事
情
の
下
に
、

イ
ギ
リ
ス
特
有
の
約
束
を
も
っ
て
生
れ
た
一
つ
の
社
会
主
義
的
学
説
な
の
で
あ
る
。」

' 

そ
め
本
質
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
.ば
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
、
国
家
を
し
て
、
す
べ
て
の
生
産
手
段
を
所
有
さ
せ
る
と
共
に
、
産
業
管
理
の
仕
辦 

を
生
産
者
の
.自
発
的
な
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
、.
す
な
わ
ち
ギ
ル
ド•

マ
：ン
.(

ギ
ル
ド
社
会
主
義
者)

の
い
わ
ゆ
る
ギ
ル
ド
に
委
任
す
る
こ
と
で
あ 

る 

4 

•
. 

.

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

.

七九

.

(

二
一四
九
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.ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
い
つ
発
生
し
た
か
、
そ
の
起
源
の
問
題
で
あ
る
。
ギ
ル
ド
社
会
主
義
研
究
に
お
け
る
先
生
の
創
見
と
認
む
べ
き
功
績
の
一 

■つ
は
こ
の
問
題
を
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
先
生
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
如
く
言
わ
れ
る
。

■

「

第一

に
ギ
ル
ド•

ソ
，ツ
ャ
リ
ズ
ム
は
最
近
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
置
き
た
い
。.

…
…

元
来
、
思
想
上
の
運
動
は
い
う
ま
で
も
な 

く
、
実
際
上
め
運
動
で
も
、
そ
れ
が
何
年
何
月
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
う
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
そ
の
；こ
.と
は
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ 

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
：',
私
は
少
な
く
と
も
、
こ
れ
.だ
け
の
：こ
と
は
言
っ
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
い 

か

に

古

く

て

.
も

一九
〇
六
年
よ
り
古
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
運
動
で
■あ
る
。
更
に
今
少
し
く
進
ん
で
.い
え
ば
、
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
お
よ 

そ
一
九
—»
一
年
以
後
の
運
動
だ
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
訳
か
と
い
う
に
、
.そ
も
そ
も
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム 

.
は
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
に
対
す
る
反
対
と
し
.て
起
っ
た
%'
の
で
、
労
働
党
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
る
る
労
働
者
階
級
の
政
治
運
動
、
議
会
政
策
、
な 

ら
び
に
，そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
主
義(
集
産
主
義)

に
対
す
る
批
評
か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
に
労 

倒
党
が
現
わ
れ
た
の
は
、

一.九
〇
六
年
の
総
選
挙
以
後
の
事
で
あ
る
か
ら
、
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
も
ま
た
一
.
九
〇
六
年
以
後
の
'1
動
だ
と
い 

う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
.思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
一
一
年
以
後
と
.い
う
の
は
如
何
な
る
拠
り
ど
。
.ろ
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

一
九
一
一
年
は 

大
陸
の
サ
ン
ジ
ガ
リ
ズ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
に
輸
入
さ
れ
た
年
で
あ
.る
。
勿
論
こ
の
種
の
思
想
の
輸
入
が
何
年
何
月
に
行
わ
れ
た
と
明
確
に
断
言
す
る 

こ
と
の
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
いV

サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
が
論
議
せ
ら
れ
、
も
し
く
は
サ
ン
ジ
ヵ 

リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
ら
し
い
労
働
者
の
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
一
九
一
一
年
以
後
で
あ
る
と
見
て
差
支
え
な
い
，の
で 

あ
る
。
そ
し
て
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
、
サ
ン
ジ
ヵ
.リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
一
九
二
ー
申
以
後
と
い 

う
こ
と
が
言
え
よ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
も
註
釈
は
必
要
で
あ
る
。
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
果
し
て
一
九
一
.
一
年
来
、イ
ギ
リ 

ス
に
輸
入
さ
れ
た
サ
ン
ジ
力
リ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
っ
て
初
め
て
生
れ
た
も
の
と
ば
か
り
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
当
時
の
イ
ギ 

リ
ス
労
#
者
運
動
の
形
勢
が
、

一
方
に
お
い
て
は
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
生
む
よ
う
な
空
気
を
作
り
、
同
時
に
也
方
に
お
い
て
は
大
座
^
ら

i r a

の
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
形
勢
に
あ
っ
た
の
.で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

こ
の
点
に
.つ
い
て
：は
.「
ど
れ
が
原
因
で
、
ど
れ
が
結
果
で
あ 

る
と
は
っ
き
り
言
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
ギ
ル
ド
.
.ソ
シ
ャ
リ
ズ
人
が
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
の
刺
激
を
大
い
に
受
け
、
そ
し
て 

ま
た
そ
の
主
張
の
傾
向
を
あ
る
程
度
ま
で
、
こ
れ
と
同
じ
う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
於)

。」

.す
な
わ
ち
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
，の
発
生
の
時
期
を
一
九
〇
六
年
以
後
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
社
会
思
想
史
研
究
の
上
の
注
目
す
ベ

き
寄
与
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
0
-

.
 

.
 

*
 

-

.
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
い
が
.に

し

て

生

れ

て

き

た

か
、
そ
の
生
れ
る
ま
で
の
径
路
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
が
先
生
の
論
文
の
主
題
と
さ
れ
て 

る
先
生
は
-

> 
わ
.れ

る

「

_私
ガ
最
も
興
味
を
感
じ
て
い
る
の
は
、
.ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
.ム
：な
る
も
€»
は
、
.
.如
何
に
し
て
生
れ
て
来
た
か
、
' 

そ
の
生
れ
る
ま
で
の
径
路
そ
の
者
で
あ
る
。
即
ち
集
産
主
義
と
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
と
の
批
評
か
ら
い
わ
ば
必
然
的
に
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
が 

生
れ
て
来
た
そ
の
論
理
的
径
路
が
興
味
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
主
張
そ
の
'者
を
細
か
く
解
剖
し
吟
来
し
よ
う

と
I
う
気
は
な
い

.
。
自
分
は
た
だ
か
か
る
傾
向(

集
産
主
義
と
サ
ン
ジ
ヵ
リ
.ズ
ム
と
を
調
和
せ
ん
と
す
る
傾
向)

の
学
説
が
'生
れ
て
き
た
と
い
う
事

に
専
ら
興
味
を
感
じ
衫
'
:
:
。」

問
題
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
成
立
径
路
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
生
に
よ
れ
ば
、
ギ
ル
ド
社
会
主
！̂
は
、
集
産
主
義
と
サ
ン
ジ
力
リ
ズ
ム
の
批
評 

か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

集
産
主
義
の
消
費
者
専
制
が
許
し
難
い
■と
同
様
に
、

サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
乂
の
生
産
者
専
制
も
ま
だ
許
す
訳
に
は
行
か 

ぬ
。
そ
こ
で
生
産
者
の
代
表
機
関
で
あ
る
労
働
組
合
に
対
抗
す
る
た
め
に
消
！
者̂
の
利
益
代
表
体
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
誰
が
な
る
か
と
い
え 

は

，
将

来

の

国

家

の

任

務

が

こ
こ
に
発
見
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
は
、
国
家
を
し
て
す
ベ
て
の
生
産
手
段
を
所
有
さ
せ
る
と
共 

に
、
産
業
管
理
の
仕
琪
を
生
産
者
の
自
発
的
な
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
、
即
ち
彼
ら
の
所
謂
ギ
.ル
ド
に
委
託
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
か
く
て
集 

産
主
義
の
陥
る
消
費
者
専
制
の
弊
害
は
、
ギ
ル
ド
が
消
費
者
利
益
の
代
表
者
た
る
国
家
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
止
し
、
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム 

社
会
思
^
学
者
と
し
て
の
小
衆
信
三
先
生
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の
陥
る
生
産
者
専
制
の
弊
害
は
消
費
者
利
益
の
代
表
た
る
国
家
が
ギ
ル
ド
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
止
し
よ
う
と
い
う
仕
組
で
あ
る
。
反
対 

.か
ら
い
え
ば
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
集
産
主
義
が
軽
視
し
た
小
生
産
者
の
利
害
と
ザ
ン
ジ
力
リ
ズ
ム
の
閑
却
し
た
消
費
者
の
利
害
と
を
双
方
共
に 

尊
蜇
し
.て
、
生
産
者
の
団
結
で
あ
る
ギ
ル
ド
と
消
費
者
の
団
結
で
あ
る
国
家
と
の
権
カ
の
均
衡
の
上
に
、
将
来
の
社
会
に
お
け
る
調
和
を
見
い
だ 

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
生
成
と
本
質
は
大
要
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
先
生
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
実
際
上
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
消
極

的
で
あ
っ
た
。「

こ
の
ギ
ル
ド
'•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
実
際
上
の
価
値
に
つ
い
て
は
、

私
は
余
り
興
味
を
も
っ
て
い
だ
い
が
、

そ
の
価
値
は
少
な
い

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

即
ち
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
実
行
し
う
る
見
込
が
少
な
.い
と
い
う
の
.で
.お
^」

.
と
い
わ
れ
、

そ
の
理
由
と

し
て
、
先
生
は
左
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
ら
れ
る
0.

そ
の
一
は
、

こ
の
派
の
機
関
紙「

新
時
代」

(
N
e
w

 A
g
e
)

と
い
う
雑
誌
は
高
級
な
雑
誌
で
あ
っ
て
、

一
般
の
民
衆
に
接
触
し
て
い
な
い
か
ら

勢
力
あ
る
実
際
運
動
を
惹
起
す
る
こ
と
が
難
か
し
い
。

•

そ
の
ニ
は
、
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
実
現
す
る
た
.め
に
は
、

一
産
業
に
属
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
が
団
結
し
て
一
つ
の
組
合
を
作
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
事
の
実
現
は
近
き
将
来
に
到
底
予
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
三
、
ギ
ル
ド
.
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
ィ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
組
織
を
根
本
的
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

craft 

u
n
i
o
n
s

を
変
じ
てindustrial 

u
n
i
o
n
s

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ィ
ギ
リ
ス
の
現
状
で
は
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
望
め
な
ハ 

(

6)

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に「

実
際
上
の
価
値
も
少
な
く
、

そ
の
実
行
し
う
る
見
込
が
少
な
い」
と
先
生
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
た
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
運
動 

は
、
先
生
の
予
期
に
反
し
て
ニ
、三
年
に
し
て
予
想
外
に
世
の
反
響
を
喚
び
起
し
て
、新
聞
令
雑
誌
に「

ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
な
る
文
字
を
見
る

(

7)

こ
と
は
漸
く
頻
繁
と
な
っ
た
。」

そ
こ
で
先
生
は「

こ
の
運
動
の
極
め
て
幼
稚
な
状
態
に
あ
っ
て
、
参
考
す
べ
き
書
籍
も
な
お
乏
し
か
っ
たJ

時
に

書
か
れ
た
論
文「

集
産
主
義
、
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
と
ギ
ル
ド
•
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム」

を
補
足
す
る
意
味
で
、
再
び
ギ
ル
ド
社
会
主
義
全
般
に
つ
い
て 

筆
を
執
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
三
田
学
会
雑
誌
.

