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書

評

飯
田
鼎
著

'
 

'

.
『

マ
ル
ク
ス
主
義
に

■

お
け
る
革
命
と
改
良

』
.

——

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
に
お
け
る

階
級
,
体
制
お
ょ
び
民
族
の
問
題——

..

.

玉

井

.

茂

本
書
，は
第一

に
、
副
題
に
知
る
ょ
ぅ
に
第. 一

イ
ゾ
タ
I
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
研
究 

で
あ
る
。

一八六
四
年
九
月
！！
ン
ド
ン
で
発
足
し
た
こ
の「

国
際
労
働
者
協
会」 

に
つ
い
.て
、
本
書
は
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
て
、

そ
の
形
成
過
程(

第
一
、一,1 

M
l

そ
の
成
立(

第
三
8

、

そ
の
発
展
と
矛
盾(

第
四
章)

を
論
述
し
て
い 

る
。
第

一イン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
、
3

1
 
ロ
ツ
パ
'の
.先
進
的
な
三
大
国
、
イ 

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
.お
ょ
び
ド
イ
ツ
の
労
働
者
階
級
の
組
織
で
お
っ
た
が
、
4.
-

く
に
イ
ギ
リ
ス

-
マ
ル
ク
ス
が
当
時
す
で
にr

人
口
の
大
多
数
が
賃
労
働
者

と
し
て
存
在
.し
て
い
る
唯一

.

の
国」

で
あ
り
、
.「

資
本
の
.本
国」

で
あ
る
と
し
た
. 

イ
ギ
リ
ス
.の
役
割
は
-大

き
か
づ
た
。
.し
た
が
っ
て
、
.
第
一
イ
ン
タ
I

の
形
成
史 

は
、
同
時
に
イ
ギ
リ
.ス
労
働
運
'動
の
発
展
史
と
も
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
本
書 

は
、
著
^
の
前
著『

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
の
生
成』

(

一.九
五
.八
年
、

有
襲

の
続
篇
を
な
す
も
の
と
し
て
、
第
二
に
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史
で
も
あ
る
。

第
一
イ
ン
タ
ー
の
創
立
宣
言
を
書
い
.た
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク 

ス
はH

ン
ゲ
ル
ス
と
と
も
に「

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
に
積
極
的
に
.参
加

し
、

-
そ
の『

た
ま
し
い』

.に
科
学
的
社
会
主
義
の
理
論
を
注
入
し
、
資
本

主
義
の
新
し
い
状
顧
に
相
応
す
る
点
に
国
際
的
な
団
体」

を
つ
く
ろ
う
と
し
た 

の
で
あ
る(

本
書
七
べ
.丨
ジ)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
一
八
六
〇
丨
七
〇
年 

段
階
の
成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
、

一
八
四
八
年
以
前
の
い
わ
ゆ
る「

初
期
マ
ル
ク 

ス」

の

「

終
焉」

が
あ
る
。
こ
の
，点
か
ら
は
本
書
は
、
第
三
に「

双
期
マ
ル
ク 

ス
の
終
焉」

の
研
究
、
成
熟
期
マ
ル
ク
ス
へ
の
移
行
の
研
究
で
も
あ
る
。
こ
の 

移
行
は
、
労
働
疎
外
論
か
ら
剰
余
価
値
説
へ
の
移
行
、
革
命
的
民
主
主
義
か
ら 

科
学
的
社
会
主
義
へ
の
移
行
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究 

が
な
さ
れ
た
。
だ
が
著
者
の
関
心
の
中
心
は
マ
ル
ク
ス
の
革
命
論
お
よ
び
労
働 

組
合
論
に
あ
り
、
こ
の
点
の
研
！
^
は
乏
し
い
だ
け
に
、
本
書
の
独
自
性
も
こ
こ 

に
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
方
面
で
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
と
い
え
る
。
組
織
論
や 

戦
術
論
が
問
題
と
な
る
革
命
と
か
労
働
組
合
の
領
域
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の「

1 

実
政
治
家」

と
し
て
の
.

