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「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
、ド
ィ
ツ
の
財
政
過
程

.

」

分

析」

序
説

大

島

通

義

一
九
一
一
〇

年

代

よ

り

三

〇

年

代

の

初

.め
に
か
け
て
.の
時
期
の
ド
ィ
ッ
の
財
政
は
、
種
々
の
視
角
か
ら
み
て
極
め
て
特
徴
的
な
も
の
で
あ
つ
た

。
 

た
と
え
ば
、
.ま
ず
財
政
支
出
水
準
の
一
八
七
一
年
以
来
の
成
長
の
傾
向
を
み
る
時
、
•'-
こ

の
時
期
に
、
最
も
大
規
模
で
急
速
な
転
位
が
起
つ
て
い
る 

の
.を
知
る
こ
と
が
で
き
る
.0
国
営
企
業
を
除
い
た
全
政
府
の
支
出
の
国
民
総
生
産
に
対
す
る
比
重
は
、

一
九
〇
〇
年
代
よ
り
第
一
次
大
戦
前
ま
で 

の
時
期
に
お
い
て
は
、
約
一
五
％
前
後
の
水
準
に
.止
ま
つ
て
い
た
の
.に
対
し
て
、
.
'一
九
二
五
年
に
は
ニ
五
％
、.
一
 

九
三
ニ
年
に
は
三
六
.
•六
％

へ 

，と
飛
躍
的
な
上
畀
を
示
し
た
。
第
二
次
大
戦
直
前
よ
り
戦
時
中
の
時
期
に
か
け
て
の
軍
事
費
の
：膨
脹
に
よ
る
支
出
水
準
の
一
な
急
騰
を
別
と 

す
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
以
後
に
.
.お
い
て
も
、
そ
の
比
重
は
四
〇
％
余
で
あ
り
、

一
九
三
〇
年
代
の
初
め
に
.達
成
さ
れ
た
水
準
を
特
に
著
し
く
上
廻 

.

る
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
支
出
水
準
の
上
昇
に
対
応
し
て
、
国
民
所
得
の
租
税
お
よ
び
社
会
保
険
料
負
担
率
も
、

一
九
一
三
年
の 

一
一•

五
％
よ 

り

I.

九
一
.一
七
年
の
二
八
•
三
％ 

(

租
税
は
ニ
ー 

•六
％
、
社
会
保
険
料
は
六
:*
七
％)

へ
と
増
大
し
た
。

ま
た
、

当
時
試
み
ら
れ
た
あ
る
推
計
に
よ
れ 

ば
、

一
九
.ニ
四
年
よ
り
一
九
二
九
年
に
到
る
時
期
の
純
投
資
総
額
の
六
八
％
は
、

「

公
共
部
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
諸
領
域」

の
投
資
に 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
ィ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
.
序
説 

+ 

• 

.
1
(

一
三
六
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よ
っ
て
占
め
ら
れ
，て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
あ
っ
て
は
、
財
政
の
活
動
水
準
は
急
速
旦
つ
大
規
模
に
上
昇
し
、
明 

確
な
転
位
現
象
を
一
亦
し
て
い
る
.
.そ
し

て

、
，
一
九
三0
年
代
の
初
め
.に
は
既
"に
、「

今
日
の
规
模
に
お
.け
るBig. G

o
v
e
r
n
m
e
n
t
」

が
存
在
.し
て 

い
■た
の
を
み
る
こ
と
が
.で
き
る
。

.

.

. 

.

こ
の
诗
期
の
財
政
活
動
の
内
実
に
更
に
立
入
っ
て
み
る
時
"
そ
の
発
展
は
極
め
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
敗
戦
と 

大
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
激
し
い
変
動
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
.で
は
な
い
;:
0
社
会
民
主
党
や
労
働
組
合
は「

組
織
さ
れ
た
資
本
主
,
 

の
理
論
を
唱
え
、
■私
的
所
有
の
否
定
を
伴
わ
な
い「

社
会
化」

政
策
を
進
め
、

大
規
模
な
公
共
投
資
を
お
こ
な
っ
て
、
.事
実
上
、

重
化
学
工
業 

を
中
心
と
す
る
独
占
資
本
の
経
済
過
程
に
お
け
る
寡
頭
支
配
体
制
の
強
化
を
助
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の

社

会

民

主

^

を

含

む

ヴ

ァ

イ
マ
ル

^

合

の 

政
治
勢
力
；に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
財
政
政
策
は
、
他
方
で
は
失
業
保
険
制
度
の
創
設
、7
住
宅
の
^
設̂
、
そ
の
他
I
会
的
サ
I
ビ
ス
の
た
め
の
多
額 

の
支
出
を
お
こ
な
っ
た
。
，
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
.財
政
活
動
は
、
.
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
重
心
を
持
ち
な
が
ら
運
営
さ
れ
、
後

者

の「

社
会
的」

性
格
の

故
に
、
常
に
^
本
家
団
体
の
激
し
い
批
判
と
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
的
支
配
の
寡
頭
化
と
政
治
に
お
け
る
民
主
化
の
両 

(

6)

方
向
の
緊
張
と
分
裂
の
、
財
政
に
お
け
る
現
わ
れ
.で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

、

や
が
て
恐
慌
が
勃
発
し
た
時
、

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グKudolf H

i
l
f
e
r
d
i
n
g

の
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
辞
任
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
大
速
合
に
も
と
づ
く
最 

後
の
内
間
の
崩
壊
の
後
、
ブ
リ
ュ
ー
二
ン
グHeinrich B

H
i
n
i
n
g

政
権
に
よ
る
恐
慌
対
策
は
賠
償
政
策
上
の
考
慮
に
制
約
さ
れ
つ
つ
展
開
&

、
 

経
済
変
動
の
緩
衝
裝
置
と
し
て
機
能
し
え
な
い
ば
か
り
か
、.
む
し
ろ
こ
れ
を
激
化
し
、
財
政
自
体
も
危
機
化
し
、
か
く
て
政
治
の
危
機
を
も
深
化 

さ
せ
た
。
そ
の
後
、
漸
く
一
九
三
三
年
初
め
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
の
も
と
で
、
中
央
銀
行
信
用
に
依
存
し
た
有
効
需
要
の
追
加
的
創
出
政
策 

が
出
現
し
た
。
恐
慌
対
策
を
所
謂
デ
フ
レ
I
シ
ョ
ン
政
策
か
ら
信
用
拡
張
政
策
へ
と
転
換
さ
せ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
既
に
激
し
い
論 

争
、
さ
ら
に
は
政
争
さ
え
も
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
、
多
く
の
論
者
が
、
プ
リ
ュ
ー
ー1

ン
グ
政
権
の
恐
慌
対
策
、
あ
る
い
は
そ
れ
を 

支
え
た
経
済
に
関
す
る
誤
っ
た
考
え
方
を
指
摘
し
て
、
伝
統
的
財
政
.
金
融
政
策
よ
り
フ
イ
ス
カ
ル

•
ポ
リ
シ
I
へ
の
転
換
が
よ
り
早
期
に
お
こ

な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
権
を
助
け
て
、
そ
の
恐
慌
対
策
を
共
に
指
導
し
た
当
時
の
ラ
イ
ヒ 

銀

行R
e
i
c
h
s
b
a
n
k

総
裁
ル
タ
ーH

a
n
s

 

L
u
t
h
e
r

は
、

「

真
実
の
追
求
に
あ
っ
て
は
、

最
も
声
高
い
意
見
と
か
ま
た
そ
の
意
見
が
多
数
で
あ
る

C00)

こ
と
と
か
が
決
め
手
に
な
る
の
で
は
な
い」

と
し
て
、

一
九
三
一
年 

一
二
月
に
既
に
信
用
拡
張
政
策
へ
の
道
が
摸
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後 

ラ
イ
ヒ
銀
行
側
の
信
用
拡
張
へ
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
他
の
条
，件
が
如
何
に
こ
れ
を
妨
げ
た
か
等
に
つ
い
て
、
そ
の
回
顧
を
通
じ
て
当
時
の
経
過 

が
亊
実
上
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
少
く
と
も
、

フ
イ
ス
ヵ
ル

•
ポ
リ
>ゾ
ー
の
登
場
と
い
う
現
代
財
政 

史
の
最
も
重
要
な
一
局
面
が
、
な
お
十
分
な
実
証
を
も
っ
て
解
明
し
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
フ
イ
ス
ヵ
ル
•
ポ
リ
シ
ー
登
場
の
持
つ
問
題
性
は
、
恐
慌
対
策
の
経
済
的
脈
絡
に
お
け
み
も
の
に
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

■
 

本
的
に
は
金
融
資
本
の
論
理
を
主
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
の
公
信
用
に
よ
る
有
効
需
要
調
整
の
政
策
が
、
同
時
に
政
治
過
程
に
お
い
て
、

ヒ
ト 

ラ
.丨
政
権
に
対
す
る
大
衆
の
支
持
を
調
達
す
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
り
え
た
と
い
う
^ :
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
、
殊
に
恐
慌
期
こ
•お

け

.る

財

政

政 

策
の
政
治
的
作
用
と
の
関
連
か
ら
み
て
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。

一
九
三
ニ
年
春
以
来
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
、
信
用
拡
張
を
前
提
と
し
た
労 

.働
振
興
計
画
採
用
の
要
求
は
、

主
と
し
て
ド
イ
ッ
労
働
組
合
総
同
盟
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
が
、

そ
の
後
の
共
産
党
と
国
民
社
会
主
義
労
働
党 

(

ナ
チ
ス)

の
勢
力
拡
張
等
に
明
ら
か
な
政
治
過
程
の
急
激
な
変
動
の
中
で
、
.そ
れ
は
結
局
；ヒ
ト
ラ
ー
政
権
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
 

や
が
て
こ
れ
を
槓
杆
と
し
た
景
気
の
恢
復
と
政
権
に
対
す
る
大
衆
的
喝
采
と
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
労
働
振
興
政
策
が
ヒ
ト
ラ
I
政
権 