(

十
四
巻
、
ニ
、
三
、
四
号)

に
速
載
さ
れ
た
論
文「

再
論
ギ
ル
ド
社
会
主
義」

で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
前
の
論
文
に
比
べ
て
、
そ
の
叙
述
が
遙
か
に
精
細
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
論
と
同
様
に
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
実
現
の
前
途
に
横
た 

•わ
る
最
大
の
障
碍
は
ク
ラ
フ
ト•

ユ
ー
一
オ
ン
か
ら
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
r
ユ1

一
オ
ン
へ
の
労
働
組
合
の
西
編
成
が
現
実
的
に
至
難
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
に
あ
る
こ
と
を
反
覆
強
調
さ
れ
、
そ
の
実
例
と
し
て
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
が
最
も
望
を
嘱
し
て
い
る
鉄
道
従
業
員
全
国
同
盟
の
場
合
に
つ 

い
て
媒
体
的
に
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
最
も
有
利
な
る
場
合
に
し
て
然
り
、
他
は
推
し
て
知
る
ベ
し
。.「

こ
れ
だ
け
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
私
は
ギ 

ル
ド
‘
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
実
現
：の
準
備
は
未
だ
で
き
て
い
な
い
と
論
説
す
る
。
こ
れ
は
私
一
人
の
独
断
で
は
な
い」

と
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
代
表
的 

理
論
家
コ
ー
ル
の
見
解
を
援
用
さ
れ
る
。「

そ
れ
で
は
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
全
く
実
際
的
の
価
値
を
有
せ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か」

と
自
問 

さ

れ

「

私
は
そ
う
は
思
わ
ぬ」

と
言
わ
れ 

'次
の
如
く
結
ん
で
.
.い
ら
れ
る
。「

ギ
ル
■ド
，•
.ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
少
く
も
消
極
的
の
.メ
リ
ッ
ト
を
も
っ 

て
い
る
。
ギ
ル
ド
ソ
シ
ャ
.リ
ズ
'ム
の
実
現
に
は
障
碍
が
あ
る
。
し
■か
し
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
は
産
業
の
国
有
だ
.け
で
は
満
足
し
な
く
な
っ 

.て
い
る
と
同
時
に
、
.彼
ら
の
大
部
分
は
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
の
短
所
を
知
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
両
極
の
い
ず
れ
を
も
取
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
彼
ら 

は
如
何
な
る
方
向
に
志
す
で
あ
ろ
う
か
。
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
実
現
は
困
難
で
あ
っ
て
も
、
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
以
前
の
方
向
は
イ 

ギ
リ
ス
労
働
者
の
進
む
こ
と
を
更
に
一
層
喜
ば
ぬ
方
向
で
あ
る
.0
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
ギ
ル
ド•

ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
は
消
極
的
の
メ
リ
ッ 

ト
が
.あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。」

.

当
時
、
学
界
や
言
論
界
は
競
っ
て
ギ
ル
ド
社
会
主
義
を
扱
っ
た
が
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
、.
先
生
は
暫
然
指
導
的
役
割
を
演
じ
ら
れ
た
。

ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
建
築
業
を
初
め
若
于
の
産
業
に
お
い
て
、

一
時
急
速
な
発
展
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

一
九
ニ
ニ
年
建
築
ギ
ル
ド
の
瓦
解
を 

転
機
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
不
況
と
共
に
運
動
と
し
て
は
衰
退
す
.る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
や
労
働
運 

動
の
上
に
か
な
り
60
-
.影
響
を
残
し
て
い
る
。
S
れ
と
井
に
.ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
先
生
の
関
心
か
ら
も
次
第
に
逾
ざ
か
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

八
三
へ
ニ
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. 
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五

先
生
の
社
会
思
想
研
究
の
主
力
は
何
と
い
づ
て
も
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
注
が
れ
た
。
そ
し
て
先
生
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
へ
の
関
心
は
深
く
、

.そ
の
生 

涯
を
通
じ
て
渝
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
著
作
.「
社
会
問
題
研
究」

ニ
九
.一
一
〇
申)

か
ら」

.

「

マ
ル
.ク
ス
死
後
五
十
年」

(

一
九
三
三
年
；
増
大
版
一
 

九
四
六
年)

を
経
て「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

.

(

|
九
五
〇
年)
に
至
る
ま
で
、
先
生
の
学
問
的
著
作
は
殆
ど
.す

べ

て

ア
ル
ク
シ
ズ
ム
の
分
析
と
批
判 

と
克
服
の
努
力
に
大
き
く
貫
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
あ
る
ま
い
。

.

で
は
、
ど
う
し
て
先
生
は
特
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
興
味
を
も
た
れ
る
こ
と
，に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

V
 
:

先
生
が
大
学
往
学
中
、
日
本
の
所
謂「

危
険
思
想」

弾
圧
時
代
に
、
ひ
そ
か
に
国
禁
の
書「

共
産
党
宣
言」

を
幸
徳
•
拂
共
訳
で
読
ま
れ
た
こ 

と
は
さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
お
そ
ら
く
、、
こ
れ
が
先
生
に
マ
ル
ク
ス
へ
の
興
味
の
糸
口
を
与
え
：た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
マ
ル
ク
シ
ズ 

ム
の
科
学
的
研
究
の
扉
を
先
生
：の
た
め
に
初
め
て
開
い
た
の
は
先
生
の
恩
師
福
田
徳
三
博
士
で
あ
っ
た
。，
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
生
は
次
の
ょ
う
に 

述
懐
し
て
お
ら
れ
る
。
 

V

「

青
年
の
私
に
、

あ
る
い
は
吾
々
.に
マ

ル

ク
ス
を
吹
き
込
ん
だ
の
は
慶
応
義
塾
で
経
済
原
論
を
吾
々
に
教
え
た
福
田
徳
ー
一一博
士
で
あ
つ
た
。
そ

れ
は
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
の
明
治
四
十
年
の
頃
で
、
福
田
博
士
め
マ
ル
ク
ス
理
解
は
、
今
思
え
ば
当
時
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
高
級
の
も
の
で
は
な
か 

っ
た
と
回
想
さ
れ
る
が
、
と
も
か
く
も
博
士
は
当
時
の
日
本
で
、
原
文
で
資
本
論
を
読
ん
だ
と
い
わ
れ
る
極
べ
極
く
少
数
の
，一
人
で
あ
り
、
世
間 

一
般
の
無
知
識
に
乗
じ
て
随
分
マ
ル
ク
ス
を
振
り
廻
し
た
も
の
で
あ
る
。
■堺
利
彦
そ
の
他
当
時
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
に
対
し
て
も
、
幾
ら
か
マ
ル
ク 

ス
を
教
え
て
や
る
と
い
う
態
度
を
見
せ
た
嫌
い
も
あ
っ
た
。
.

…
…

マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
態
度
を
敵
味
方
と
分
け
れ
ば
、
博
士
は
結
局
反
対
陣
営
に 

属
す
る
人
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
.で
も
終
始
マ
ル
ク
ス
の
フ
ア
ン
で
あ
っ
た
。…
…

省
み
れ
ば
私
自
身
も
幾
分
そ
う
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
福 

田
博
士
は
一
層
そ
う
で
あ
っ
た
。
.

…

.

.福
田
博
士
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
を
教
え
ら
れ
、
博
士
と
共
に
マ
ル
ク
ス
に
牽
引
を
感
じ
な
が
ら
、
私
の
方 

が
師
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
冷
静
若
し
く
は
無
遠
慮
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
：
：
.
.と
に
か
く
、
私
は
右
の
通
り
、
割
合
に
夙 

く
マ
ル
ク
ス
を
か
じ
っ
て
い
た
。」

先
生
は「

ド
イ
ツ
大
学
教
授
の
中
で
最
も
、夙
く
マ
.ル
ク
ス
に
惹
き
着
け
ら
れ
、
そ
の
価
値
を
認
め
た」

人
の
例
と
し
て
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
シ
ュ
タ 

ム
ラ
ー(

ス
タ
ム
レ
ル)

の
名
を
あ
げ
、
師
福
田
博
士
を
.

「

結
局
反
対
陣
営
に
属
す
る
人
で
は
あ
っ
た
が
、
.そ
れ
で
も
終
始
マ
ル
ク
ス
の
フ
ア
ン
で 

あ
っ
た
。…

…

省
み
れ
ば
私
自
身
も
幾
分
そ
う
で
あ
っ
た」

と
ご
自
身
の
こ
と
は
控
え
目
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
の
長
年
の
印
象
か
ら
言
え 

ば
、
先
生
は
共
産
主
義(

ロ
‘ゾ
ャ
共
産
主
義
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム)

に
対
し
て
終
始
苛
烈
な
追
撃
の
手
を
緩
め
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク 

ス
に
対
し
て
は
、
そ

の「

冷
静」

な
る
批
判
的
徽
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
や
シ
ュ
タ
ム
ニ
フ
ー
や
師
福
田
博
士
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は 

:

一
層
の
フ
ア
ン
で
は
な
か
.っ
た
.か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
生
の
社
会
思
想
史
の
.講
義
内
容
に
よ
っ
て
も
端
的
に
う
か
が
れ
れ
る
。
先
生
は 

言
わ
れ
る
、「

長
年
の
講
義
の
間
に
、

私
は
多
く
の
社
会
主
義
者
に
輿
味
を
も
っ
た
。

ラ
ッ
サ
ー
ル
、
ロ
ー
ド
べ
.ル
ト
ス
の
国
家
社
会
主
義
に
興 

味

'^
も
づ
て
、
少
し
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
各
国
社
会
党
運
動
の
平
俗
化
に
慊
，ら
ず
し
て
起
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
的
サ 

ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
、
そ
れ
の
一
派
生
物
と
も
見
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
、
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
と
親
縁
あ
る
無
政
府
主
義
等
も
、
次
ぎ 

次
ぎ
に
興
味
の
対
象
と
•な
っ
た
。

し
か
し
、
，何
時
も
中
心
に
い
る
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
ド
べ
ル
ト
ス
、

ラ
ツ
サ
ー
ル
を
論
ず
る
に 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

八

五(

一
一
一
五
五)



八

六(

ニ1

五
六)

も
、

サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
や
無
政
府
主
義
を
論
ず
る
.に
も
、
'や
は
り
話
は
.マ
ル
ク
ス
に
帰
っ
て
く
る
。
事
実
、

十
九
世
紀
後
半
の
社
会
義
思
想 

を
マ
ル
ク
ス
を
度
外
し
て
論
じ
ら
れ
な
.い
こ

と

は

誰
が
や
っ
て
も
変
り
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
は
格
別
の
関
心
を
も
っ
て
そ
れ
を
し
た
。
そ
れ 

は
青
年
の
頃
か
ら
マ
ル
ク
ス
に
特
殊
の
興
味
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。」

と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
他
の
個
所
で「

社

会

墨

史Q

講
義
を
始
め
た 

頃
は
十
八
世
紀
の
產
業
革
命
か
ら
説
き
起
こ
し
て
ー
：
主
と
し
て
英
仏
独
三
国
に
つ
い
て
社
会
主
義
思
想
の
全
発
展
を
叙
述
し
た
の
で
あ
っ
た 

力
段
々
に
'そ
の
中
パ)
マ
ル
ク
シ
ス
ム
の
比
重
が
加
わ
り
、
仕
舞
に
は
，マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
叙
述
と
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
が
議
時
間
の
大
半
を 

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。」

と
讓
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
.よ
う
な
マ
ル
f

v
、K
ム
中
心Q

讓
を
行
わ
れ
た
こ
と
は「

一
つ
に
.は
、

マ
ル
ク
シ 

、ス
ム
自
身
の
屢
的
、.
理
論
的
価
値
そ
の
も
の
に
由
る
も
の
で
あ
^ 1
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、

マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
先
ヒ
の 

「

格
別
の
関
心」

と

「

特
殊
の
興
味」

に
由
っ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
確
信
す
る
。

先
生
は
、
あ
る
意
味
で
マ
ル
ク
ス
の
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
。

そ 

し
て
こ
の
こ
と
は
、
先
生
の
ご
生
涯
を
通
じ
て
変
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

(

1)

小
泉
信
三「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

昭
和
ニ
.五
年
、
文
芸
春
秋
新
社
、
九
六
丨
九
七
頁
。

.