I

面
を
論
じ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
著
者
の 

関
心
は
、「

理
論
家」

と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
に
あ
り
、
あ
く
ま
で
原
則
と
理
論 

の
レ
ヴ
ェ
'
ル

で

ア

ブ

口 

I
.チ
す
る
。

そ
う
し
た
著
者
に
と
っ
て
、「

豸
一
イ
ン 

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
お
い
て
、

.マ
ル
‘ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
実
践
し
、
且
つ
運

動
の
方
針
と

し

て

訴
え
た
と
と
ろ
の
も
の
は
、
革
命
的
視
点
と
改
-
M的
視
点
と
.
 

の
統
一
的
な
理
解
と
把
握
で
あ
っ
た

」

の

で

あ

る

(

.一

一ぺ
ー
ジ

)

。す
な
わ
ち 

著

者
は
、
；.

一,

八
六
〇
丨
七
〇
年
段
■階
の
.マ
ル

ク

，
ス
.
.
の

革

命

論

お

よ

び

労

働

組

合 

論
の
性
格
を
、
体
制
変
革
的
な
政
治
主
義
的
革
命
と
体
制
内
的
な
経
済
主
義
的

改
，M
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て
規
定
し
よ
-う
と
す
る
。
.そ
.し
て
ま
さ
.に
.ど
.れ 

ご
そ
が
本
書
：の
主
題
，で
あ
っ
た
。
：：

:

,

.

第
一
イ
ン
タ
ー
期
の
マ
ル
ク
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
主
義
を
、
' た
と 

え
そ
れ
が
改
曳
主
義
的
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
も
、.
初
期
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に 

こ
れ
を
拒
絶
せ
ず
、
む
し
ろ
幅
広
い
こ
れ
と
の
協
力
と
提
携
の
必
要
を
説
く
よ 

う
に
な
っ
て
い
る
。

し
が
も
そ
れ
は
、
労
働
組
合
の
も
つ
.「

経
済
的
な
要
求 

(

H
改
皮) 」

を
組
合
を
媒
介
に
し
て
、「

政
治
的
性
格」

に
ま
で
高
め
よ
う
と
す 

る
た
め
で
、
こ
こ
に
著
者
は「

革
命
と
改
良
と
.を
統
一
的
に
、
弁
証
法
的
に
把 

握
し
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
努
力」

を
'み
よ
う
と
す
る(

ニ
四
六
。へ
ー
ジ)0 

マ
ル
ク
ス
が
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
べ
の
期
待
を
：捨
て
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的 

な
組
合
主
義
.と
も
協
調
し
た
根
拠
、
こ
れ
を
著
者
は
さ
ら
に
民
族
の
問
題
の
な 

か
に
さ
ぐ
り
、「

イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
が
、
実
に
•罘 

族
解
放
_
争
と
社
会
主
義
的
反
体
制
の
運
動
と
を
結
び
つ
け
る
環
で
あ
り
、
媒 

介
項
で
あ
る
と(

マ
ル
ク
ス
が)

考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
.か」

と
提
言 

す

る(

ニ
四
八
ぺ
ー
ジ)

。
か
く
て
、「

産
業
資
本
主
義
段
階
の
爛
熟
期
と
も
い 

う
べ
き
一

八

六

〇

—

八o

年
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命
に 

関
す
る
一
般
的
原
則」

は
、「

革
命
と
改
良
の
統
一
.