の
も
と
で
開
始
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
、

1

九
三
三
年
ニ
月
よ
り
既
に
ノ
権
カ
機
櫞
の
最
頂
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
労
働
振
興
計
画
の
財
源
を 

で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
軍
備
拡
張
に
切
り
か
え
て
ゆ
く
こ
と
が
意
図
1
扣
、
ま
た
同
年
四
月
に
は
、
国
防
費
予
算
の
編
成
と
執
行
を
そ
れ
ま
で 

，.存
在
し
て
い
た
予
算
統
制
の
対
象
よ
り
除
外
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る)

。
.労
働
振
興
計
画
実
現
の
.過
程
や
、：

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
も
と
で
の
、
 

こ
れ
を
め
ぐ
る
権
力
機
構
の
頂
点
で
の
政
治
決
定
と
、
底
辺
に
.お
け
る
大
衆
の
支
持
と
の
対
照
は
,'
大
衆
国
家
の
危
機
的
な
問
題
状
況
を
示
す
も
■ 

の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、

フ
イ
ス
ヵ
ル
•
ポ
リ
シ
ー
を
成
立
せ
し
め
る
政
治
形
態
と
社
会
構
造
と
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で一

つ
の
光
を
投
げ 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
財
政
過
程」

.分
析
♦
序
説 

三

(

ニ1

一
六
七)



' 

四

(

一
三
六
八)

か
け
る
も
.の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
.

こ
.の

よ

う

に

、
'
一
九
二

 

.〇
年
代
よ
り
世
界
恐
慌
期
に
到
る
時
期
、
殊
に
世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
財
政
の
発
展
は
、
極
め
て
多
様
な
問
題
性
を
は 

ら
む
.も
の
で
あ
っ
た
。.
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
当
面
の
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
分
析
に
あ
っ
て
は
、

財
政
現
象
は 

「

政
治
と
経
済
の
交
錯
し
た
領
域
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象」

と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
.
こ
れ
を
政
治
か
経
済
か
の
い
ず
れ
か
に
片
寄
せ
て
分 

析
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
あ
れ
、
分
析
の
不
毛
を
結
果
す
る
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
？

.

そ
め
際
、
わ
れ
わ
れ
は
具
体
的
分
析
に
立
入
る
に 

先
立
ち
、
主
と
し
て
分
析
の
視
角
と
方
法
'に
つ
い
て
な
お
若
干
の
.予
備
的
な
考
察
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
以
下
の
部
分 

に
.お
い
て
は
、.
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
次
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
最
初
に
、
考
察
の
：原
点
を
明
ら
か
に
.す
る
た
め
に
、
.独
占
資
本
主
義
の
確
立 

に
伴
う
財
政
の
役
割
の
変
化
を
経
済
過
程
に
‘お
け
る
生
産
関
係
と
：の
関
連
に
お
い
て
確
認
し
、
次
に
わ
れ
わ
れ
が
対
象
と
す
る
ヴ
ァ
ィ
マ
ル
期
の 

財
を
こ
の
発
展
と
'し
て
.捉
え
て
、
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
役
割
を
担
っ
た
財
政
活
動
の
作
用
範
囲
と
、
そ
の
活
動
に
参
加
す
る
諸
要
因
の
主 

体
的
•
機
構
的
条
件
を
検
討
す
.る
。
.こ
れ
ら
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
財
政
の
発
展
を
立
体
的
に
把
握
し
分
析
す
る
た
め
の
方
法
を
設
定
す
る
こ
と 

が
、
本
稿
の
最
後
の
部
分
を
な
す
。

. 

.. 

•

.

\
J
/

■ 

/

V
 

.

资
本
主
義
が
産
業
資
本
主
義
か
ら
独
占
資
本
主
義
へ
と
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
政
治
と
経
済
の
関
係
、
従
っ
て
、
，
財
政
の
役
割
に
変
化
が
生
ず 

る
。
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
政
治
と
経
済
の
分
離
、
換
言
す
れ
ば
、
政
治
の
領
域
に
お
け
る
支
配
活
動
と
、
経
済
過
程
に
お
け
る
指
導
的
労
働 

と
の
人
格
的
な
水
平
的
分
割
は
、
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
もI

応
前
提
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
過
程
に
お
い
て
資
本
の
集
積
と
集 

中
が
進
み
、
独
占
資
本
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
に
従
っ
て
、
,生
産
過
程
、
あ
る
い
は
広
く
経
済
過
程
全
般
に
お
い
て
、
独
占
利
潤
の
確
保
や
市
場 

の
獲
得
の
う
え
で
、
ま
た
他
の
諸
階
級
と
の
.対
立
と
い
っ
た
点
で
、
多
く
の
新
た
な
困
難
が
生
じ
て
く
る
。
.'

こ
れ
ら
の
諸
般
の
困
難
は
政
治
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
独
占
資
本
は
政
治
に
接
近
し
、
.国
家
財
政
の
機
能
の
転
換
を
求
め
る
。
独
占
資
本
は「

攻
治 

化

し

す
る
。
 

*

国
家
の
こ
れ
.に
対
応
す
る
し
か
た
は
勿
論
一
様
で
は
な
い
。

特
に
ド
イ
ツ
の
ょ
う
に
、

政
治
エ
リ
ー
ト
が
ユ
ン
ヵ
ィ
階
級
の
出
身
で
あ
り
、
 

ま
た
財
政
霧
が
ユ
ン
ヵ
I
を
支
配
者
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
特
殊
利
益
に
適
合
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
議

は

一

置

雑

に

な

る

。
政 

治
エ
リ
I
ト
は
、

一
方
で
は
自
ら
の
階
級
，的
基
盤
で
あ
る
ユ
ン
ヵ
ー
.の
利
益
を
守
り
つ
つ
、
.他
方
で
は
、
独
占
資
本
の
政
治
的
諸
要
求
を
実
现
す 

る
た
め
に
状
況
に
応
じ
.て
両
者
の
利
益
を
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
制
約
の
も
と
で
で
は
あ

っ

た

が

、

^
占

資

卞

.t
次
^
 

に
財
政
政
策
の
上
で
も
自
ら
の
利
益
に
合
致
す
る
政
策
を
実
現
し
て
い
っ
た
。
軍
事
費
、
国
営
企
業
や
植
民
鐘
営
の
た
め
の
産
賺
済
費
の
：
 

大
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
関
税
政
策
も
、

ユ
ン
ヵ
丨
と
の
妥
協
の
産
物
で
は
あ
れ
、
独
占
利
潤
の
蓄
積
と
海
外
市
場
進
出
の
有 

力
な
槓
杆
で
あ
っ
た
。

公
廣
発
行
は
、

不
況
期
に
も
な
お
上
記
の
如
き
財
政
支
出
の
高
い
水
準
で
の
維
持
を
可
能
に
し
、

銀
行
資
本
に
と
っ
て 

は
、
過
剰
化
し
た
資
金
の
有
利
確
実
な
投
資
対
象
を
形
成
し
た
。

同
時
に
ラ
イ
ヒ
家

|

&
の
財
政
が
そ
の
収
入
面
で
間
接
税
中
心
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、

帝
国
主
義
的
発
展
の
た
め
の
経
費
膨
脹
を
ま 

か
な
う
上
で
の
麗
は
增
大
し
た
。
そ
の
た
め
、
労
雪
階
級
の
間
接
税
負
担
は
増
大
し
て
そ
の
抵
抗
を
強
め
、.
公

露

行

Q

一
層Q

増
大
は
金 

融
市
場
をm

迫
す
る
に
到
っ
た
。
.
こ
の
財
政
霧
忐
制
約
の
除
去
は
第
一
'次
大
戦
後
ま
で
持
越
さ
れ
た
と
は
い
え
、
大
戦
直
前
の
一
九

|

三
年 

に
は
、
従
来
ラ
ン
ト
.

L
a
n
d

の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
だ
直
接
税
が
、.
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
も
財
産
増
価
税
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
 

ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
に
適
合
的
で
あ
っ
た
速
邦
分
立
主
義
的
財
配
機
構
が
独
占
資
本
の
庄
カ
の
も
と
に
部
分
的
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
じ
て
い 

る
。
こ
の
ょ
う
な
発
展
の
う
ち
に
、
ド
イ
ツ
的
に
特
殊
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
で
は
あ
れ
，
独
占
資
本
が
経
済
過
程
の
寡
頭
支
配
を
強
め
、
こ
れ 

に

応

じ

て

財

政

を

自

ら

生

産Q

循

霧

■

適
合
さ
せ
て
そ
の
う
ち
に
組
人
れ
、
讓

を

「

経

爵

家

」

化
さ
せ
て
き
た
の
を
み
る
こ
と
が

で
き％

)。 

.

「

IL
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
財
政
過
程」

分
析
•
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六

(
一

三
七
〇) 

独
占
資
本
と
財
政
の
関
係
が
こ
の
よ
ぅ
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
経
済
過
程
に
お
'い
て
被
指
導
の
立
場
に
あ
る
労
働
者
階
級
太
、
こ
の
段 

階
に
お
い
て
財
政
と
ど
の
よ
ぅ
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
.に
到
っ
た
で
あ
ろ
ぅ
か
->
:
.

.
独
占
資
本
に
よ
る
経
済
過
程
の
支
配
は
生
産
の「

社
会
化」

.を
前
提
と
し
て
確
立
さ
れ
る
が
、

生

産

の

「

社
会
化」

は
ま
た
労
働
の「

ヒ
会 

化」

を
も
た
ら
し
'
大
規
模
な
人
口
を
包
含
す
る
労
働
者
階
級
を
形
成
し
た
。
と
の

.傾
向
の
背
後
に
は
，、
人
口
の
都
市
化
、
旧
来
の
社
会
層
の
ギ 

体
が
あ
り
、
£

」

|

会
層
.