(

2)

小
泉
信
三
、
前
掲
、
一Q

七—

一
〇
八
頁
。

(

3)

小
泉
信
三
.、
前
掲
、1

〇
七
頁
。

六

.

•マ
ル
ク
シ
、ス
ム
が
羣
的
に
は
唯
物
弁
証
法
、
社
会
学
的
に
は
I
物
史
観
、
.経
済
学
的
に
は
余
剰
価
値
論
、
政
治
学
的
に
は
革
命
理
論
の
諸
要 

尜
に
よ
っ
て
有
歡
的
に
,
成
さ
れ
た
一
大
社
会
科
学
体
系
で
あ
る
こ
と
は
世
人
の
よ
く
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
生
の
比
判
は
、
そ
の
精 

疎
は
！̂
と
し
て
こ
れ
ら
の
諸
遞
成
要
素
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
批
判
の
组
上
に
最
初
に
上
っ
た
の
は
余
剰
価
値
論
を
繞
る
経
済
学
の 

面
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
私
の
分
担
外
で
あ
る
か
ら
、
私
は
専
ら
、
そ
れ
以
外
の
面
に
対
す
る
先
生
の
批
即
こ
つ

い
て
述
べ
.た
い
。

‘
ま
ず
唯
物
弁
証
法
の
問
題
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
亿
よ
る
私
有
財
産
の
廃
止
、
共
産
主
義
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
世 

界
史
は
そ
の
究
極
点
に
到
達
し
、
人
類
は
そ
の
為
し
う
る
限
り
の
最
高
の
発
展
を
成
就
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
y
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
し
も 

史
的
発
展
が
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
即
ち
も
し
も
一
事
物
は
必
ず
そ
の
内
か
ら
自
己
に
対
す
る
否
定
を
生
み
だ
し
き
た 

り
、
こ
の
肯
定
と
否
定
と
め
矛
盾
が
一
段
高
い
否
定
の
否
定
へ
の
発
展
に
よ
.っ
て
.止
揚
せ
ら
れ
、
こ
の
よ
り
高
い
段
階
は
更
に
そ
の
中
か
ら
自
己
. 

.に
対
す
る
否
定
を
生
み
だ
し
き
た
り
、
更
に
第
一
一
の
矛
盾
の
止
揚
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
無
際
限
の
発
展
が
行
わ
れ
介
く
て 

は
な
ら
な
い
答
で
あ
る
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
共
産
主
義
の
実
現
に
よ
っ
て
、
人
類
は
ま
さ
に
そ
の
到
達
す
べ
き
本
然
の
状 

態
に
到
達
、
.も
し
く
は
復
帰
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
共
産
主
義
の
.実
現
以
前
に
.お
い
て
人
類
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
て
き 

た
生
産
力
と
社
会
形
態
と
の
衝
突
、
'ま
た
そ
れ
を
反
映
す
る
階
級
と
階
級
と
の
闘
争
が
、
共
産
主
義
実
現
以
後
の
歴
史
に
お
い
て
も
更
に
際
限
な 

く
反
覆
さ
れ
る
の
だ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

唯
物
弁
証
法
を
教
え
ら
れ
た
者
の
中
に
は
当
然
疑
問
を
起
す
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ 

う
。
謂
わ
く
、
物
的
矛
盾
の
止
揚
に
よ
っ
て
共
産
主
義
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
産
主
義
の
中
か
ら
更
に
そ
れ
に
対
す
る
否
定
が
生
れ
い
で
、
 

例
え
ば
原
始
共
産
体
が
崩
壊
し
て
、
私
有
財
産
制
度
が
起
っ
た
よ
う
に
、
将
来
の
共
産
主
義
の
中
か
ら
更
に
こ
れ
に
対
す
る
否
定
と
し
て
新
た
な 

る
私
有
財
産
制
度
が
生
じ
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
将
来
の
共
産
主
義
か
ら「

弁
証
法
的
に」

生
れ
出
で
来
る
べ
き
、
 

共
産
主
義
そ
の
も
の
に
対
す
る
否
定
の
襄
は
説
か
ぬ
。
矛
盾
の
止
揚
に
よ
る
発
展
と
い
い
、
惡
し
き
一
面
が
善
き
一
面
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
行
わ
れ
る
歴
史
の
進
行
と
い
う
の
は
、
た
だ
共
産
主
義
実
現
に
至
る
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
'0
あ
る
い
は
人
類
の
歴 

史
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
.読
者
は
必
ず
尋
ね
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は 

全
然
説
か
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
文
言
及
び
言
外
に
感
ぜ
％
る
る
印
象
か
ら
い
え
ば
、
共
産
主
義
社
会
は
人
類
最
後
の
歴
史
的
段
階
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
以
上
の
発
展
は
想
像
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
発
展
は
、
共
産
主
義
社
会
の
実
現 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生
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せ
ら
る
る
そ
露
ま
で
世
界
を
支
配
し
、
共
産
唐
の
.実
現
せ
ら
る
る
と
共
に
、
：忽
然
と
し
.て
永
遠
に
停
止
す
る
と
い
う
？

あ
ろ
う
^ 1
以
ヒ 

が
唯
物
弁
証
法
に
対
す
る
先
生
の
批
判
の
要
旨
で
あ
る
。
.

•

ま
こ
と
に
肯
德
当
っ
た
評
語
で
あ
っ
て
、
私
も
か
つ
て
同
趣
言
•疑
問
I

ベ

た

こ

と

が

あ

^

し
か
も
こ
れ
に
対
し
て
、

今

日

に

至
っ
て 

も
尚
滿
足
す
べ
き
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
：有
様
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
古
く
て
新
し
い
簾
で
.あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
先
主
の
旨
菅 

当
を
得
た
も
の
.で
あ
り
、
：充
分
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
:0
''
.

\

 

/ 

I

 

^

• 

.

. 

.
 

h
 

.. 

一
 

.次
に
唯
物
史
観
で
あ
る
。
 

■

.

.先
生
は
唯
物
史
観
が
史
学
上
、
社

寒

上

，に
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を
果
し
て
い
る
と
と
を
充
分
承
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
経
済
的
活
動
と
社 

会
形
態
の
変
化
と
I

f

考
察
が
、
マ
ル
ク
ス
f

っ
て
多
大
の
進
歩
を
遂
げ
た
こ
と
、
こ
れ
で
I

。

一
 

つ
の
新
た
な
る
社
会
秩
序
の
実
現
に 

向
っ
て
す
る
努
力
は
、
倫
理
的
S

礎
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
，」

れ
らQ.

努
力
の
成
功
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
8

し
て
ど
の
程
度
ま 

て
成
功
す
る
か
は
、
堂

ら

れ

I

件
の
如
何
に
も
ょ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
彼
ら
の
努
力
如
何
に
ょ
っ
て
の
み
決
せ
ら
る
る
も
の
で
は
な 

I 

.
‘

杏
な
、
こ
の
努
力
そ
の
も
の
が
擊
気
儘
に
起
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
f

Q
精
神
的
視
野
の
限
界
内
に
人
り
き
た
れ
る
I

以
外
の
も 

の
は
&

に
し
な
し
し
問
題
に
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
遂
行
不
可
能
な
こ
と
は
当
初
か
ら
そ
.の
遂
行
を
企
て
な
い
。
故
に
一
つ
D 

新
た
な
る
社
会
I

Q
籠
に
向
っ
て
す
る
努
力
そ
の
も
の
、又
、
そ
の
努
力
の
成
否
如
何
と
い
う
こ
と
が
、既
S

え
ら
れ
た
現
存
の
社
会
事
情 

f
極
め
て
弓
押
束
せ
ら
れ
て
、
る
と
共
に
又
,
社
会
実
現
に
向
っ
て
の
努
力
が
起
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
が
、
す
で
に
現
存
の
状
態
の
中

見
て
好
い
の
で
あ
る
。
故
に
マ
ル
ク
ス
の
、
人
間
は
自
ら
そ
の
歴
史
を
造
る
が
、「

し
か
し
人
間
は
そ
れ
を
自
由
な
る
材
料
か
ら
造
ら
ず
、
自
ら 

震
し
た
事
情
の
下
に
造
ら
ず
し
て
、
讓
目
前
に
与
え
ら
れ
た
、
業
の
事
情
の
下
に
造
る」
と
言
い
、
又

「

人
類
I

に
そ
の
解
央
し
う
る

課
題
の
み
を
自
ら
課
す
る」

と
い
う
言
葉
は
、
社
会
的
考
察
に
と
っ
て
極
め
て
価
値
あ
る
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
事
は
充
分
力
説
し
な
け
れ 

ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
の
功
績
は
社
会
を
営
む
人
間
の
経
済
行
動
と
、
人
が
そ
の
内
に
生
活
す
る
社
会
形
態
の
変
化
と
の
関
係
の
考
察
に
多
大
の 

光
明
を
投
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
生
は
こ
の
よ
う
に
唯
物
史
観
を
あ
る
意
味
で
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

,

先
生
が
唯
物
史
観
の
疑
問
点(

欠
点)

と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
機
会
に
、
い
ろ
い
ろ
の
.著
作
の
中
で
、
終
始
、
指
摘
し
、
瓶
調
さ
れ
て
い
る
点 

は
、
唯
物
史
観
に
含
ま
る
る
と
こ
ろ
の
共
産
主
義
必
然
論
と
社
会
運
動
の
論
拠
と
一
を
い
か
に
調
和
せ
し
む
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

唯
物
史
観
は
理
想
を
排
斥
し
、
倫
理
を
排
斥
す
る
。
.
マ
ル
ク
ス
は
資
本
制
社
会
に
お
い
て
、

労
働
搾
取
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
か

(

3)

ら
、
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
物
的
生
産
力
の
発
展
が
封
建
制
度
を
崩
壊
せ
し
め
た
と
同
様
に
、
今
又
そ
れ
は
資
本 

主
義
そ
れ
体
の
存
続
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
必
然
的
に
社
会
主
義
を
出
現
せ
し
め
る
と
主
張
す
る
と
共
に
、
社
会
主
義
の
根
拠
を
道
徳
的
班
想

(

4) 

' 

.