」

を

「

径(

タ
テ)」

と
す
る 

ほ
か
、「

体
制
と
民
族
と
の
媒
介
項
と
し
て
の
ゆ
^'
的
ル
4'
の
把
握
1_
を

「

偉 

(

ョ
コ) 」

と
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る(

九
ぺ
ー
ジ)

。

し
，こ
が
つ
て
、 

本
書
は
第
四
に
、「

階
級
、4

象
お
ょ
び
め
.■の
.問
題」

の
研
究
で
あ
り
、
被 

庄

迫

民

族

の

問

題

、

民

族

解

放

の

問

題

に

も

か

，な

り

の

，
ベ
ー
ジ
へ
第
一
一
章
一
一
， 

第
三
章一

ほ
か)

が
当
て
ら
れ
て
い
.る
。
結
論
的
に
は
、
第
一
イX

タ
丨
の
マ 

ル
ク
ス
は」

「

民
族
的
^
益
の
名
の
も
と
に
戦
争
を
選
ぶ
こ
と」

で
な
く
、
.. 

r
r̂ 

評

級
的
視
点
を
媒
介
項
と
し
て
、
体
制
と
民
族
の
問
題
と
の
有
機
的
関
速
を
叨
ら 

か
に
す
る
.こ
と」

：
を
方
針
と
し
た
；、
：
と
い
わ
れ
る

.
(

}
-:
へ
ー
ジ

)

。
' 

.

•
 

ニ

マ
ル
ク
ス
を
し
て
初
期
の
革
命
観
を
自
己
批
判
さ
せ
た
も
の
、「

社
会
幕
命 

の
問
題
を
中
心
に
し
て
、
階
級
、
体
制
そ
し
て
民
族
と
い
ぅ
三
つ
の
問
題
の
科 

学
的
.把
握」

に
も
と
づ
く
新
し
い
革
命
観
に
赴
か
せ
た
も
の
、

そ
^

は

 
一
\
四 

八
年
の
革
命'で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
フ
ラ
.ン
ス
の
_ニ
月
革
命
、
ド
イ
ッ
の
■三
月 

革
命
に
接
し
、
共
産
主
義
者
同
盟
の
分
裂
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
の
失
敗
を 

摄
験
し
た
マ
.ル
ク
ス
は
、
そ
の
後「

イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
資
本
主
義
の
め 

ざ
ま
し
い
発
展
の
な
か
で…

…

静
か
な
研
究
生
活
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ 

て
活
動
し
.て
い
た」

。当
時
の
マ
ル
.ク
ス
は「

運
動
と
禮
織
上
の
困
難
に
絶
蕴
し 

.な
が
ら
も」

新
し
い
任
務
を「

第
一
欠
、
世
界
史
の
新
し
い
展
望
に
た
い
し
て 

思
想
的
準
備
を
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
体
験
し
た
革
命
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
と 

り
，̂
れ
て
、
.
新
し
い
.戦
術
を
つ
く
り
出
す
こ
と」

に
見
出
し
た
、

と
さ
れ
る 

(
一

九
三
ぺ
ー
ジ)

。
そ
の
結
果
は
、
一
つ
は「

体
制
変
舉== 舉

命」

を「

民
族
問 

題」

と
結
合
さ
せ
統
一
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が(

一

九

四

ぺ

ー

ジ

)

、
一
つ
は
、
 

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
の
敗
北
と
勝
利
を
確
認
し
て
そ
の
成
果
を
第
一
イ
ン
タ
ー 

に
結
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

.
マ
ル
ク
ス
主
義
の
.遗
言
書
と
い
わ
れ
て
有
名
な『

フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
階
級 

闘
争』

'の
序
文(

一

八
九
五
年)

：で
、
老
エ
シ
ゲ
ル
ス
は「

一
八
四
八
年
の
闘
争 

方
法
は
、
今
日
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
時
代
お
く
れ
と
な
‘っ
て
い
る」

と
、
率 

直
に
当
時
に
お
け
る
自
分
ら
の「

幻
想」

を
み
と
.め
て
い
る
。
た
し
か
に
マ
ル

'一.1

七

(

一
四
八1)