I

I
る

漏

成

の

過
I

進
ん
で
い
る
こ
と

1

5」

と
が
で
き
る

。
.一
八
七
0
年
代
中
頃
裏
と
し
て
の
ド 

ィ
ッ
の
小
麦
輸
入
国
か
j

ほ
輸
出
国
へ
の
転
化
や
、'
世
紀
の
交
の
時
期
に
か
け
て
み
ら
れ
る
全
就
業
人
n
中
の
.

I
、
手
工
業
、
商
業
、
運
輸 

業

S

I
者
の
比

I

増
大
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
；る
。
こ
の
よ
ぅ
な
労
働
者
階
級
形
成
I

然
的
な
過
程
の
I

で
労
働
組
合
が
形
成 

さ
れ
、
労
雪
政
党
が
樹
立
さ
れ
る
時
、
こ
こ
に
労
働
者
階
級
の
主
体
的
な
運
動
、I

始
さ
れ
る
。

一
八
七
五
年
の
ゴ
I
タ
合
同
は
そ
の
端
緒
を

ィ

ヒ

醫

R
e
l
a

之

つ

い

て

一
八
七
一
年
に
既
に
成
立
し
て
い
た
普
通
.
塵

•
秘
密
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
政

治

議

に

I

者
潜
級
が 

登
場
す
る
。
 

f 

r

、
と

こ

ろ

で

I

者
階
級
の
、i

的
な
政
治
参
加
は
、
同
時
に
、
労
働
者
階
級
の
体
制
外
的
存
在
か
ら
体
制
内
的
存
在
へ
の
転
化
を
意
味
し
て 

い
た
。
労
雪
階
級
の
内
部
に
お

.け
る
そ
の
主
観
的
反
映
は
、
.周
知
の
九
o
年
代
以
降
に
お
け
る
修
正
主
義
の
抬
頭
で
あ
り
、
体
制
の
侧
に
お
け 

る
そ
の
現
実
的

I

は
、

国
家
に
よ
る
社
会
棄
の
遂
行
、

t

い
は
財
政
支
出
に
お
け
る
社
会
的
サ
丨
、ビ
ス
の
た
め
の
畜
の
増
大
で
あ
っ 

た

ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
下
で
の
社
会
保
険
制
度
創
設
の
意
図
が
何
で
あ
っ
た
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

一
九
一
三
年
に
つ
い
て
国
営
企
業
を
除 

く
政
府
支
出
の
内
訳
を
み
る
と
、

ラ
ィ
ヒ
で
は
、

社
会
保
険
支
出
が
ニ
九
％
と
、

軍
事
費
の
五
五
％

に
つ
い
で
第
二
位
の
支
出
項
百
で
あ
っ
た 

し
ま
た
ラ
ン
ト
で
は
そ
の
全
支
出
の
二
八
％
が
、
市
町
村

n

o

 
I
 G

l
n
d
e
v
l
n
d
e

に
あ
っ
て
は
五
〇
％
が
、
教

育•

社
会
扶 

を
ノ〔

と
す
る
ネ
会
ぎ
H

、
ヒ
ス

に
向
け
ら
れ
て
I

た
ベ
ル
ン
シ

ユ

タ

イ

ンs
u
a
r
d

 Bernstein

に
よ
る
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
批
判
や
、
卞

狃
の
ラ
ン
ト
議
会
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
予
算
協
賛
は
、
こ
の
事
実
と
密
接
に
関
速
し
て
い
る
。
党
の
公
式
の
見
解
が
こ
れ
ら
を
否
定
し
た
と 

し
て
も
、
こ
の
現
爽
政
策
的
志
向
は
も
は
や
否
定
し
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ(

7
)。

社
会
民
主
党
が
他
の
面
で
は
反
体
制
運
動
を
な
お
強
力
に
お
こ
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
国
家
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
政
治
t 

体

と

し

て

の

露

者

濃

は

財

政

を

通

ず

る

讓

サ
1
ビ
ス
の
受
益
者
と
し
て
客
体
化
さ
れ
、
露

者

階

級

Q

屋

的

利

益

諸

家

を

通

じ

て

突 

现
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
普
通
選
挙
制
度
に
も
と
づ
く
議
会
が
、
国
家
サ
丨
ビ
ス
の
提
供
と
政
策
へ
の
支
持
と
の
交
換
の
た 

め
の
，：

IH

由
な
市
場
で
あ
る
か
の
如
き
仮
象
成
立
の
道
が
拓
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
-
国

家

は「

福
祉
国
家」

化
し
、
労
働
者
階
級
は
そ
の
中 

の
一
員
と
な
っ
た
。.
こ
の
変
化
を
労
働
者
階
級
の
側
か
ら
支
え
た
条
件
は
、
周
知
の
如
く
、
他

の

證

党

に

先

が

け

て

議

に

進
ん
だ
社
会
民
主 

党
の
大
衆=

統
合
政
パ
へ)

の

雲

で

あ

り

、
ま
た
、
丸
〇
年
代
以
降
既
に
圧
力
集
団
的
性
格
を
強
め
て
い
た
労
働
組
合
と
社
会
民
主
党
と
の
組
織 

的
な
速
帯
と
結
合
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
ラ
イ
ヒ
財
産
増
価
税
の
導
入
が
、
帝
国
主
義
戦
争
の
た
め
の
軍
備
拡
張
.の
財
源
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ 

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
ラ
イ
ヒ
議
会
で
第
一
党
の
地
位
に
あ
っ
た
社
会
民
主
党
の
‘賛
成
霞
に
よ
っ
て
成

立

を

み
た
と
い
う
事 

実
は
、
社
会
民
主
党
の
体
制
内
存
在
へ
の
転
化
が
一
層
決
萣
的
.と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い(

站
。

こ
こ
に
述
べ
た
事
柄
は
、，
一
般
に
、
帝
国
主
義
財
政
に
お
け
る
経
費
膨
脹
の
傾
向
、：.粗
税
負
担
の
上
昇
、
公
債
発
行
の
増
大
等
と
し
て
理
碎
さ 

れ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ご
れ
は
ま
た
以
上
の
よ
う
に
"
.財
政
と
経
済
過
程
'
.に
お
け
る
ニ
0
の
主
体
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
る 

こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
は
、.
金
融
資
本
に
よ
っ
て
春
さ
れ
るK

生

産

活

動

の

霜

に

国

家

が「

経

篇

家

」

と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
、
他
方 

で
は
、
国
家
の
主
導
に
よ
る
サ
丨
ビ
ス
の
提
供
と
支
持
の
調
達
と
い
う
露
に
労
働
者
階
級
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
%)

。
そ
し
て
、
こ 

の
対
照
的
な
財
政
の
役
割
の
両
面
の
間
に
、
.資
本
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
.社
会

政

策

の

.
た

め

の

「

産

寶

担」

反
#§
と
い
う
形
で
、
労
働
者
階
級
の 

侧
か
ら
す
れ
ば
、.
税
の
重
庄
、
特
に
間
接
税
増
徴
反
対
と
い
う
形
で
、
反
対
運
動
'が
お
こ
な
わ
れ
、
緊
張
し
た
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
国

家

の「

経
済
国
家」

化

と

「

福
祉
国
家」

.化
は
、
財
政
活
動
規
模
の
増
大
を
招
来
し
、
そ
れ
に
よ
.っ
.て
ま
た
、
財
政
活
動
の
作 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
•
序
説 

ゴ
へ一

三
七
ニ



用
が
及
ぶ
範
囲
I

大
し
て
ゆ
く
。
社
会
の
諸
階
級
の
そ
れ
ぞ
れ
Q

I

的
利
害
は
、
そ
の
場
合
、

一
層
強
V

I

で
財
政
活
動
の
影
響
下
に
置 

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
.に
応
じ
て
諸
階
級
の
運
動
に
変
化
が
生
ず
る
。
最
後
に
、
財
政
活
動
の
義
の
増
大
.は
、
.こ
れ
を
管
理
す
る

讓

機
 

構
の
膨
大
化
と
組
織
化
を
進
め
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
順
序
に
従
っ
て
考
氧
を
進
め
る
。

•.

In
)

,

/

V

.
U
 

‘
第
一
次
大
戦
後
の
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
新
た
.な
局
面
に
お
い
.て
も
、
財
政
は
既
に
以
上
で
み
た
基
本
的
な
ニ
つ
の
役
割
を
拡
大
さ
せ

て
担
う
こ
と
.に
な
る
。
独
.占
資
本
主
義
.の
確
立
期
に
お
け
る
財
政
の
役
割
転
換
を
促
し
た
主
体
が
独
占
資
本
で
あ
っ
.た

よ

う

に

、
.
こ

こ

で

も

財

政

活
i

方
向
は
経
済
過
程
に
お
い
て
独
占
資
本
が
直
面
す
る
諸
矛
盾
、
こ
れ
に
基
づ
く
履
べ
の
独
占
資
本
の
壽
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

敗
戦
力
ら
イ
ン
フ
レ
丨
シ
ヨ
ン
の
時
期
に
か
け
て
形
成
•
温
存
さ
れ
た
膨
大
な
過
剰
資
本
の
存
在
、
戦
前
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
特
殊

性
を
規
定
し
て
V
た
国
内
市
場
の
狭
隘
さ
、
こ
れ
が
農
業
不
況
に
.よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
た
こ
と
、
ベ
ロ
理
化
の
過
程
に
お
け
る
大
量
な
失
業
者
洋

の
発
生
、
こ
れ
ら
の
困
難
は
い
ず
れ
も
戦
後
の
経
済
過
程
の
内
部
で
は
処
理
し
き
れ
ず
、I

I

家
の
経
済
.
財
政
政
策
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
財
政
に
限
っ
て
い
え
ば
、
事
実
、
公
共
投
資
政
策
や
、
失
業
保
険
麗
の
創
設
を
含
む
失
業
処
理
財
政
の
展
開
等
は
、
こ
の
要
請

に
；̂

た
も
の
で
あ
っ
た
基
幹
産
業Q

独
占
資
本
が
、
：急
激
な
イ
ン
7
レ

ム

m

 

V Q

過
程
を
他
の
諸
階
級
に
比
べ
て
最
少
の
損
害
で
耐
え
ぬ

く
こ
と
力
で
き
経
済
過
程
に
お
け
る
そ
の
寡
頭
支
配
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
2̂
そ
れ
が
財
政
や
経
済
政
策
を-2!