に
求
め
る
こ
と
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
.も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
先
ず
^
!る
疑
問
は
、
も
し
も
社
会
主
義
社
会
の
出
現
が
生
産
力
発
展
の
必 

然
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
何
処
に
迸
会
主
義
運
動
の
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
^

先
生
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
始
め
.て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
接
し
た
者
の
皆
な
一
度
は
懐
く
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
.マ
ル
ク
シ
ズ
ム 

を
信
仰
個
条
と
し
て
い
る
者
は
別
と
し
て
何
人
に
も
当
然
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
箸
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
従
来
幾
度
と
な
く
学
者
、
非
学 

者
に
よ
っ
て
提
起
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
一
種
の
警
句
か
あ
る
い
は
駕
言
を
も
っ
て
す
る
外
こ
れ
に
答
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は 

唯

物

史

観

に

対

す

る

最

も

幼

稚

な

質

問

.で

あ

っ
て
、
か
つ
同
時
に
又
最
も
問
題
の
核
心
に
ふ
れ
た
質
問
で
あ
?)
6)

と
い
わ
れ
る
。

も
し
も
歴
史
的
因
果
の
系
列
が
絶
対
的
に
変
更
し
難
い
も
の
と
し
て
将
来
に
向
っ
て
す
で
に
決
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
必
然
的 

で
あ
る
な
ら
ば
、

一
切
の
入
間
の
努
力
、
従
っ
て
社
会
運
動
は
全
く
無
意
義
で
あ
り
、

よ
し
歴
史
は
人
間
の
心
意
を
通
じ
て
経
過
す
る
と
し
て 

も
、.
そ
れ
が
か
か
る
絶
対
的
の
意
味
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
：
そ
れ
は
あ
た
.か

も「

朝
日
よ
、

昇

れ

」
「

四
季
よ
、

循
れ

」

と
い
っ
て 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生

 

八

九(

一
二
五
九)



(

7) 

九
〇

(

ニ
ー
六
〇)

努
力
す
る
に
も
等
し
い
こ
と
と
な
る
で
，あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
■本
命
理
論
家
た
る
と
共
に
革
命
実
践
者
た
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
無
論
、
世
界
の「

解
釈
者」

た
ち
に
甘
ん
じ
な
い
で
、
こ
れ
を 

実
践
的
に
変
革
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
.た
め
に
彼
は「

共
産
党
宣
言」

を
読
ん
.で
：「

万
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
エ
ル
よ
、
団
結
せ
よ」 

と
い
.っ
て
い
る
。
し
か
し「

巳
に
何
々
せ
よ」

と
い
う
か
ら
に
は
、
放
.っ
て
置
け
ば
そ
う
な
ら
ぬ
可
能
性
を
認
め
、
又

「

何
々
す
る」

こ
と
が
価 

値
あ
る
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「

団
結」

の
繁
と
し
て
え
ら
る
る
も
の
が
価
値
な
き
も
の 

で
あ
る
な
ら
は
そ
の
た
め
に「
団
結
せ
よ」

と
い
う
こ
と
は
無
塵
で
あ
る
。
団
結
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
状
態
が
実
現
せ
ら
る 

る
も
の
な
ら
ば
、「

麗

せ
よ」

と
V

こ
と
は
、
同
じ
く
無
意
義
.で
あ
る
。

こ
の
場
合
、.，
社
会
主
義
者
.に
と
っ
て
の
問
題
は
正
し
き
目
的
に
対 

す
る
正
し
拿

段
如
何
の
問
題
£

っ
て
、
こ
.れ
に
対
す
る
答
は
倫
理
的
確
霞
着
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
も
し
も
倫
理
的
き 

信

馬

つ

く
麗
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
の
到
来
は
必
然
で
は
な
い
。
.必
然
の
.支
配
す
る
所
に
倫
理
的
判
断
は
成
り
立
た
ない
の
で
あ
^
, 

封
含

義

の
讓
は
真
に
必
然
で
あ
る
か
。
し
か
ら
ば
社
会
主
義
運
動
は
無
意
義
で
あ
る
。
社
会
8

運
動
は
有
意
義
で
あ
る
か
。
し
か
ら
ボ
、
 

わ
ゆ
る
必
然
1

|

5
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
単
び
希
_

|

る
も
の
で
'

|
か
？

し
か
ら
ず
ん
ば
、
社

童

謹

馨

卒

の

蹇

を

鼓
 

舞
す
る
激
励
手
段
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
スQ

説
く
共
産
義
必
然
論
は
絶
大
の
魅
力
を
も
っ
て
人
に
迫
る
。
し
か
し
こ
の
必
然
論
に
は
多
く
の
誇
張
ま
た
は
希
望
的
観
測
が
含 

ま
れ
て
い
る
。
資

本

囊

I

Q
発
展
は
、
遼

Q

I
じ
き
露
者
1

1

$

し
む
る
こ
と
、
唐

を

大

I

I

中

艺

む

る

こ
と
等

に
よ
っ
て
社
会
主
義Q

実
現
を
促
し
、
も
し
く
は
可
能
な
ら
し
め
る
と
見
ら
る
べ
き
事
情
を
造
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
社

会

議

に

対)

て 

あ
る
可
能
性
禀
す
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。.
進
ん
で6

と
り
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
.あ
る
蓋
然
性
を
示
す
と
V

U
と
が
で
き
よ 

う
。
こ
こ
に
社
会
運
動
の
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
言
い
う
る
極
限
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
進
ん
で
、
共
産
義
は
必
然
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
は
、
'
政
略
的
揚
言
か
希
望
的
観
測
£

ち
い
る
も
の
で
あ
っ
.て
、
経
験
科
学
の
領
域
内
£

い
て
、
こ
れ
を
承
認
せ
し
む
べ
.
き

根

勉

宅

»

v
た
し
か
.に
マ
ル
ク
ス
も
言
う
通
り
人
間
は
勝
手
気
儘
に
.歴
史
を
作
る
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
る
材
料
を
も
っ
て
こ
れ
を
作
る
に
相
莖 

な
い
け
れ
ど
も
、

か
く
し
て
作
ら
れ
る
歴
史
と
し
て
は
、，
幾
多
の
可
能
の
.途
が
開
か
れ
て
い
る
。

そ
の
幾
多
の
途
の
実
現
公
箅
は
同
一
で
は
な 

I

.
そ
の
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
に
比
べ
.て
、

よ
り
多
く
の
蓋
然
性
を
も
つ
、

と
ま
で
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
.経
験
科
学
の
領
域
内
に
お
い 

て
吾
々
の
言
い
う
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
で
る
こ
と
は
で
き
!0
1
,广
要
す
る
に
マ
ル
ク
.ス
の
共
産
主
義
必
然
%
ユ

、

.
一
つ
に 

は
、
，世
界
史
を
も
っ
て
既
定
の
究
極
目
的
に
向
っ
て
の
進
行
と
見
る
形
而
上
学
に
基
づ
き
、

一
つ
に
は
社
会
主
義
者
の
か
く
あ
れ
か
し
と
願
う
と 

こ
ろ
の
も
の
と
必
ず
か
く
あ
る
と
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
善
意
の
混
同
に
い
で
、
ま
た
一
.つ
に
は
社
会
運
動
上
に
お
い
て
、
.同
志
者
を
激
励 

し
反
対
者
を
志
気
阻
喪
せ
し
め
ん
が
た
め
の
政
策
的
揚
言
と
し
て
聴
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
そ
れ
が
形
而
上
学
に
立
脚
す
る
限
り
に
お
-い
.て
は
、
も
と
よ
り
経
験
科
学
の
範
囲
ル
に
属
す
る
。
か
く
あ
れ
か
し
と
願
う
と 

こ
ろ
の
も
の
と
か
く
あ
り
と
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
混
同
は
、
こ
れ
は
錯
覚
で
あ
る
か
ら
問
題
に
は
な
ら
ぬ
。
も
し
又
そ
れ
が
政
策
的
揚
言 

で
あ
る
な
ら
は
、
そ
れ
は
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
瞬
間
に
効
力
を
失
う
。
い
ず
れ
の
点
か
ら
見
て
も
共
産
主
義
必
然
論
は
成
立
し
な
い
。
 

各
々
の
言
い
う
る
こ
と
は
、
た
だ
社
会
主
義
者
の
努
力
は
そ
れ
に
有
利
な
る
、
ま
た
不
利
な
る
様
々
の
条
件
の
下
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
条
件
の
い
’ 

か
ん
に
よ
っ
て
社
会
主
義
の
実
現
は
可
能
で
き
し
、
も
し
く
は
_

的
で
あ
る
と
言
う
に
つ
I

。
そ
れ
以
上
に
進
ん
で
、
必
f

言
え
ば
、
 

そ
れ
は
上
記
の
場
合
の
い
ず
れ
か
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
社
会
主
義
者
の
努
力
そ
の
も
の
の
根
拠
は
倫
理
的
根
拠
で
な
く
て
は
な
ら 

ぬ
。あ
る
社
会
形
態
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
カ
は
そ
の
社
会
に
お
い
て
<3
:

'

い

美

し

き

、
^'
い

正
し
き
生
活
が
保
障
さ
れ
た
と
い
う
確
信
以
外
の
も 

の
を
も
っ
て
ジ
ャ
ス
チ
フ
ァ
ィ
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
れ
を
憚
り
、
も
し
く
は
含
羞
ん
で
、
た
だ
言
葉
の
表
面
で
倫
理
を
排
斥
す
る
こ
と
は
全 

く
無
益
の
所
為
で
あ
る
。
以
上
が
先
生
の
所
見
の
要
旨
で
あ
る
。
実
に
強
靱
に
し
て
明
快
な
こ
の
論
理
に
唯
々
敬
服
の
外
な
い
が
、
い
ま
だ
に
マ 

ル
ク
ス
主
義
者
侧
か
ら
も
唯
物
史
観
の
信
奉
者
側
か
ら
も
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
、
反
論
を
聞
き
え
な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に|

湯
千
万
で
あ
る
。

C

1
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小
康
信
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マ
ル
ク
ス
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十
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学
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頁
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義
批
判
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常
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ご
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七
頁
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T
引
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社
会
思
想
概
論」

三一

兰—

三r

四
頁
-

小
衆
信
三r

マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年」

一
一
六
頁
。
 

\

小
泉
信
三
"
前
掲
、
一
五
ニ
頁
。

小
康
信
三
"
前
掲
、一,

五
.ニ
頁
。
.