グ
ス
が
当
時
な
お
現
.実
認
識
に
あ
，ま
い
.と
こ
ろ
.が
あ
り
.>
•永
続
革
命
.を
、
.
さ
ら 

に
少
数
^
命
を
、
ミ
'
.リ
タ
ン
ト
に
唱
導
し
だ
：こ
ど
は
事
実
：の
よ
う
だ
。
. 
共
產 

党
宣
言
1ー，(
ー
八
四
八
年)

.で
、
，
ド

イ

ツ

の
.ブ
：ル
ジ
ョ
：ナ
革
命
に
.「

プ
：：p.
レ
タ
ヅ 

ア
本
命
め
應
接
：の
序
藉

」

：を

み

た

よ

う

に

メ

^

载
主
義
中
央
麥
員
会
へ
し
の
よ 

び
.が
け』

.

.

(

1
.八
五
0
年)

.で
も
、.
~労
働
者
の
革
命
的
組
織
の
必
要
を
説
き
、；「

全 

プ
ロ
レ
タ
.リ
アー

ト
>
武
装
ず
る
こ
.と
を
た
，だ
ち
に
.
_実行
し
な
.け
れ
ば
，な
ら
な 

い
.

」

と
説
い
.て
.い
る
。
だ
が
.、
.；沐
書
の
著
者
に
よ
れ
ば
、
.そ
.の
場
合
で
も
千X

 

ゲ
ル
ス
の
方
は
、
よ
り
多
く
ド
イ
ツ
労
働
者
階
級
の
.

「

未

成

熟

'

」

：
、

.
そ

の

結

果 

と

し

て

の

「

組

織

，的

弱

さ

」

.に
注
目
し
.で
お
り
？「

む
し
ろ
悲
観
的」

：-
‘で.あ
つ
‘ 

た(
1

〇
九

丄

1

o
ベ
.，I
ジ)

。
，マ
ル
ク
X
自
身
も
ゥ
.ア
イ
；
.
ト

リ

.

ン
，ダ
を
.批
判 

し
、
ブ
ラ
ン
キ
主
義
と
關
つ
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
咏
ト
に
無
知
だ
つ 

た
の
で
は
な
，̂
か
.
た
.だ
よ

り

多

く

：
。
フ

.ロ
’レ
.タ
.リ
.
.7•
—

r
v
. 

risl

ir.

勺
実
践
.

の
も
つ
強
さ
に
注
目
し
.て
い
た
：と
解
さ
れ
る
。
，
し
た
が
っ
て
か
れ
も
ま
た

；
、
.AI 

く
に
一
八
六
〇
年
代
に「

イ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
確
固
た
る
組
織

」

を
目
前 

に
し
て「

よ
り
現
実
的
に
実
跋
的
.に」

な
り
、
労
働
者
の
組
織
へ
の

期

待

を

深 

め
る
。■
■

「

革
命
後
の
労
働
者
階
級
.の
视
滞
と
做
治
的
無
力
.の
状
態」

、「

労
働
運
動 

の
敗
北
と
く
に
チ
ャ
-
テ
ィ
ス
ト
.運
動
の
敗
北」

.を
率
直
に
，み
と
め
な
が
ら 

も

マ

ル

タ

，
ス
は
叶
時
辟
法
を
給
実
き
せ
た
工
場
立
法
や
協
同
組
合
運
動
に
、
：
 

兔

階

級

の

「

南
分
的
な
勝
利」

.を
み
と
め
、.
.こ
れ
ら
を
個
々
の
和
か
と
し
.

て
革
入C

と
文
.
*せ
し
め
_る
こ
■と
を
や
め
る

..(I 

一
—*
九
丨
.一.

一一

j〇
ベ
.丨
ジ
ン
。
_
第一.
 

イ
ン
タ
丨
段
階
の
マ
ル
ク
ス
は
，
そ

の

•.