らQ

必
要
に
合
致
さ
企 

得
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し

か

し

ヴ
イ
マ
ル
艰
の
則
政
の
具
体
的
な
展
開
の
姿
は
、
独
占
資
本
と
の
関
係
で
こ

の

よ

う

'
に
方
向
づ
け
ら
れ
、
性
格
を
与
え
ら
れ
な
が 

ら

も

f(
L

の
諸
階
級
の
運
動
や
ヴ
ア
イ
マ
ル
共
和
制
に
よ
る
政
治
の
民
主
化
に
よ
っ
て
一
層
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
资
本
塑
産
の
酸
立 

に
よ
る
政
治
と
経
済
の
分
離
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
国
家
は
、
そ
の
支
配
機
構
の「

制
度
化」
、「

官
僚
化」

に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
支
配
と
被

支
配
の
関
係
か
ら
疎
外
さ
れ
、
政
治
的
支
配
と
経
済
的
支
配
の
関
係
を
次
第
に
不
透
明
に
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
今
や
、
労
働
畓
階
級
の
大
部 

分
を
そ
の
支
持
層
に
持
つ
社
会
民
主
党
が
統
治
政
党
の
一
つ
に
ま
で
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
権
力
と
経
済
的
権
力
の
関
速
は
、

一
層
透
視 

不
可
能
な
も
の
と
な
る
。「

組
織
さ
れ
た
資
本
主
義」

の
理
論
に
よ
っ
て
、
社
会
民
主
党
は
、
.

実̂
上
経
済
寡
頭
支
配
の
強
化
に
協
力
し
な
が
ら
、
 

他
面
で
は
、
自
ら
の
支
持
層
の
現
実
的
諸
利
益
を
財
政
に
よ
っ
て
実
現
し
て
ゆ
く
。
独
占
資
本
主
義
確
立
後
新
た
に
形
成
さ
れ
て
き
た
管
理
労
働 

者
そ
の
他
の
新
中
間
層
や
、
ィ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
経
済
的
危
機
の
様
相
を
深
め
て
い
た
旧
中
間
層
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
粜
的 

利
益
の
実
現
を2

：

指
し
て
、

一
斉
に
国
家
に
向
っ
て
働
き
か
け
る
。
こ
こ
で
は
、
独
占
資
本
も
他
の
諸
階
級
も
、
現
象
的
に
は
現
実
的
利
益
追
求 

の
次
元
で
等
し
い
资
格
を
持
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
.相
互
に
向
由
な
競
争
を
展
開
す
，る
か
の
よ
う
な
装
い
を
と
る
に
至
る
。
こ
の
仮
象
の
成
立
を
助
け 

た
の
は
政
治
上
の
段
主
主
義
で
あ
る
。
.諸
階
級
の
要
求
が
こ
の
よ
う
に
財
政
に
集
中
し
、.
財
政
需
要
が
増
大
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
税
収
の
塯
加 

に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
給
与
お
よ
び
賃
銀
所
得
者
数
、
お
よ
び
そ
の
所
得
総
額
の
増
大
、
法
人
所
得
の
増
大
、
商
品
流
通
総
量 

の
増
大
は
、
所
得
税
、
法
人
税
、
売
上
税
等
の
囱
然
的
な
収
入
増(

_
を
も
た
ら
す
け
れ
ど
も
、
膨
大
な
財
政
需
要
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
、
新
た 

な
税
の
導
入
、
あ
る
い
は
所
得
税
率
の
累
進
度
の
強
化
等
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
^
実
、

実
現
さ
れ
る
。

し
か
も
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で 

は

一般
的
な
課
税
方
法
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
例
え
ば
特
定
の
所
得
種
類
等
に
関
す
る
税
制
上
の
差
別
的
I
®
を
政
策
的
に
導
入
す
る
可
能 

性
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
税
負
担
が
上
昇
す
る
時
、
そ
の
負
担
の
回
避
、
あ
る
い
は
負
担
関
係
の
変
更
を
め
ざ
し
て
、
納
税
者
集
団
の 

運
動
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
財
政
活
動
の
規
模
の
拡
大
は
、.
財
政
に
よ
る
受
益
と
負
担
の
循
環
の
う
ち
に
社
会
の
よ
り
多 

く
の
人
口
量
を
ま
き
こ
み
、
そ
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
社
会
の
諸
階
級•

諸
階
層
の
広
汎
な
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
財
政 

.

.の
政
治
的
な
作
用
の
著
し
い
拡
大
を
意
味
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
み
く
、
.財
政
の
経
済
的
な
作
用
の
範
囲
も
、
こ
の
時
期
に
は
一
層
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
.の
最
初
■に
述
べ
た
よ
う
に
、
財
政
の 

十
乂
出
水
準
が
国
民
総
生
産
の
四
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
程
の
水
準
に
達
し
、
税
負
担
も
ま
た
こ
れ
に
応
じ
て
上
昇
す
る
と
き
、
財
政
活
動
は
有
効 

「

批
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
ィ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
•
序
説 
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一
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霧
の
構
成
や
そ
の
水
準
の
変
動
I

響
を
与
李
に
は
I

な
い
し
、
所
得
の
分
配
状
況
に
も
こ
れ
に
よ
っ
て
変
g

生
ず
る
。
I

部
？
 

侣
入
に
依
存
す
る
度
合
の
高
い
場
合
に
は
、'
財
政
活
動
は
貨
幣
資
本
の
循
環
に 

一
I

作
用
を
持
つ
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
で
な
、
易
合
で
”

 

財
政
活
動
に
よ
っ
て
多
量
な
通
貨
が
政
府
I

と
民
間
部
門
の
間
を
證
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
財
政
活
動
は
金
融
市
場
の 

は
や
無
視
し
え
な
い
義
な
證
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
1

も
と
で
は
、
財
政
が
経
済
に
作
用
す
i

f

、

政
の
動
向
を
大
き
く
碧
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
経
済
過
程
の
変
動
は
、
諸
階
級
の
階
級
的
利
害
の
状
況
を
規
定
し
て
、
諸
階
級
の
財
政 

に
1x'
"
rる
政
治
的
な
働
き
か
け
に
方
向
や
内
容
を
与
え
る
こ
と
と
も
な
る
。

.

以
ュ
力
ら
吸
ら
力
な
よ
う
に
財
政
活
動
の
規
模
の
拡
大
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
経
済
的
な
作
用
の
拡
大
と
、
政
治
的
な
作
羽
の
拡
大 

の
両I

s

で

あ

デ

3
者
は
財
政
と
経
済
と
の
相
互
的
な
感
受
性
の
増
大
に
、

後
者
は
財
政
と
政
治
と
の
そ
れ
の
増
大
に
つ
な
が
っ
て
、

 

る
。
ヴ
ァ
ィ
マ
ル
末
期
に
お
い
て
、
政
治
の
危
機
化
と
経
済
の
危
機
化
と
が
、
I

の
危
機
化
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
三
者
が
手
を
た
ず
さ
え
て 

進
行
し
た
こ
と
は
、
財
政
活
動
の
政
治
的
•
経
済
的
感
受
性
の
高
ま
り
の
窠
で
あ
ヶ
、
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
•た
。

⑵

財

政

活

證

よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
I

I

や
分
配
、
会

い
I

税

蟲

の

讓

を

め

ぐ

っ
w

i

n

会
I

階
級
や
諸 

I

の
運
動
は
、
い

う

ま

で

も

な

く

、

.
こ

の

時
期
に
あ
っ
て
は
圧
力
集E

Q

活
動
と
し

て
特
徴
づ

.
け

ら

れ

る

と

こ

ろ

の

も
の
に
也

な

ら

な

い

。
E 

力
集
団
の
形
成
は
、
.柔

產

体

や

農

業

団

体

の

場

合

、
歴
史
的
に
I

ニ
帝
政
の
初

期

に

既

に

み

ら

れ

、
.
そ

S

次
g

こ
れ
ら
の
集
団
は
政 

遺

程
に
お
い
て
f

す
べ
き
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
露
組
合
の
圧
力
集
団
化
が
今
I

初
頭
に
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
こ
と 

0

既
I

摘
し
た
と
.

f
で
あ
る
。
し
か
し
、
男

集

団

の

活
I

全
|

昼

り

、
ま
た
職
能
的

•
身
分
的
な
集
団
の
活
動
と
し
て
も
全
而 

的
に=：,

花
す
る
に
i

の
は
、
ヴ
ァ
ィ
マ
ル
期
に
お
い
て
で
あ
っ
が
。
社
会
的
分
業
の
高
度
化
、
社
会
の
成
層

化

塞

礎

と

し
、
牧
I

の
急
激

な
社
会
的
-

I
薩

裏

f

て
、
こ
I

男

霞

證

し

、
ま
た
、
層

I

麗

し

て

、
I

眷

し

た

選

挙

歡

に

よ

つ

5

着
に
反
映
し
が
た
い
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
利
益
を
別
の
形
で
政
治
に
i

す

べ

く

そ

の

達

を

騰
し

た

の

で

t

。

か

く

て
庄
ブ
集c

n

は

そ

の

的
実
現

の
た
め
に
、
税
法
の
立
法
過
程
や
予
算
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
に
お
い
て
行
政
霧
や
政
党
に
働
き
か
け
る
。