小
瘐
信
三
、
前
掲
、

一
五
ニ
、
，
一

 

五
六
頁
。

づ
衆
信
三「
共
産
主
義
批
判
の
常
識
1_
新
潮
社
、
昭
和
ニ
四
年
、
一
ニ
四
頁
。

小
泉
信
三
、
前
掲
、
ニ

六

—

一
一
.

七
頁
。

.

小
康
信
三「

マ
ル
ク
ス
.死
後
五
十
年」

一
五
六
頁
。
.

'小
泉
信
三「

共
産
主
義
批
判
.の
常
識」

ニ
ー 
四—

一
二
五
頁
。
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.

最
後
にt

ル
タ
.ス
の
.国
家
論
に
関
す
る
先
生
の
研
究
.に
つ
い
て
述

べ

ょ

ぅ

。

こ
の
問
題
に
関
す
る
先
生
の
主
な
る
作
品
は
、
先
生
が
大
正
十
一
一
年
に
三
田
雰
雑
誌
に
唐
さ
れ
た
論

文

「

社
会
主
義
と
震」

(

一一票

会 

歷

、
第
十
七
卷
亍
奪)

と
大
正
十
四
年
に
雑
誌「

思
想」
に
齒
さ
れ
た
論
文「

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
国
家」

(

思
想
、
大
正
十
四
年
二
月)

と
で 

あ
る
。
い
ず
れ
も
博

引

傍

証

、
.
す

こ

ぶ

る

ァ
ヵ
デ
、'、
ッ
ク
な
、

精
力
的
I

論
文
で
あ
っ
て
、

お
そ
ら
く
先
生
の
諸
作
品
の
中
で
第

一
に
推

さ

る
 

べ
き
故
作
で
あ
ろ
ぅ
。
ま
ず

こ
の
論
文
の
書
か
れ
た
当
時
の
背
景
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
た
い
。

わ
が
国
で
初
め
て
マ
ル
ク
ス
S

家
言
つ
い
て
、
高
い
水
準
の
、
系
統
的
な
学
術
的
研
究
を
発
表
さ
れ
た
の
は
小
泉
先
生
の
羅

福

田

徳
 

先
生
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
文「

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
ボ
ル
シ
ヱ
ヴ
ィ
ス
ム」

は
、
中
央
公
論
、
改
造
と
相
並
ぶ
大
評
論
誌
で
あ
'っ
た「

解
放」

I

頭
を
飾
っ
た
も
の
2

る
が
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
充
分
高
い
学
術
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
福

田
博

言

」

の
論
文
で
次 

の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ら
れ
る
。
 

-

U
 

、

こ
の
度
の
戦
争(

第
一
次
世
界
大
戦)

の
産
物
中
、
我
々
経
済
生
活
研
究
者
に
と
っ
て
最
も
密
接
な
関
係
の
お
る
産
物
は
、
二
種
の
.紙
製
品
で
あ 

る
。
而
し
て
両
者
‘と
も
そ
の
重
要
は
主
と
し
て
、数
量
の
上
に
お
け
る
著
大
な
る
増
加
と
い
う
点
に
あ
る
。
実
質
に
至
っ
て
は
、
一
は
明
ら
か
に
驚 

く
べ
き
低
下
を
示
し
て
お
り
、
他
は
低
7
し
た
も
の
も
あ
り
、
又
向
上
発
達
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
両
者
と
は
何
で
あ
る
.か
。
答
え
て
日
く
、

第
一
は
不
換
紙
幣
、
第
二
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
献
の
刊
行
物
こ
れ
で
あ
る
。
不
換
紙
幣
も
マ
ル
ク
ス
文
献
も
ま
ず
我
々
を
驚
ろ
か
す
こ
と
は
そ
の 

数
量
の
上
に
お
け
る
前
代
未
聞
の
増
加
で
あ
る
。…

…

さ
り
な
が
ら
文
献
の
大
な
る
増
加
の
.点
か
ら
い
え
ば
、
到
底
マ
ル
中
シ
ズ
ム
に
関
す
る
も
' 

の
に
凌
駕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
に
マ
.ル
：キ
シ
ズ
ム
文
献
の
増
加
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
一
人
の
力
で
そ
の
一
班
を
素
読
す
る
こ
. 

と
す
ら
で
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。
而
し
‘て
そ
の
数
量
の
増
加
は
実
質
上
の
低
下
を
き
た
し
た
か
向
上
を
き
た
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
大
部
分
に 

•
つ
い
て
は
む
し
ろ
低
下
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ぬ
。
尤
も
そ
れ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
場
合
の
み
で
は
な
い
。
例
え
ば
無
政
府
主
義
就
中
ク
ロ
ポ
ト 

キ
ン
に
関
す
る
文
献
な
ど
も
私
の
接
手
し
た
だ
け
で
も
新
し
い
独
逸
訳
が
数
種
あ
っ
.て
、
い
ず
れ
も
何
千
部
と
重
刷
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し 

か
し
文
献
洪
水
の
最
大
な
る
も
の
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
あ
る
こ
と
は
争
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
と
思
う
。…

…

故
に
レ
ー
ニ
ン
は
紉
っ
て
い
う
、r

ッ 

ヒ
先
頃
ま
で
は
マ
ル
ク
ス
と
言
え
は
、

一
言
の
下
に
こ
れ
を
斥
く
る
か
、
も
し
く
は
全
く
無
知
を
誇
示
す
る
を
常
例
と
し
て
い
た
大
学
教
授
等 

は
今
や
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
何
^
を
：か
、
発
言
す
る
か
著
作
す
る
か
せ
ね
ば
、
学
者
の
本
分
を
欠
く
も
の
の
よ
う
に
そ
の
考
え
方
を
改
め
出
し 

た」

と
。

こ
れ
は
実
に
適
評
で
あ
る
。
福
田
博
士
は
こ
の
よ
う
に
当
時
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
研
究
の
盛
行
を
語
ら
れ
た
後
更
に
言
わ
れ
る
、r

独
り 

こ
の
に
あ
っ
て
我
々
研
究
者
が
を
張
っ
て
驚
異
の
念
を
も
っ
て
迎
え
ね
ば
な
ら
ぬ
一
一
個
の
大
産
物
が
あ
る
。

一
は
先
頃
物
^
し
た
ヵ
ー 

ル
；

リ

ー

プ

ク

ネ

ヒ

ト

が

一

九

.一
六
年
か
ら
一
九
一
八
年
に
渉
っ
T
獄
中
に
お
い
て
起
稿
し
た『

■マ
ル
ク
ス
評
論
綱
要』

と
題
す
る

、

マ
ル
ク
ス 

価
値
理
論
の
根
本
的
批
評
のI

篤
で
あ
る
。
.

…
…

ニ
個
の
大
産
物
の
第
二
は
ゥ
リ
ァ
ノ
フ(

レ
ー
二
ン)

’の

著Staat 

u
n
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1917 

仁 A

v.1919 
こ

、れ
で
あ
沒
と
。
•
'

社
会
思
想
学
渚
と
し
て
の
小
枭
信
三
先
生 

L三

(

ニ
-:
、
三)



丨
ニ
ン
の「

国
家
と
S

」

を
第
一
次
世
界
戦
争
が
生
ん
だ
マ
ル
キV

K

ム
文
献
が
一
一
大
産
物
の
一
つ
と
ま
で
變
さ
れ
た
福
田
博
士
の
讃 

5

な
お
続
く
。
日
く
、「

こ

の

霞

粗

ぼ

馨

Q
I
.
に
て
の
文
献
考
証
的
研
究
を
載
す
る
も
の
で
.あ
っ
て
、
プ
ロ
。ハ
ガ
ン
ダ
文

書

勿

論
、
.同

震

肇

、
最

も

学

醫

冷

霊

索

I

十

塞

す

も
の
で
あ
る
.か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お

い

て

、

f

殆
ど
”

ン

力
今
ソ
ヴ
ホ
エ
ツ
ト
露
西
亜
の
統
領
I

こ
と
を
忘
れ
し

め

ら

れ

る

。

.
こ

の

雲

お

い

て

我

々

の

前

に

立

.

つ
も
の
は
一
学

究

で

あ

っ

て

、

そ
れ
以 

.外
の
何
者
で
|

い
。
靈

至

頁

一

言

I

強
叫
を
聞
く
こ
と
な
く
、：

一
 

歩
は 

一.f
 
I

?

靈

の

I

を
I

I

っ
て
ゆ
く
も

の
て
あ
る
私
は
こ
の
書
を
読
ん
で
兼
ね
て
想
像
し
て
お
っ
た
レ
一
一
ン
と
は
全
く
の
別
人
に
接
し
た
こ

と

を

驚
く
も
の
で
あ
る
。
レ

ニ
ン
t

f
 

.る
煽
動
政
治
家
で
.は
な
い
、否
彼
が
主
題•と
す
る
と
こ
ろ
に
お
.
い
て
は

ド
ィ
ツ
社

会

民

主

党

第

一

の
学
者
た
る
カ
ウ
ツ
キ
i

そ
の
学
者
的 

に
お
い
て
確
か
に
彼
に一

等
を
輸
す
る
も
の
で
あ
る
り
.疑
う
も
の
は
乞
う
、
レ
一
一
ン
.の

f

革
命」

t

ウ
ツ
キ
丨
の
.

「

民
主
政
か
襲
.か」 

と
対
照
熟
考
せ
よ
。
決
し
て
私
が
言
の
妄
な
I

る
を
見
出
す
で
.

I
，

と
ま
で
警
さ
れ
て
、
そ

の

傾

倒

の

程

を

.

示
さ
れ
て
い

る

。

今
、

田
博
士
の
.
l

i

し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
レ
l

.

i

l

と
革
命」

が
内
外
f

た
反
響
の1

端
を
示
し
た
も

「

国
家
と
荜
命」

の
制
作
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
レ
丨
ニ
シ
自
身
に
語
ら
し
め
よ
.

う
。

.