政
^
.ノも
ま
た
敗
戦
後
の
政
治
的
•
礼
会
的
な
変
動
の
な
か
で
、
ま
た
、

経
済
的
•
社
会

的

產

に

直

面
，
^
た
社
ム
悪
集
団
が
王
力
集
団
と
し 

て
政
党
に
^
近
す
る
と

t
う
状
況
の
な
か
で
、

そ
の
.体
質
や
機
能
を
変
え
て
い
っ
た
。

社
会
民
主
党
の
大
衆=

統
合
政
党
へ
の
変
質
が
既
に
大
戦

に
み
ら
れ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
他
の
諸
政
党
一
般
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
姿
を
示
し
つ
つ
で
は
あ
れ
、
ヴ
ァ
イ 

マ
ル
如
に
そQ

蹇

が

み

ら

4

た
。
普
通
_

制
度
の
導
人
や
、
.ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
政
治
の
民
主
化
を
契
機
と
し
て
、
政
治
過
程
に
広
沉 

な
大
衆
力
登
場
す
る
に
至
っ
た
時
、
こ
の
新
た
な
状
況
の
中
で
太
衆
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
政
党
は
組
織
を
官
僚
化
し
、
寡
頭
制
の
支 

配
を
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
I

Q

支
持
層
を
形
成
し
て
.い
る
圧
力
集
団
が
、
支
持
と
引
き
換
え
に
そ
の
集
§

現
実
的

• 

個
別
的
利
益
裏
現
す
る
こ
と
を
政
党
に
要
求
す
る
と
き
、.
か
つ

て

の

名

蒙=

代
表
政
党
が
国
民
的
利
益——

證

ブ
ル
ジ

ョ
ァ
的
利
益
f

 

あ
っ
た
に
せ
よ—

を
追
求
し
：て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
政
党
も
ま
た
個
別
的
利
益
の
追
求
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
%)

。
：
こ
の
こ 

.
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
政
党
め
大
衆
"
統
合
政
党
化
は
進
行
す
る
こ
と
に
な
ボ
。
か
く
て
、
議
会
に
お
け
る
政
党
の
機
能
が
変
化
す
る
が
、
そ
の 

こ
と
は
ま
た
、
議
会
固
体
の
機
能
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
議
会
の
機
能
の
変
化
、'
お
よ
び
政
党
の
機
能
の
変
化
は
、
.予
算
の
密
議
の
疆
に
つ
い
て
.も
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て

い

た

。

ラ

イ
 

ヒ
議
会
に
お
け
る
濃

の

新

た

な

螯

と

し
て
獲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実

質

的

な

予

讓

I

m

l
霞

の

専

£
:霣
会
に
移
さ
れ
て
、
 

本
会
議
は
こ
の
委
員
会
の
雪
を
艰
認
す
る
だ
け
の
も
の
に
な

.っ

.た
こ
と
で
あ
る
。

公
開
の
本
会
議
に
お
け
る
議
員
の
発
言
に
お
い
て
は
、

「

予 

箅
惜
題
を
ラ
イ
ヒ
則
政
全
体
の
、
乃
麗
民
経
済
的
な
観
点
か
ら
は
見
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
言

贊

の

)

関
係
す
る
集
団
あ
る
い
は
経
済 

I

の
特
殊
的
な
利
益
に
ど
の
よ
う
な
反
作
用
を
持
つ
か
と
い
う
観
点
か
ら
の(I

)」

討
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
.あ
た
か
も
、

「

相
互 

に
敵
対
し
合
っ
た
、
多
様
な
利
益
集
団
の
使
節
団
会
議」

の
如
き
現
象
を
呈
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
質
的
な
予
筧
案
の
密
議
に
当
っ
た
の
は
、
常
設
の
ラ
イ
ヒ
予
算
委
員
会
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ば
、
政
府
側
か
ら
大
Is
.お
よ
び
政 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
•
序

説

' 

一
一(

j

三
七
五)



一
二 

(

一
三
七
六)

府
委
員
出
席
の
も
と
で
、
■各
政
党
の
財
政
専
門
家
に
よ
り
、
非
公
開
で
予
算
の
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
養

.に
お
い
て
、

I

の 

1

し

挈

讓

5

い
て
、
響

と

し

て

l

i

s
削
減
を
は
か
る
こ
と
I

s

ん
ど
不
可
能
な
状
況
に
I

。
そ
れ
は
予
算
の
規
模

し
う
る
も
？

は
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
議
会
に
お
け
る
予
算
案
の
謹

は

、

筆

政

府

の

支

出

欲

を

抑

制

す

る

も

の

で

は

な

<§
、 

む
し
I

力
集
団
の
要
求
を
う
け
た
諸
政
党
の
妥
協
と
取
引
の
.結
果
、
議
員
発
議
と
し
て
歳
出
の
増
額
修
正
、
主
と
し
て
社
会
政
策
的
支
M

不 

I
E

Z

へ
の
救
済
支
出
お
よ
び
ラ
ン
ト
へ
の
付
金
の
増
額
等
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な%

)
。

こ
の
場
合
、
ラ
イ
ヒ
参
議
院

H

も
ま
た 

各
ラ
ン
ト
の
矛
益
を
代
表
し
て
男
集
団
化
し

、
.ラ
イ

-
議̂
会
の
圧
力
集
団
的
志
向
に
よ
る
予
算
の
獲
修
正
を
抑
制
す
る
要
因
で
は
あ
り
え
な 

か
っ
た
。
立
法
部
と
行
政
部
の
間
で
は
役
割
の
転
換
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
>̂
3
。

と
こ
ろ
で
、
政
党
が
こ
の
よ
う
に
男

集
団
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
状
況
の
も
と
で
財
政
が
產

化
す
る
時
、
予
算
の
立
法
、
あ
る
い
は 

恐
慌
対
策
の
決
定
に
お
い
て
政
党
の
政
治
的
能
力
は
麻
輝
し
、
内
®
は
立
憲
的
独
裁
制
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

一
九
三
〇
年
度
予
算
案
の 

審
議
に
お
い
て
、
失
業
保
険
料
率
の
〇

•
五
％
引
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
諸
政
党
の
.利
害
が
調
整
さ
れ
え
ず
、
ミ
ュ
ラ
丨H

e
r
m
a
n
n

 M
g
e
r

内
切 

ヵ
艰
壊
し
、
そ
の
後
、
議
会
に
多
数
派
の
支
持
を
持
た
な
い
ブ
リ

r
 
ニ V

V
I

Q

恐
慌
対
策
が
大
統
領
屋
令
に
よ
っ
て
¥

」

な
わ
れ
た
こ 

と
は
、
こ
の
こ
と(

1

体
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
政
治
過
程
の
前
面
に
で
て
く
る
の
は
、
大
統
領
、
行
政
部
、
臨
時
ラ
イ
ヒ
経
済
評
議 

会

ラ
イ
ヒ
参
，

等
で
左
っ
た

そ
し
て
こ
れ
ら
の
屢

関
と
圧
力
集
団
と
の
間
で
の
交
渉
、
あ
る
い
は
相
互
の
利
益
の
調
整
が
.お
こ
な
わ 

れ
つ
つ
、
政
策
の
形
成
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
は
、
大
統
領
緊
急
令
に
よ
る
恐
慌
対
策
の
全
過
程
に
つ
い
て
見
ら
れ
る 

所
て
あ
っ
た
が
、
殊
に
、

一

九

三一

年
夏
の
金
融
恐
慌
以
後
、
同
年
末
の
第
四
次
大
統
領
緊
急
令
の
施
行
に
到
る
時
期
に
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。

第
四
次
緊
急
令
は
、
周
知
の
如
く
、
プ
リ

r
 
ニ
ン
グ
政
権
の
デ
フ
レ
政
策
の
最
後
の
階
梯
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
政
策
の
形
成

I

 

行
の
過
程
に
お
い
て
、
男

I

I

間
の
利
_

|

讓

さ
れ
な
が
ら
、
.同
時
に
工
業
と
議
、
あ
る
い
は
工
業
内
で

S

工
業
中
心
の
資

本
家
集
団
と
他
の
資
本
家
集
四
と
の
対
立
が
醸
成
さ
れ
、
三
ニ
年
五
月
の
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
退
陣
の
直
接
の
前
提
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

36)

あ
る
。
 

.

こ
の
よ
う
に
觅
て
く
る
時
、
圧
力
集
団
の
行
動
が
、
政
党
と
並
ん
で
、
財
政
政
策
の
形
成
と
実
行
に
お
け
る
極
め
て
虛
要
な
ー
環
を
な
す
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
財
政
上
の
民
主
主
義
が
想
定
し
て
い
た
議
会
の
実
質
を
変
え
、
社
会
の
諸
階
級
の
財
政
を
め

ぐ
る
運
動
に
具
体
的
な
機
能
と
形
態
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑶

立
法
部
と
並
ん
で
政
策
形
成
の
重
要
な
一
環
を
担
う
も
の
は
行
政
部
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
国

家

が「

経
済
国
家」

化
じ
、
ま
た

「

福
祉
国
家」

化
す
る
時
、
そ
れ
は
直
ち
に
、
そ
の
機
能
を
担
う
べ
き
国
家
機
構
の
膨
脹
、
予
算
規
模
の
拡
大
を
意
味
す
る
。

こ
れ
に
応
じ
て
ま

た
、
予
笕
や
税
.法
は
複
雑
多
岐
な
内
容
を
持
っ
よ
う
に
な
り
、1
そ
の
編
成
や
作
成
は
一
層
専
門
化
し
た
技
術
と
知
識
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
こ
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
、
予
算
の
執
行
や
、
関
係
法
令
の
実
際
的
適
用
に
お
い
て
行
政
部
の
も
と
に
お
か
れ
る
権
限
は
増
大
す
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
予
算
と
し
て
議
会
の
藩
議
の
対
象
と
な
る
の
は
、
ラ
イ
ヒ
固
有
の
歳
出
入
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
事
実
上
の
ラ
イ
ヒ
の
国
家
機
構

の
則
政
運
営
は
立
法
部
の
権
限
の
外
に
潜
か
れ
る
。
国
家
の
則
政
活
動
は
、>

」

の
よ
う
に
し
て
ま
す
ま
す
立
法
部
に
対
す
る
行
政
部
の
優
位
の
も

と
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
压
力
集
団
の
行
政
部
に
対
す
る
働
き
か
け
も
強
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ド
イ
ッ
に
お
け
る
官
僚
制
の
歴
史
的
な
特
質
や
、
第
二
帝
政
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
制
へ
の
転
換
に
お
け
る
官
僚
機
構
の
連
続
と
い
っ
た
出

37)

題
が
な
お
重
要
な
意
味
を
持
っ
が
、
こ
こ
で
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
特
徴
的
だ
っ
た
頻
繁
な
政
権
の
交
替
、
先
に
述
べ
た
恐
慌
期
に
お
け
る
議
会 

の
政
治
調
整
機
能
の
麻
痺
に
よ
っ
て
、
行
政
部
が
予
算
政
策
の
形
成
と
遂
行
.の
上
で
一
層
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た1

一
が
特
に
注
目
さ 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
行
政
部
が
政
策
の
形
成
と
遂
行
に
お
い
て
常
に「

合
理
的」

に
機
能
し
え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 

こ
の
觅
耍
な
役
割
を
担
う
行
政
部
が
、
例
え
ば

一
九
三
ニ
年
春
の
、
プ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
権
の
末
期
に
お
け
る
労
働
振
興
計
画
の
立
案
過
程
に
お
. 

い
て
、
各
省
間
の
利
害
の
対
立
か
ら
労
働
組
合
等
の
要
求
に
対
抗
し
う
る
政
府
の
計
画
を
ま
と
め
え
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
パ
ー
ペ

ン

n 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
則
政
過
程」

分
析
•
序
説 
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p

 

y

 

^

,

1

1

 

i

y

p

f

きr
u

r
,

わ
。れ
I

財
政
i

l

l

担

ぅ

国

家

靈

般

に

つ

い

て

の

一
定
i

f

と
I

、

H

つ 

,
今
ま
で
考
察
し
た
の
は
、
も
つ
。は
ら
ラ
イ
I

会
で
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
の
官
僚
機
構
で
あ
つ
た
。

ヴ
ァ
;

；

マ
レ
バ 

u

r

y

程

分
立
主
義
的
な
財
疆
構
を
廃
し
て
、
中
|

化
の
方
向
に
向

ぅ

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

ロ 

U

 

“

 

K

i

ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
の
一(

一1

が
な
お
根
本
的
に
は
產
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
は
碧
で
あ
る
。

「

こ〜

要
な
原
因
で
"
き

I

活
動
に
お
い
て
も
、-

1」

.と
は
無
視
で
き
な
い
役
割
を
演
じ
てい

:
:
」

”

5

, ,
5 l

u

w

w

^

r

f

1

r

v

i :

で
ぁ
る
。
ぁ
る
ぃ
は
、
恐
慌
期
に
.入
っ
て
か
ら
は
、
公
I

業
財
政
を
め
ぐ 

女

の

邏

を

J
ら

、
こ

し

.
丨

文

力

ら
れ
ナ
こ
れ
ら
の
囊
の
評
価
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

I

期
の
財 

ら
な

^

あ

r

"

u
 

財
產
策
の
主
体

I

I

、
ラ
イ
ヒ
と
ラ

r

と
い

i

係
君
て
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な 

倍
大
の

一

途
I

る

t 

.先
方
関
係
と
し
て
交

2

に
ょ
る
財
政
調
整
制
度
の
役
割
や
、
殊

K
、
恐
慌
直
前
の
時
期
ょ
り

f

 
議

 
y

力

金

I

を

I

I

4

I

I
匿

I

ら

f

。
參

l

l

_

“

u

“

で

あ

ろ

う

'

こ

こ

で

は
唯
、
次
の
点
の
み
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
中
央
銀
行
政
策
と
財
政
政
策
と
が
相
互
に
関
速
し
あ
っ
て
展
開
さ
れ
る
時
、

当
然
、
中
央
銀
行
政
策
を
議
す
る
立
場
に
あ
る
ラ
イ
ヒ
銀
行
当
局
、
殊
に
そ
の
総
裁
の
政
策
上
の
判
断
と
行
動
は
、
+盡

策

の

展

開

の

一

つ

の

.

要
点
を
な
す
と
も
い
い
1

で
あ
ろ
う
。

一
九
二
九
年
一
二
月
、

シ
ャ
ハ
トH

j
a
l
m
a
r

 s
c

h
l

の
，ラ
イ
ヒ
財
政
均
衡
化
要
求
に
あ
っ
て
ヒ
ル

フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
.辞
職
し
た
こ
と
、
こ
の
あ

と

'
、
、

H

ラ—

内
閣
の
も
と
で
の
シ
ャ
ハ
ト
の
更
迭
、
：
ル
タ
-
の
就
任
、

ヒ
ト
ラ—
政
権
の
も
と
で
の

.シ
ャ
ハ
ト
の
西
度
の
登
場
と
い
う
経
過
は
、
こ
の
点
か
ら
み
て
極
め
て
象
徴
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ヒ
銀
行
と
ラ
イ
ヒ
は
政
当
局
の

関
係
は
、
中
央
銀
行
政
策
の
作
用
と
財
政
政
策
の
金
融
的
な
効
果
と
の
関
係
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
両

潘
の
交
渉
、
あ
る
い
は
協
調
乃
景
撥
と
い
っ
た
関
係
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れQ

視
野
に
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

‘

\
)
/ 

'

/
f
\

わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
出
発
点
は
' 

恐
慌
末
期
に
お
け
る
フ
ィ
ス
ヵ
ル
•
ポ
リ
T

の
出
現
に
よ
っ
て
財
政
が
新
た
な
役
割
構
造
を
持
つ
よ
う
に 

な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
は
、
厳
密
に
は
、
作
業
仮
説
の
謹
の
域
を
出
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
今
後 

に
そ
の
展
開
を
！

f

定
し
て
い
る
進
的
発
展
の
過
程
の
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
麗
の
.立
て
方
を
検
討
し
直
し
、
内
容
の
あ
る
も
の
と
し 

て
ゆ
力
ね
は
な
ら
な
I

そ

こ

で

麗

は

、
ナ
チ
ス
政
権
の
も
と
に
お
け
る
中
央
銀
行
信
用
に
依
存
し
た
有
効
震
調
整
政
策
の
登
場
を
結
果
す 

る
と
こ
ろ
の
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
、
殊
に
そ
の
末
期
の
財
政
活
動
の
懸
的
な
発
展
の
過
程
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
接
近
す
る
か
と
い
う
点 

に
力
力
っ
て
く
る
具
体
的
な
接
近
の
方
法
が
対
象
そ
れ
'！

HI

体
の
性
格
S

も
ふ
さ
わ
し
く
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
.そ
の
方
法
；
 ̂

何
よ
り
も
ま
ず
、
時
の
経
過
の
中
で
生
起
す
る
財
政
現
象
の
変
化
を
立
体
的
に
追
跡
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
財
政
上
の
諸
要
因
の
、
 

世
紀
の
交
以
後
の
経
済
的•

政
治
的
発
展
に
規
定
さ
れ
た
実
体
的
構
造
を
包
摂
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
卜
。

従

来

わ

れ

わ

れ

力
財
政
の
歴
史
的
発
展
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
時
に
試
み
て
き
た
の
は
、
財
政
の
構
造
分
析
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
•
序
説 

M

三
匕
，
^



っ
こ
.〜

、
 

「

六

(

ーーー

」

八
0)

f 

i

も
現
在
わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る
麗
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
有
効
と
は
い
え
な
：い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
政
の
歷 

史
的
発
展
に
つ
い
て
一
つ
の
像
を
得
よ
う
と
す
る
時
、
過
去
に
し
ば
し
I

I

う
な
、
財
政
上
の
I

I

年
代
を
追
っ
l

t l 

て
1

記

溝

な

I

n

対
し
て
、
.資
本
_

発
展
|

磨

に

•つ
い
て
.畜

繼

や

収

人

構

I

分
析
し
、
こ
れ
I

の
馨
に
お
ナ 

る

経

済

の

階

I

露

I

I

I

て
そ
の
I

的

な

役

麗

f

l

し
よ
う
と
す
る
I

の

蓮

分

析

が

、
決
m

 

位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。

そ
し
て
財
政
の
蓮
分
析
に
お
い
て
も
、

資
本
主
義
経
済
の
発
展
の
®

的
な
性
格
に
々
し
じ 

て

展

露

が

そ

の

内

部

に

矛

盾

を

含

み

、
変
化
の
契
機
事
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
失
わ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、

な
お
且
つ
そ
の
分 

i

定
の
役
割
蓮
を
与
え
ら
れ
た
財
政
活
動
の
機
能
の
分
析
に
.あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。：
従
っ
て
、
財
政
I

I

產

且

つ

^
 

ら

れ

そ

れ

に

よ

0
て
財
政
の
役
割
構
造
I

化
が
起
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
う
る
時
•期

の

財

着

象

の
分
析
に
あ
っ
て 

丨

精
造
や
そ
H

繁

を

S

た
従
来Q
よ
う
I

近
方
法
は
I

を
持
た
ざ
る
を
I

い
と
思
わ
れ
る
。

.