「

わ
れ
わ
れ
は
，
初
め
に
、【

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
：ス
の
国
I

I

考
察
し
、：
.こ
の
学
説
の
忘
れ
ら
れ
た
側
面
も
し
く
は
日
和
見

唐

的

こ 

歪
曲
さ
れ
た
側
面
を
、
と
く
に
詳
細
£

1

。
.次
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
歪
曲
の
主
要
な
代
表
者
で
あ
る
カ

丨

ル
•

カ
ウ
'ツ
キ
I

、
現

在

の

.戦

争

I, 

に
極
め
て
み
じ
め
な
霊
を
と
げ
た
第
二
ィ
ン
タ
I
ナ
ジ
“

ナ
ル
I

も
有
名
な
指
馨
.で
I

カ
ウ
ツ
キ
.I

を
持
S

W

す
る
。
最
後
こ
、

..一
 

九
〇
筆
の
特
に
一
九
.一
七
年
の
ロ
ツ
ヤ
革
命
の
震
か
ら
塞
な
結
論
を
ひ
き
だ
す
で
あ
ろ
う
。

一
九
一
七
年
の
革
I

、
見
た
と
I

、
現 

在

(
一

九一

七
年
八
月
初
め)

そ
の
8

の
第
一
段
階
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

し
か
し
こ
の
革
命
全
体
は
、

憂

嘉

S

戦
争
に
よ
づ 

て
ひ
き
起
さ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
社
含
義
革
命
の
連
鎖
の
一
環
と
し
て
初
め
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
プ
P
レ
タ
リ
ヤ

社

会

主
義
革
命
の
国
家
に
対
す
る
関
係
の
問
題
は
、
実
践
的=

政
治
的
な
意
義
を
獲
得
し
つ
◊
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
資
本
の
束
縛
か
ら
自
己
を
解
放 

す
る
た
め
に
は
近
い
将
来
に
、
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
大
衆
に
解
明
す
る
問
題
と
し
て
も
、

極
め
て
切
実
な
意
義
を
獲
得
し
つ
つ
あ 

る
。」 

.

こ
れ
ま
で
国
家
論
と
い
う
社
会
主
義
体
系
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
る
問
題
が
殆
ど
全
く
1|
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
無
論
こ
れ
に
は
マ
ル
ク
ス
が 

自
ら
系
統
的
な
国
家
論
を
書
か
な
か
っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
。
し
か
る
に「

国
家
と
革
命」

の
出
版
に
よ
っ
て
、
今
更
の
如
く
、
そ
の
重 

要
性
に
^
付
い
て
社
会
主
義
の
国
家
論
が
国
の
内
外
に
お
い
て
、
か
ま
び
す
し
く
論
議
せ
ら
れ
る
に
至
る
と
共
に
、
国
家
論
は
社
会
主
義
体
系
の 

高
座
に
す
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
の
、

マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
と
い
う
未
踏
の
処
女
地
に
初
め
て
鍬
を
入
れ
た
開
拓
者
と 

し
て
の
労
苦
と
社
会
主
義
に
お
け
る
国
家
論
の
重
要
性
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
た
功
績
と
は
、し
ば
ら
く
彼
自
身
に
対
す
る
好
惡
を
超
越
し
て
-、
 

十
分
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

レー
11.

ン
の
挑
戦
に
ヵ
ゥ
ッ
キ
ー
が
ド
ィ
ツ
社
会
民
主
主
義
を
代
表
す
る
立
場
か
ら
こ
れ 

を
反
駿
し
て
、
激
烈
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
以
来
、
内
外
の
著
名
な
学
者
や
論
究
が
相
次
い
で
、
こ
れ
に
参
加
す
る
に
至
っ
た
。，
マ
ゥ
ト
T

、
 

タ
ノ
I
、
ヶ
ル
ゼ
ン
、N

ド
ラ
-
、
福
田
徳
三
氏
ら
が
こ
れ
で
あ
る
。
.そ
し
て
小
泉
先
生
も
ま
た
研
究
と
論
争
に
参
加
さ
れ
て
大
き
な
役
割
を
果 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
•マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
は
レ
.！

一一

 

ン
の「

国
家
と
革
命」

：
を
離
れ
て
は
こ
れ
を
語
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
先
生
の
マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
の
研
究
も
無
論
、「

国
家
と
革
命」

を
契
機
と
し
て
進
め
ら
、れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
生
も
福
田
博
士
と
同
様
、
 

「

国
家
と
苹
命」

を
高
く
評
価
し
て
、「

レ
ー
ニ
ン
そ
の
人
は
甘
美
若
く
ば
迂
遠
な
理
想
家
型
と
は
反
対
の
、
最
も
現
実
的
な
^

#

家
で
あ

り

、

「

国
 

家
と
革
命」

は
痛
切
な
現
実
的
必
要
の
為
め
.に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、.
同
時
■に
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
関
す
る
博
大
な
る
文 

献
的
学
識
を
以
て
書
か
れ
た
、
或
る
意
味
で
の
ア
ヵ
デ
ミ
ッ
ク
な
体
裁
の
著
作
で
あ
づ(

た)」

と
い
わ
^
て
い
る
。

.

 

.

 

.

 
:

 

•
 

.
 

-

先
生
の
マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
の
研
究
.は
.、
こ
の「

国
家
と
革
命」

に
よ
る
マ
ル
ク
ス
国
家
論
の
新
解
釈
に
対
す
る
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

■

.

.

九

五(

亡
一
六
五)



九

六(
一

ニ
六
六)

先
生
の
見
解
の
要
旨
は
根
本
的
に
次
の
如
く
で
あ
る

。
.

'

レ
丨
一
一
ン
は
当
時
通
用
の
ニ
つ
の
見
解
に
反
対
し
た
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
無
政
府
主
義
と
は
違
う
、.無
政
府
主
義
は
国
家
を
霊
し
、
マ
ル
ク 

シ
ス
ム
は
国
家
を
肯
定
す
る
と
い
う
解
釈
が
そ
の
一
.つ
。
•い
ま
一
つ
は
プ
t

タ
リ
ャ
に
よ
る
国
家
権
利
の
掌
握
、
す
な
わ
ち
ブ

ル
ジ

ョ
ヮ
屋 

を
フ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
国
家
に
変
え
る
こ
と
は
平
和
合
法
的
な
る
デ

モ
ク
ラ 

'ゾ—

の
方
法
に
よ0

て
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
レ
I 

1ー
 

ン
太 

こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
に
も
反
対
し
た
。

マ
'ル
ク
シ
ス
ト
も
ま
た
国
家
な
く
強
制
権
力
な
き
自
由
社
会
を
そ
の
最
終
慕
と
す
る
も
の
で
.あ
る
。
こ 

の
点
、.
無
政
府
主
義
者
の
期
す
る
と
ろ
と
は
ま
さ
し
く
同
じ
で
き
と
明
言
す
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
が
屋
権
力
を
掌
握
す
る
た
め 

暴
力
本
命
は
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
、
前
述
の
と
お

り

、

自
家
の
見
解
と
し
て
で
な
く
、
.
マ
レ
ク
、
、
 

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
ー
の
正
し
き
解
釈
->
し
て
強
調
し
た
。
.

震

の

I

に
麗
し
て
、

エ
ン
、ゲ
ルK

Q
「

反
デH

ゥ

リ

l
l

」
Q

1

節
に
、
.
生
産
手
段
の
国
有
化
が
行

わ

れ

た

後
に

お

い

て

、

讓

歷

カ

 

の
社
会
的
麗
に
対
す
る
干
渉
は
漸
次
不
要
と
な
り
、「
つ
い
で
眠
り
に
落
ち
る
。」

物
の
学
理
と
生
産
過
程
の
指
揮
と
が
人
間
に
対
す
る
統
治
に 

代

り

「

国
家
は
撤
廃
せ
ら
れ
ず
し
て
死
亡
す
る」

云
々
と
い
う
文
言
が
あ
る
。

こ
の
文
言
は
国
家
が
平
和
獲
の
過
程
で
消
滅
す

る
こ
と
を
解 

い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
、

一
見
暴
力
本
命
必
要
論
と
反
対
の
印
象
を
与
え
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。

レ
I

 

ニンは

極
力
そ
れ
を
戒
め
る
。

「

死
亡」

す

タ
リ
ャ
国
家
に
ほ
力
な
ら
ぬ
。
ブ
ル
ジ
ョ
ヮII

家
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
暴
力
舉
命
に
上
っ
て
の
ほ
か
醫
せ
ら
れ
得
な
い
。
.そ
れ
が
マ
レ 

ク
ス
、H

V

ゲ
ル
ス
の
真
色
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
、
か
れ
の
反
復
し
•て
力
説
す

る
と
こ
ろ
であ
る
。
r

 

ニ
ン
はそ
れ
を
五
ヵ
条
に
分
け
て
説 

く
念
の
た
め
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

第
一
、

ヱ
ン
ゲ
ル
ス
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
は
国
家
権
力
の
靈
に
よ
っ
て
階
級
別
を
廃
止
し
、「

ま
た
国
家
8

家
と
し
て
廃
止
す
る

」

と
い
っ

.
 

た
が
、
こ
れ
は
.一
八
七
一
年
の
パ
リ
.
コ
ム
、、、
ユ
ン
の
経
験
を
約
言
.し
た
も
の
で
、
か
れ
は
こ
こ
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
f

に
よ
る
ブ
レ

シ
ヮ
シ
ィI

®

家

の「

廃
-
^

」

を
意
味
.し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
死
亡
と
い
う
語
は
、
社
会
主
義
革
命
後
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ

;

う
国
家
の
残
骸
に
隣
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
f

後

に

お

い

て

、

プ
ロ
，
レ

タ

リ

ャ

震

も

し

く

は

半

国

家

は

死

亡

す
る
と
い
う
の
で

あ

る
。
 

.

% 

•

第
-
一
ェ

、
/ノ 

ノ
ス
に
よ
れ
ば
国
家
は「

一
個
特
殊
の
抑
！

±
1

権
力」

：
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
を
抑
圧
す
る
た
め
の
ブ
ル
ジ
3 

♦、
ィ
の
特
:•
•

!
ブ

は

.フ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の「

特
殊
狗
庄
権
力
汝
も
っ
て
代
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ」

(

無
産
階
級
独

裁)

。

そ
れ
が
す
な
わ
ち 

国
条
と
し
て
の
国
家
の
鹿
止
で
あ
る
。
.し
か
し
て
こ
の
ブ

ル
ジ
3
ヮ

ジ

ィ

の

抑

庄

権

力

と

プ

n

レ
タ
リ
ャ
抑
圧
権
力
の
交
代
は
、
断
じ
て 

「

死
亡」

と
い
う
方
法
を
も
っ
て
は
行
わ
れ
得
な
い
。
 

—

'
第
一
-一

H
、

ゲ
ノ
ス
の
I
わ
ゆ
る
簾
の
死
亡
ま
た
は
入
眠
は
、「

社
会
の
名
に
お
い
て
す
る(

国
家
の)

生
産
手
段
議」

以
後
、
す
な
わ
ち 

:

社
塗
義
革
命
の
時
期
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
時
期
に
お
け
る「

国
家」

の
形
態
は
も
っ
と
も
完
全
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ 

.