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
時
、
ヴ
ァ
ィ
マ
，ル
期
の
財
政
活
動
の
屋
的
な
発
展
の
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
、
そ
の
分
析
に
お
け
る
和
、い
的
な 

^
 

"
f来の
グっ
ナ另
のも
のと
して
設定
され
ねは
なら
ない
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
財
政
政
策
の
決
定
お
よ
び
執
行
の
過
程 

と
し
て
お
よ
び
そ
の
過
段
に
お
け
る
財
政
上

S

要
因
の
相
互
作
用
と
し
て
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら

な

(I )。

次
に
こ
の
よ
う
I

I

疋
の 

嘉

を

、
既
に
述
べ
て
き
た
所
と
関
速
さ
せ
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
 

：
丨

^

マ
ノ
-

の
財
政
-
つ
て
既
に
み
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
謹
し
う
る
一
つ
の
こ
と
は
、
財
政
活
動
が
そ
の
作
沿
を
政
治 

"

I

I

も
よ
り
広
い
範
i

ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
財
政
も
ま
た
政
治
や
i

謹

に

左

右

さ

れ

る
度
合
を
増
し
た
と
い
う
こ
と
で 

.

,

丨

こ

も

ォ

お

さ

ず

W
占
資
本
主
義
に
賴
徴
的
な「

経
済
国
家」
お
よ
び
.「

福
祉
国
家」

の
機
能
の
拡
大
.
よ
び
そ
れ
こ
よ 

果
で
あ
っ
た
。
別
の
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
独
'占

段

階

に

お

け

る

こ

-の

よ

う

な

発

展

の

結
果
、
財
政
と
政
治お

;
;

び 

I

I

な
竹
用
あ
る
い
は
連
鎖
的
な
変
動
の
関
係
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
財
駿
策
が
決
定
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
決
足
が
讓
級
の
政
治
的
な
薩
に
対
し
て
及
ぼ
す
作
用
や
、
経
済
霊
の
変
動
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
霊
が

I

的
に
義

に

な

り

、
ま

た
逆
に
、
政
治
や
経
済
の
こ
の
よ
う
な
運
動
や
変
動
が
財
政
政
策
の
運
用
可
能
な
方
向
や
範
囲
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
ご
の
よ
う
な
速
，
的
な
廳
の
一
方
の
起
点
に
財
政
崖
を
、
.他
方Q

起
点
に
経
済
過
程
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
利
奪

規

定

さ

れ

る

嬉

級

を

f

う
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
収
入
お
よ
び
支
出
活
動
を
担
う
I

機
構
が
あ
り
、
ま
た
、
社
含
諸
階
級
の
運

I

s

す
る
f

と
し
て
の
庄
カ
集
園
、
政
党
、
議
会
が
あ
る
。

j

層
正
確
に
は
、
財
政
崖
の
構
造
は
、.
行

黯

内

.に
お
け
る
大
蔵
f

他

の
I

、
地
方
政
府
、
公
企
業
、
各

靡

金

、
さ
ら
に
中
央
銀
行
当
局
等
の
よ
う
に
、
多
頭
支
配
的
I

I

P

な
様
相
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
圧
力
集
f

し
て
一
括
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
独
占
資
本
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
集
団
と
他
の
そ
れ
と
で
は
そ
の
政
策
形
成
へ

の
影
響
力
に
は
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
財
政
政
策
の
決
定
と
執
行
は
、
' こ
れ
ら
の
諸
要
因
の
相
互
作
用
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ

る
。
政
策
決
定
の
構
造
の
こ
の
よ
う
な
複
雑
塞
や
簾
が
、
経

済

囊

制

の

強
化
、
政
治
の

民

主

化

、

国
家
機
構
の
拡
大
等
の
所
産
で
あ
る
こ

と
丨
边
に
み
た
と
お
り
で
i

そ
し
て
汄
定
さ
れ
た
政
策
の
執
行
は
新
た
な
経
済
過
程
の
霞
と
社
会
の
諸
階
級
の
利
密
状
況
の
変
化
お
よ

び
そ
れ
に
応
じ
た
利
益
I

Q

讓
と
を
生
み
出
し
、
こ

れ

ら

黛

び

財

政

上

の

馨

因

の

？

に
屈
折
し
た
運
動
に
担
わ
れ
て
、
政

策

の

髮 

に
結
集
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

フ
ィ
ス
ヵ
ル
.
•ポ
リ
シ
I
の
成
立
に
到
る
：財

政

の

叢

的

な

発

展

の

過

程

を

、

そ
の

最
も
核
心
的
な
部
分
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
時
、
：
分

折
の
叶
、も
.に
据
え
ら
れ
る
の
は
、.
こ
の
よ
.う

な

枠

組

を

.も

っ

て

篇

さ

れ

る

財

政

過

程

で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
財
政
過
程
の
分
析
を
も
っ
f

ら=
：

界
恐
慌
の
遺
に
つ
い
I

」

な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
既
に
の
ベ
て
美
よ
う
に
、
,」

.の
時
期
の
財
政
過
程
が
露
の

節

的

な

I

を
拡
大
し
て
票
し
、
.従
っ
て
ま
た
、
塵

因

の

棄

決

定

を

.め
ぐ
る
役
割
と
I

相
互
作
用
が
比
較
的
可
視
的
で
t

か
ら
に

他
な
ら
な
、

そ
こ
で
は
相
対
的
安
定
期
の
財
政
活
動
の
う
ち
に
内
包
さ
れ
て
い
た
屋
が
一
挙
に
拡
大
さ
れ
、
ま
た
そ
の
矛
盾
が
明
ら
か
に
•

i

f

殊

丨

庄

ナ

^
団
活
頭
に
つ
-
>て
み
る
な
ら
ば
相
対
的
•安
‘定
期
に
は
、
そ
の
活
動
■に
よ
っ
て
財
政
支
出
水
準
を
押
し
上
げ
る
作
用
が 

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
ィ
ッ
の
財
政
過
程」

分
析
.
序
説 

•

—•
匕

、
ニ
t
 M



一

八(
1

三
八
ニ)

働

い

て

い

た

と

は

男

集

団

相

互

の

関

係

は

、
I

か
も
I

状
態
に
t

か
の
如
I

相
を
呈
し
て
、
政
策
決
定
へ
の
影
響
力
の
本
質 

的
な
差
違
は
見
失
な
わ
れ
易
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
恐
慌
期
に
は
、
こ
の
均
衡
的
仮
象
は
消
滅
し
、
男
集
団
の
政
策
形
成
へ
の 

参
加
の
し
か
.た
は
、：
他
の
財
政
上
の
諸
要
因
の
動
態
と
共
に
、
政
治
的
支
配
権
力
と
経
済
的
支
配
階
級
と
め

.

関
連
、
あ
る
い
は
、
被
支
配
階
級
の
歷 

力
へ
の
対
応
め
し
か
た
を
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
姿
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恐
慌
期
の
財
政
過
程
は
、
財
政
上
の
霧
因
の 

体
制
的
関
連
乃
至
位
置
づ
け
を
他
の
時
期
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
明
ら
か
に
示
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

か
く
て
ま
た
、
こ
り
よ
？
よ
分
析
に

'

 

つ
て
、
フ
ィ
ス
ヵ
ル

*

ポ
リ
‘

シ
丨
.と

し

て

成

立

す

る

財

政

の

新

た

な

役

割

構

造

が

内

蔵

す

る

骨

骼

を

明

ち

か

に

し

う
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
ミ
、
 

C
.の
時
期
の
財
政
の
議
的
な
発
展
が
、
既
存
の
役
割
構
造
が
新
た
な
そ
れ
へ
と
組
み
か
え
ら
れ
て
い
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

注

一
:

：:

O

l
 

a 

f

!

 

I

f

 

=

 
j

 

I

 

f
 

I

t

(

2) 

F
i
n
p
n
z
m

 

I
 s

u
_
n

 

i
m

 

l
n
,
V
M

 

I

f
 bearbeitet i

m

 Statistischen K
e
i
c
h
s
l
,

 

B
l
n

 1930, 

S. 

550.

((

3) 

〗
e
n
n
l

 B
l
a
r
d
,

 

*die I
n
v
l
i
i
n

 d
e
r
l
l
h
e
n

 w
i
r
t
l
f
t

 seit 

1924," 

R
e
i
c
h

 

I
 

U
n
d
e
r
,

 

6. J
g
.
(1932)，

S. 

66 sq.

(

5
j
,例
え
”

ド
“
ッ
：1̂
1業
全
国
連
盟
f

 
I
 der 

D
e
u
t
l
n

 

I
n
d
i
e

の
発
表
し
た
次
の
覚
書
を
参
照
。D

e
u
t
s
c
h
e 

I

I

I

 

l

H

m

r
 

l
l

h
c

h
l

n

 

des 

R
e
l
c
f

 r
b
l
s

 

der 

l

l

n
 Industrie, 

Heft. 29, 

Berlin 

Dez. 

1925' 

お
よ
び 

a

I

 

i

f

 

r
 

1

1

 

矣 
I

 

?

 

I

.

〈

J 

Heibich, 

W
o
l
f
g
a
n
g

 J., 

D
i
e

 

R
e
w
a
m
t
i
o
n
s
d
,

§•de
r 

.
k
m

 

B
r
f
i
n
g
,

 

Berlin 

1962, 

s. 

3
0

sq 

(

8」
Luther, Hans, 

F
o
r

 d
,

 

A
b
,
n
d

 

1
9
3
0
—

1933, 

Berlin 

1964, 

S. 

i.32.

(

9卜
 

岡

本

養

の 
i

i

、

f

 

i

 

“

I

P

げ

—

お
け
,る
ド
ィ
i

l

墨

と

歷

|

、(

中)

、(

下)」
『

套

證

|

』

第
一
八
巻

会

f

プ

；

•

.同
一

ァ

,
ぉ
こ
れ
と
は
分
析
視
角
を
若
干
異
に
す
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義
の
成
立
過
程
を
同

2

ね

た

研

究

と

し

て

次

の

も

の

を

参

照

。

塚

本

健

、

『

ナ

チ

ス

経

済

』

、

加

藤

栄

1
、

「
ヴ

ァ

イ

マ

ル

期

ド

イ

，
資

本

主

義

の 

r5l
、-R 

r

 

i

,
学研究

』

®

京大学社会科学研究所紀要

)

、•第一六巻第三号おょび第四•五合併号。

丨
"
：

0

1

^

 

^

 

1

 

s

s

a

l

l

l

 

f

 

1

1

 

ド 

I

,
 

1

1

 

B
L
f

 

S

t
 

S. 

2
1

 

I

 

b

. 

I

I

I

 

r

f

r

 

I

 

義
 

l

—

l

 

I

I

 

I

I

 
ぎ

§

林
栄
夫
、「

近
代
饔
学
の
財
政
論」

、『

財
筆
講
座』

、
第
二
巻
、

一
頁
。

3

ソ_

_

五の七ド頁-

財
政
武
に
p

g

む

-

%

,!
、『

ド
イ
ツ
I

成
立
史
論』

、
同
、『

ド 

財
政
の
繼
と
機
能
の
震」

、『

経
済
学
年
報』

(

慶
応
義
塾
経
^
;
；o
l
i

三
;

^
om
—

TJ
:
。
ひ

大

島

通

義

「

帝

固

主

義

確

立

期

に

お

け

る

ド

イ

ツ 

51
4
一
 

I

I

 

i

 

I
 

彥
 

i

 

I
 

H
 

W

I

§

 

A
n
d
i
e

 a
n
d

 

V
e
v
e
r
k
a
,

召
.ci

r

 s.  

2
6
0

 

u
n
d

 ss
..  2
6
6
〜
267. 

I

I
 

h

i
 

7 

28.

16)

広
田
司
朗
、『

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策』

参
照
。

 ̂

飯

層

、
中
村
幹
男
、
i

一
雄
、

主
義』

(

年
報
•
政
治
学
、

一
九
六
六
年)

、
わ

れ

下

む

「

ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
£

け
る
社
会
民
主
党」

、『

西
s

g

お
け
る
社
会 

S

)

大
野
英
ニ
、『

ド
イ
ツ
資
本
主
義
論』

、
三
七
三
丨
三
ヒ
八
頁
。

s
;

 

一
月
、
一
 

I

、
三
；

以
下
参
照
。

ー22
ー
 

i
, 

W
o
l
f
g
a
n
g
,

 

W
a
n
d
l
u
n
g
e
n

 der 

f

 Elite, 
M
l 
hs 

1965, ss.  
400—

4
9

.

(<M) 

M
a
n
n
,

 

Fritz 

Karl, Deutsche Finanzwirtschaft,

 

J
e
n
a

 

1
9
2
9

 

S

 

"V。
sq

r
 

I

へ 

l

i

l

 

der 

b

l

l
 

I

I

I

 

I

24) 

M
a
n
n
,

 

F. 

K
,

 

s
. 

c
i
rS; 

36. sq.

「

世
界
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
財
政
過
程」

分
析
.
序
説 

一
L 

(

ー
三
飞
三
-



一

^

一
七
.〒

一

妻

I

ニ

五

个

ー

露

お

ょ

び

(

2 6) 

N
e
u
m
a
n
n
,

 

S
i
g
m
u
n
d
,

b
i
€ Pa

r
t
e
i
m

 

der 

W
e
i
m
a
r
e
r

 R
e
m
b
l
i
k
,

 

Stuttgart 

1965 

S

 

63

(

27) 

Ibid., 

s, 

s
. 

.

(

2 8) 

N
e
u
m
a
r
k
,

 
F
r
i
t
z
,

b
e
r Reichshaushaltsplan,. J

e
n
a

 

1929, 

s.. 

1
0
2
.

29) 

I
b
i
r
s. 

103.

30)  

Ibid: s
.  

109 .

(

3 1) 

s
c
h
m

o:lders, 

G
i
i
n
t
e
r
,
3
i
§

;
p
a

s:^
2. 

n
e
u
b
e
a
r
b
e
i
t
e
t
e
'
A
U
?
B
e
r
l
i
n

 

1
9
6
5
,

Co
-.
 

92

(

3 2) 

Raab, 

Friedrich, 

D
i
e

 Entwicklv/ng 

der R
e
i
c
h
s
>
m
n
z
e
n

 

seit 

1924, 

Berlin 
1

9

0

0

s. 

3
3
.

(

33) 

N
e
u
m
a
r
k
,

 

F., 

s
, 

c
i
rs. 

101..

(

34) 

s
c
h
&
l
d
e
r
s
,

 

G., 

s
. 

c
i
rS. 

92.

3 5) 

N
e
u
m
a
n
n
,

 

S., 

s
, 

c
i
rS. 

1
〇
9.

(

36)

栗

原

優

「

フ
リ
ユー

 

ニ
ン
グ
の
経
济
政
策」
、『

歴
史
学
研
究』

、

一
九
六
四
牢
一
一
月
* 

ニ

九

四

号

、

一

四

頁

以

下

参

^

。

(

37)

飯
田
収
治
.
他
、
前
掲
書
、

ニ
六
九
頁
以
下
参
照
。
 

.

i

I
 

w
r
i
e
r
,

 

K
a
r
l

 

Dietrich, 

D
i
e

 

A
U
M
_
g

 

der 

W
e
i
m
a
r
e
r

 

R
e
i
i
k
,

 

Villin
g
e
n
/
S
c
h
w
a
r
z
w
a
l
d 

I960, 

3
. 

v
e
r
b
i
e
r
t
e

 

u
n
d

 

e
r
g
f
t
e

 

A
U
A
。
s
,
179.

(

3 9) 

Luther, 

H., 

op, 

c
i
r
w
.to
CD
al
w
e

(

4 0)

シ
グ
マ
ン
ド
.
ノ
イ
マ
ン(

岩
永
健
吉
郎
.
他
訳)

、『

大
衆
国
家
と
独
裁』

、

一
四
一
頁
。
 

•

广4)
w
o
f
f
m
a
n
n
,

 

w
o
l
f
g
a
n
g
,
b

s-d
f
'
B
u
c
h
m

 

Gelder 

i
m

 

Deutschen 
Reich, 

Berlin 

1
9
2
9
,

参

照

。

_4) 

wrecht, 

Arnold,. Federalism 

o
m
A

 

Regionalism i
n

 

G
e
r
m
m
y
,

 

N
e
w

 
Y
o
r
k

 

1945., 

p. 

65.

I
L
r

こi

の
ょ『

p

d

n
識
は
、
そ
の
基
本
的
s

に
お
レ
て
、
現
代
政
治
史
の
分
析
に
関
す
る
驚
一
教
授
の
方
法
論
的
問
證
起
s

i

Q
で
あ
る
。

t

 

I

、
二
八
頁
以
下)

そ
れ
は
、
現
代
政
治
史
の
分
析
の「
キ
イ
概
念」

と
し
て
、「

決
定
作
成」

と

「

相
五
作
相」

を
内
容
と
す 

こ
^

M」

で

バ

ょ

^
と
4
る
も
の
で
あ
っ
た
。
財
政
現
象
と
政
治
現
象
の
性
f

麓
を
無
祝
し
て
、
単
純
な
類
比
を
行
ぅ
こ
と
が
許
さ
れ
な 

^
で
あ
^

'

力

f
 ノ刀
I

タ
イ
ナ
'、、
ッ
ク
に
ま
た
立
体
的
に
す
る」

た
め
の
方
法
論
的
問
題
提
起
と
し
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
も
重

44
1

L

0

H
 

I

I

.
o

n

基

 
f

 

v

l

f

 

n

 

des 

K
e
i
c
h
i
b
l
s

 

der 

D

l

l

n Industrie, 

l

i

f

t
 3, 

Berlin

ロ

バ

丨

卜

•才
ウ
工
ン
と
ウ
イ

一
、
オ
ウ
ヱ
ン
の
思
想
形
成 

ニ
、「

新
社
会
観」

に
お
け
る
性
格
形
成
原
理 

⑴

性
格
形
成
原
理
の
迤
本
性
格 

⑵

環
境
論
に
ょ
る
社
会
批
判
.

a

.
経

済

批

判

b

、
法

律

•
刑
罰
批
判 

C
、
宗

教

批

判

d

、
国
家
観 

⑶

.利
己
心
：
M

m
的
利
潤
追
求
批
判 

⑷

.教
育
論
、
生
産
と
教
育
の
結
合(

以
上
五
八
.巻
一
号) 

㈤

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
性
格
形
成
原
理
.

a

,
環
境
論
に
お
け
る
両
者
の
差
.

b

、
利
己
心
の
西
定
に
お
け
る
共
通
性 

C
、
教
育
論
に
お
け
る
両
者
の
差

卩
バ

ー

ト

.
オ
ウ
エ
ン
と
ウ
イ
リ
ア
ム

•
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

(

下)

リ
ア
ム

•
ゴ

ド

ウ

ィ

ン

(

下

)

:

.白

井

 

厚

三
、
協
同
社
会
主
義
へ
の
成
長 

‘

⑴

二
人
の
出
会
い
.

⑵

「

エ
場
制
度
の
影
響
に
関
す
る
考
察」

⑶

「

一
一
ユ
ー
•
.ラ
ナー

ク
f3
:
民
へ
の
講
演」

(

以
上
五
八
巻
二
号)

四

、「

ラ

ナ

ー

ク

州

へ

の

報

告

.,
-

に

お

け

る

協

同

社

会

主

義
 

o

S-
本

構

想
■

(2
ブ

ル

ジ3
ア

的

性

格
 

⑶

ゴドウィン的性格
a

コ
ド
ウ
イ
ン
のr

l

I

ト
ウ
ピ
ア

.

b
、
オ
ウ
ヱ
ン
の
ユ
ー
ト
ウ
ピ
ア
と
の
共
通
性 

C
、
両

者

の

相

遠

と

影

響

関

係

.

.

(

以
上
本
号)

ニ

1
(
1

三
八
五)