ィ
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
讀
は
た
だ
暴
力
塔
命
の
み
が
ひ
と
り
よ
く
こ
れ

を
廃
止
す
る
。
震

I

、
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
完
全
な
る 

デ
モ
ク
ラ
シ
ィ
は
よ
く
死
亡
し
得
る
の
み
で
あ
る
。

.、'r
l

エ
、
ゲ
ノ
ス
の
国i

豕
の
n

L

う
設
は
た
た
に
無
政
府
主
義
者
に
反
対
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま

た「

自
由
な
る
民
衆
讓」

と

.
「

い
う
成
語
の
流
布
者
に
も
反
対
す
1

の
.で
あ
る
。

ュ
ン
ゲ
ル
ス
，は
こ
の
成
語
を
煽
動
上
の
理
由
か
ら
し
ば
ら
く
寛

仮
し
た
に

過

ぎ

ず

、

ぐ
I

的
£

不
完
全
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
排
斥
し
た
。
い
や
し
く
も
国
家
な
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
抑
圧
権
力
で
あ
る
か
ら
不
自
由
な 

る
も
の
で
あ
る
。
 

'

 

.

隹
五
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
マ
ル
ク
ス
と
2
も
に
、
常
に
ブ
.
.ル.ジ
.ョ
ヮ
国
家
に

f 
5

、

暴
力

S

の
不
可
避
を
説
き
、
F
ィ
ッ
社
会
民
主
寶 

.に

.向
っ
て」

八
七
八
年
か
ら
一
八
九
四
年
に
い
た
る
ま
で
、
執
勘
に
暴
力
革
命Q

讚
美
歌
を
歌
っ
て
聞
か
せ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
け
っ
し 

て
擎
上
の
興
齊
の
結
果
で
も
な
く
、
大
言
壮
語
で
も
な
く
、
'じ
つ
に
民
衆
を
暴
力
舉
命
に
関
す
る
見
解
I

育
す
る
と
い
う
そ
の
必
耍

社
会
思
想
学
^
と
し
て
の
^

信̂
三
先
生

f 

, 

九

七(

ニ
ー 
六
七)



:
S

 

で
た
の
—

る

:0
-

'

-

 

:...

以
上
の
説
を
綜
括
し
て
レ
丨
一
一
ン
は

、

r

プ
.
.
ロ
レ
タ
.
リ
.ヤ
国
家
をも
っ

て
.ブ
^

.

ジ
ョ
ゥ
.国
家
に
代
I

.

こ
と
は
暴
力
革
命
な

く

し
て
こ
.

れ
を
行 

6.
5

)

へ
力

ら

ず

フ

ロ

レ
タ
リ
ャI

!

家
の
，

除
-

す
な
わ
ち
国
家
そ
の
も
.の
の
.

排

除

は『

死
亡』

.

'

の
方
法
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
.る
.

」

.

と

、，
っ

た
。

：

■

 

.

•

こ
れ
S

し
て
先
生
は
批
判
さ
れ
る
。.
日
く
，
.は
た
し
て
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
、
.エ
ン
ゲ
.ル
ス
：の
解
釈
と
.し
て
正
.当

で

あ

る

が

否

か

。
.
.
こ

れ

は

厳
 

密
な
マ
.ル
ク
ス
文
献
の
引
証
に
善
い
て
論
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ
る
が
、
.

1

革
命
の
麗
に
関
す
る
レ
丨
ニ
ゾ
そ
の
人
の
墨
や 

羞
そ
の
も
の
は
、

I

点
.の
疑
い
も
な
く
明
白
で
き
。
そ
と
.で

マ

，
ル

，
ク

ス

の

.解
釈
論
と
し
て
の
当
否
組
何
と
い
.う

こ
と
で
あ
る
が
^

ま
ず
結
局 

に
お
け
る
国
家
の
消
滅
と
.い
う
こ
と
に
つ
.い
て
は
、
レ—

ニ
ン
の
解
釈
は
疑
い
も
な
く
正
し
い
。
マ
ル
ク
ス
、H

ン
ゲ
ル
ス
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ 

国
家
に
ょ
っ
て
生
擊
段
の
国
有
化
が
行
わ
れ
、
階
級
別
の
撤
廃
せ
ら
れ
た
_
に
お
.い
て
、
履

は

.

「

死
亡」

.と
V

繼
で
み
ず
か
ら
消
滅
す

べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
か
つ
そ
う
説
い
■た
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
思
想
の
由
来
か
ら
見
て
も
、
ま
た
そ
の
文
言
に
徴
し
て
も
十
分
明
白
で
、
争

う
余
地
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

.

,

_

,
 

,
 

-

■

■.
' 

■
 

■
 

■
 

■
'

:

こ
の
点
に
お
い
て
ヵ
ゥ
.ッ
キ

丨
以
下
ド
ィ
ッ
社
会
民
主
党
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
従
来
と
か
く
慕

を

曖

昧

に

し

て

、

こ
れ
ほ
ど
明
白
な
こ
と 

を
明
自
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
レ
丨
ュ

ン
の
指
斥
を
受
け
て
も
い
た
し
方
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
'

.

し
て
疑
義
な
か
ら
し 

め
た
の
は
、

マ
ル
..ク

ス

解

釈

上

に

お

け

る

一
.
つ

の

顕

著

な

レ
i

ン
の
功
績
で
ぁ
る
穿
生
は
レ
丨
ニ
ン
め
解
釈
に
賛
意
を
表
さ
れ
る
。

こ
の
ょ
う
に
レ
ー
ニ
ゾ
の

マ

ル

ク

ス

考

証

は

「

，
マ
ルク
ス
国
家
論
の
解
釈
と
し
て
は
疑
も
な
く
、
正
し
い
け
れ
ど
も
、
.
.
.
現

在

若

し

く

は

実

証

的
 

に
予
見
し
得
べ
翁
来
の
現
実
世
界
の
記
述
と
し
て
は
、H

家
死
亡
論
は
今
.

e

も
早
や
真
剣
な
考
察
の
対
象
と
さ
れ

な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
が
当 

然
で
あ
る」

と
述
べ
ら
れ
て
、
国
家
死
亡
論
に
つ
い
て
積
極
的
な
批
判
を
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
、.

ユ
ン
ゲ
ル
ス
が
、

生
産
手
段
の
国
有
に
移
さ
れ
て
、
階
級
別
が
な
く
な
つ
た
跪
に
.は
国
家
は
死
亡
す
る

と
い
つ
た
の

い

I

味
す
る
i

i

考
え
て
見
る
。

そ
れ
は
果
し
て
、

そ
の
跪
に
は
一
切
の
強
制
的
拘
裹
な
く
な
っ 

て
，
各
人
の
.

I
行
動
が
全
く
放
任
許
容
さ
れ
る
と
い
う
豪
か
、
そ
れ
と
も
、
国
家
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
I

存 

“
、で
は
な
く
、

単

に

階

級

的

抑

庄

が

除

か

れ

る

と

い

う

だ

け

の

こ

と

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

る

か

。

マ
ル
ク
ス

J

ン
ゲ
ル
ス
丨

の

書

こ

p

r

l

l

f

l

l

m

l

。

r

 

l

i

l

議

巻

て

I

、

そ
も
そ
も
大

る

社

含

義

黏

経

済

の

下

に

お

.い

て

、

各

個

人

の

恣

膏

由

の

.
行

動

を

許
す

と
い
う
こ
と
は
、.
到
底
考
え
ら
れ
^
。
叶
画
経
^
こ
，ノ
、
 

て
は
、
自
由
経
済
に
お
け
る
よ
り
も
遙
か
に
多
く
の
強
制
が
当
然
必
要
と
な
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
2

 

-
n 

'

、
：

: l
i

p

; §

:

9

れ*r
u
oo
p
yるか
。
ラ
f

 

lil

そ
f

の
を
、
マ
ル
ク
ス

l

i

l

i

ナ

手

紙

の

憂

「

究
i

い
て
1

下
す
一
つ
の
意
志
な
く
し
て
、

す
な
わ
ち
統
一
的
指
揮
な
く
し
て
、

い
'か
に
し
て
工
場
を 

〗

営
し
、
汽
車
を
走
ら
せ
、
船
輕
航
行
せ
し
め
ん
と
す
る
か」

と
問
う
た

.

.
I 

各
人 

U

の
自
主
権
1

を
I

I

と
な
く
し
て
、
い
か
に
し
て
そ
れ
I

I

る
か
。
こ
れ
^

」

と
し
て
恣
意
行
動
の
許
容
し
難
い
こ
と
を
説
く
と
と
も
に
、
、'ハ
ク
？
一
 
シ
が
主
張
す
る「

保
業
民
委
員(Ba 

I

) 

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信三

先
生 

•

.
九

九(

三
六
九)



.

 

1

〇

〇(

一
二
七
〇)

と
い
う
無
政
府
組
織」

.
が
実
質
上
は
国
家
と
択
ぶ
と
と
.ろ
.が
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
述
べ
て「

名
は
毫
も
実
を
改
め
ぬ」

と
言
っ
ヒ
こ 

と
が
あ
る
。(
一
八
七
三
年
三
月
、
第
一
ィ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
総
務
委
員
の
秘
密
.回
状
の
一
節)

こ
の
語
は
直
ち
に
移
し
て
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
自 

■
身
の
国
家
死
亡
論
に
対
す
る
評
語
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
生
は
主
張
さ
れ
る
。

.(

1)

福
田
徳
三「

ボ
ル
シ
ヱ
ヴ
ヰ
ズ
ム
研
究」

改
造
社
、
大
正
一
一
申
、

ー
ー
ー
i

。

(

2)

福
田
徳
三
、
前
掲
、
一
五—

 

ニ
ハ
頁
。

.

.
(

3)

レ
ー
ニ
ン「

国
家
と
革
命」
岩
波
文
庫
版
、
一
ニ
頁
。
岩
波
文
庫
版
一
〇
丨
一1

頁
。

(

4) 

Mautner; 

Der Bolschewismus. 

1920. 

■

C
u
n
o
w
;

 

Die Marxsche Geschichtsgesellschaft u
n
d Staatslehre.

Kelsen; 

Sozialismus u
nd s

t
a
a
t
.

.

Adler; 

D
i
e

CQtaatsausasseng dew M
a
r
x
i
s
m
s
.

 

,
,

(

5)

小
泉
信
三「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

昭
和
ニ
五
年
、
一
二
三
頁
。

(

6)

小
崁
信
三
、
前
掲
、

Z :
ー
五
丨 

一
二
七
頁
。

(

7)

小
泉
信
三
、
前
掲
、
ニ
一
七
丨
ー
二
八
頁
。

八

次
に
先
生
は
レ
ー
ニ
ン
の
暴
力
革
命
絶
対
必
要
論
に
つ
い
て
批
評
さ
れ
る
。

レ
I
一一
 

ン
は
暴
力
革
命
の
絶
対
必
要
を
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
正
し
き
解
釈
と
し
て
.唱
え
た
。
こ
の
解
釈
の
当
否
如
何
。
小
泉
先
生
に
よ 

れ

ば

レ

丨

|

|

ン
の
^-
^
に
は
明
ら
ヵ
に
遺
漏
が
あ
る
と
1
う
彼
の
弓
証
は
明
ら
か
に
偏
し
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
執
換
に
暴
力
革
命
の
讚 

.美
歌
を
歌
っ
て
き
か
せ
た
と
レ
ー
ー
ー

ゾ
は
い
うが
、

同
時
に
彼
が
別
の
機
会
に
平
和
手
段
の
讚
美
歌
を
歌
っ
て
.
い
る
事
実
を
示
す
こ
と

も
決
し
て 

難
翦
で
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
指
摘
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
の
解
釈
の
遺
漏
を
つ
く
こ
と
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
そ
の
他
の
社
会
民
主
主
義
者
に
と
っ
て

容
易
の
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
の
全
時
期
に
亘
っ
て
広
く
様
々
.の
機
会
の
発
言
を
引
用
し
て
綜
合
す
れ 

ば
、
ど
う
し
て
も
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
あ
る
場
合
に
ば
暴
力
革
命
の
必
要
を
説
き
、
あ
る
場
合
に
は
合
法
的
平
和
運
動
を
讃
美
し
た
と
よ 

り
外
に
は
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
場
合
に
は
暴
力
革
命
が
必
要
と
さ
れ
、
い
か
な
る
場
合
に
は
合
法
的
乎
和
運
動
で
事
足
り
る 

か
と
言
え
ば
、

そ
の
バ
ロ 
メ

ー
タ
ー
は
、
当
該
国
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
達
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。

デ
モ
ク
ラ
シー
の
発
達
程
度
が
高 

く
、
国
民
の
政
治
意
識
の
普
及
徹
底
し
て
い
る
国
々
、
た
と
え
ば
、
ィ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
ヵ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
シ
ダ
等
で
は
暴
力
革
命
は
避
け 

得
べ
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
の
国
権
掌
握
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
.数
量
饷
、
精
神
的
発
達
の
結
果
、
議
会
を
通
じ
て
合
法
的
手
段
に
よ
り
、
平
和
の
裡 

に
行
わ
れ
得
る
に
反
し
て
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
達
程
度
の
低
い
国
々
や
専
制
的
な
官
僚
や
軍
閥
の
国
家
で
は
、
.r

安
穏
平
和
な
る
方
法
を
も 

っ
て
共
産
主
義
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
•が
い
か
に
甚
し
き
幻
想
で
あ
る
か」

を
説
き
、
暴
力
を
も
っ
て「

こ
れ
を
粉
碎
す
る
こ
と」

を
も
っ
て 

「

真
の
民
衆
革
命
の
予
備
条
件」

で
あ
る
と
見
た
。
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
国
権
掌
握
が
暴
力
的
に
行
わ
れ
る
こ
と 

も
、
平
和
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
両
方
共
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
承
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
暴
力
絶
対
必
要
論
を
マ
ル 

ク
ス
、
i

ン
ゲ
ル
ス
の
真
意
と
す
る
レ
ー
土
ン
の
解
釈
が
一
方
的
で
、
独
善
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
先
生
は 

主
張
さ
れ
る
。
.

マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
の
今
一
つ
の
重
要
な
問
題
点
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
独
裁
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
係
で
あ
る
。
.マ
ル
ク
ス
自
身
、
こ
の
プ
ロ 

レ
タ
リ
ヤ
独
裁
な
る
語
の
意
味
を
充
分
説
明
し
て
お
ら
ぬ
た
め
、
こ
こ
に
こ
の
独
裁
は
果
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ど
う 

か
と
い
う
疑
問
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
た
レ
ー
ニ
ン
の
解
釈
が
は
い
り
込
ん
で
く
る
わ
け
で
あ
る
。
レー

 

ニ
ン
が
マ
ル
ク
ス
、

エ 

ン
ゲ
ル
.ス
の
真
意
な
り
と
し
て
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
国
家
め
政
権
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
ら
ず
、
そ
の
対
立
物
と
し
て
の
袖 

裁
の
形
式
の
下
に
お
い
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
階
級
敵
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
か
ら
の
一
切
の
市
民
権
を
睜 

止
し
、剝
奪
し
て
、プ
口
レ
タ
リ
ャ
の
ー
方
的
な
市
民
権
を
基
礎
と
し
て
、
純
粋
の
単
独
支
配
.の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
に
あ
る
。

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

.

 

一
3

 

一
 

、
一
二
b

 

一
 

ノ



こ
れ
は
果
し
て
マ
ル
ク
スH

ン
ヶ
ルK

の
真
意
に
合
致
す
る
も
の
で
I

う
か
。
先
生
は
こ
の
問
題
.で
も
ま
た
レ
丨
ュ
ン
と
対
決
さ
れ
る
。

、
 

わ
く
、
i

i

i

例
I

え
ば
、
襲

I

ク
ラ
；

X
,

の
中
止
又
は
そ
の
反
対
I

意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
何
ら
法
律
の
拘
束裏

け
；
;. 

る一

個

人

の

単

独

支

配

を

豪

し

，
て

.い
る
の
で
.あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
5

す

里

階

級

の

I

と
い
う
の
で
I

か
ら
、
襲

の 

の
如
き
文
字
通
り
の
意
味
に
用
い
な
か
f

と
は
1

明
ら
か
で
I

.

と
い
.っ
て
よ
か
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
す
ヮ
f

の
I

の
I

 

と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
.の
独
裁
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て「

ブ
ル
ジ
3
ヮ
独
裁」

は
略
々
ブ
ル
ジ
3
ヮ
ジ
丨
の
支
配
の
意
味
に
用
い
ら
，
 

れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
デ
モ
ク
ラ
シ
丨
の
撤
廃
と
い
う
豪
で
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ぬ
。
.プ
ロ
レ
.タ
リ
ャ
の
襲
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
階

級

が

国
家 

権
力
を
掌

握

し

て

.
、
S

支
I

f

こ
と
S

雙

解

す
れ
ば
f

も
？

、
学

し

も 

一
.

1
階
級
属
5

1

篇

利

s

f

必
要
と 

し
な
'

 

無
産
階
級
の
?
ip
.

)

独
支
配
は
デ
モ
ク
ラ

シ
I
の
停
止
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
れ
ば
、
又
デ

モ
ク
ラ
シ
I
の
蹲
内
に

お
い
て
も

行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
言
現
わ
さ
れ
て
4 .」

れ
を
裏
付
け
る
マ
ル
ク
ス
、

ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
若
干
の
文
言
.に
そ
の
積
極
的

典
拠
を 

見
出
さ
れ
た
後
に
デ
ィー

ル
、
マ
ゥ
ト
ナ
ー
を
援
用
さ
れ
る
。

以
上
が
先
生
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
研
究
と
批
判
の
要
旨
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
死
後
す
で
に
八
十
有
三
年
、
彼
に
関
す
る
著
作
、
研
究
は
汗
牛
充
楝
と
い
う
纂
通
り
に
多
い
。
.国
外
の
状
況
は
し
ば
ら
く
別
と
し 

て
、
数
多
い
.マ
ル
ク
ス
.研
究
者
の
中
で
、
最
も
よ
く

知
ら
れ
た
人
と
い
え
ば
、

何
人
も
福
田
徳
一
二
、

河
上
肇
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
に

異
論
は
あ
る 

ま
し
蓄
博
士
は
資
本
論
に
、唯
物
史
観
に
、国
家
論
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
研
究
を
の
こ
さ
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
断
片
の
域
を
出
て
ま
い
な
、
と

.

 

思
う
。
河
上
博
士
の
資
本
論
、
唯
物
史
観
の
解
明
と
議
に
f

れ
I

績
S

く

評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
.か
し
解
説
啓
蒙
の
努
力
が
を 

ガ
て
焉
信
仰
に
変
り
、
共
産
党
へ
の
入
党
と
い
う
塵
に
進
み
、
マ
ル
ク
.ス
不
_
と
い
う
宗
派
的
熱
情
に
変
っ
.て
、
も
は
や
科
学
的
批
判
精 

利
真
つ
た
マ
ル
.ク
ス
信
徒
に
終
つ
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
間
に
あ
つ
て
、

先
生
は
、
1
1

唯
物
弁
証
法
に
唯

物

史

観

に

、
：

国

家

論
に
、
冷

徹
犀
利
の
分
析
と
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
も
と
ょ
り

先

生

の

マ

ル

ク

ス

批

判

の

す

べ

て

が

、
充
分
適
切
.か
つ
妥
当
で

あ
つ
た
と
い
う
の
で
は
な 

I

先
生
の
指
摘
さ
れ
た
マ

ル

ク

シ

ズ

ム
の
問
題
点
に
し
て
も
、

す
で
に
幾
多
の
学
者
に
ょ
つ
て
論
及
さ
れ
.て
い
る
の
で
、.

決
し
.

て
先
生
の
意
見 

と
I
え
な
L
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
生
の
指
摘
さ
れ
た
麗
問
の
多
く
に
は
今
日
に
至
る
も
、

な
お
蹵

す

べ

き

馨

は

与
え

ら

れ

て

い

な 

い
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
研
究
者
は
無
論
の
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
達
も
謙
虚
に
先
生
の
批
判
に
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
先
生
の
社
会
思
想
研
究
の
跡
を
概
観
し
た
。
先
生
.の
社
会
思
想
研
究
は
ラ
ッ
サ
ー
ル

に
初
ま
り
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
を
潘
て
マ
ル
ク
シ 

ズ
ム
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
研
究
の
中
心
は
何
と
い
つ
て
も
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
で
あ
つ

た
。
昭
和
八
年

(

一
九
三
三
年 > 

先
生
の
塾
長
就
任
を
境
と

し
て 

先
生
の
学
者
と
し
て
の
研
究
生
活
は
一
応
閉
じ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
先
生
の
マ
.ル
ク

シ
ズ
ム

へ
の
関
心
は
、
な
お
ソ
ヴ
工
丨
ト
共
産
主
義
の
政
治 

的
成
長
と
関
連
し
て
、
終
生
変
る
と
こ
ろ
が

な
か
つ
た
こ
、と
は
、
後
年
の
数
々
の
先
生
の
随
筆
を
通
し
て
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し 

も
事
情
が
先
生
に
研
究
生
活
を
続
け
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
の
卓
抜
な
頭
脳
は
必
ず
や
未
曾
有
の
学
問
的
成
果
を
後
世
に
の

こ

し

た 

こ
と
で
あ
ろ
う
。

思
え
ば
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

(

1)

小
泉
信
三「

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
国
家」

社
会
問
題
研
究
収
載
、
七
九
丨
八
〇
頁
。

(

2

)

小
泉
信
三
、
社
会
問
題
研
究
、
前
掲
、
大
正
一
四
年
、
八
ニ
、
A

三
、
八
六
頁
。

(

3

)

小
泉
信
三「

社
会
問
題
研
究」

一
〇
六
丨

一
〇
八
頁
。

.

(

4)
a
e
hl; 

Die 

Diktatur des Proletariats und das stesyst§
. Mautner; 

Der Bolschewismus.

社
会
思
想
学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三
先
生 

一
〇

三

，

(

ニ
ー
七
，三)