「

高

い

政

霊

識と
と
'も
.に
、
.経
済
闘 

争
の
強
固
な
組
織
と
し
て
の
労
働
組
合」

に

「

特
別
の
関
心」

を
も
つ
よ
う
に 

み
っ
た
力
そ
れ
を
著
者
は

r

貨
労
働
と
資
本

』

の
.補
足
と
み
ら
れ

.る
手
稿『

賃

一
一

1

八
：(1

四
<
1ー )

金』

の
.論
述

に

た

し

か

.
め

る

M
一
一.四
四
I

ニ
四
六

べ

ー

ジ

〉

。
と

こ

で

マ

ル

ク

ス
 

は
、：:
'労
働
組
合
へ
^
労
働
者
の
-1
団
結
卜
は
、
：.元
来
、
'賃
金
の
.引
き
上
げ
ハ
,
7
 

働
条
件
の
改
静
な
ど「

経
済
的
要

求」

を

目

的

と

す

る

が

、

資

本

家

の

抑

氏

こ

，

.対
決
し
て「

組
合
：の
維
持」

を
.目
的

と.す
る
よ

う

に

な

り

、
，
抑

田

と

闘

争

す

る
 

•政
治
^
:性
格」

.を
*>
び
.
.る

.■と
説
い
て
い
.る
.(

改
良
.と
^
命
と
の
結
合)

。
を 

匕
て
.マ
ル
ク
ス

の

こ

、
の

よ

.う
な
考
え
方
が
、「

第|

ィ

シ

：
タ

ー

ナ

シ

.
ョ
ナ
'ル
創 

立
宣
言
に
お
け

る

労

働

者

階

級

運

動

の

..、
新

し

い

蠢

的

諸

条

件

の

も

と

で

0
. 

発
展
に
た
い
す
る
、
よ
り
新
し
く
且

.
つ

巨

視

的

な

視

点

j
.

と
な
.
っ
た
、
と
さ
れ 

る(

二 
四
七
.
。
へ

 
I

ジ
'

)

。
_
.

,

.

.

.
永
線
革
命
論
の
初
期
マ
ル
ク
.ス
に
較
べ
る
.と
、
.こ
こ
.に
は「

修
正」

が
み
ら 

れ
る
。
し
か
し
、
改
良
の
尊
重
が
革
命
を
見
失
わ
せ
た
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
ー
ト
の
も
つ「

革
命
的
実
践
.

」

こ
そ
マ
ル
ク
ス
に
は
重
要
で

あ
る
。
.
こ
の 

占
,'
本
書
の
著
者
が
.「

マ
ル
.ク
.ス
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
認
識」

を
有 

名
な「

シ
ユ
.
レ
ジH

、

ン
の
蜂
起

」

.

(一

八
四
四
年)

に
.み
て
い
る
.こ
と
は
達
見
で 

あ
ろ
う(

六一. ，

六
三
.
七
.五
、
_
七

六

ぺ

ー

ジ

等

0

マ
ル
ク
ス
は
シ
.

H

レ
ジH

ン 

の
労
働
者
の
蜂
起
を「

こ
れ
ほ
ど
勇
敢
に
、
ね
ば
り
強
く
お
こ
な
わ
れ
た
も
の 

は
な
か
っ
た」

と
讃
え
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
が「

フ

ラ

シ

ス

と

ィ

ギ

リ

ス

の

労
働
者
蜂
起
.の
終
っ
'た
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
.プ
ロ
レ
■タ
リ
ア
-
r

の
本
質
の

自
覚
か
ら
始
ま
っ
て
い
.る」

.こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
理
論
的
水
準
や
意
證 

に
着
目
し
て
い
る
。「

人
間
的
本
質
は
人
間
の
真
の
共
同
体
で
あ
る」

と
規
定
す 

る
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
に
自
分
の
革
命
の
哲
学
を
確
認
し
た
、
と
私
も
思
う
。
 

そ
し
て
と
の
哲
学
は
，『

共
産
党
宣
言』

で
高
揚
さ
れ
た
ま
ま
捨
て
ら
れ
た
の
で 

は
な
く
、
第
一
イ
ン
タ
I
段
階
に
も
持
続
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
か
れ
は
、

著
者
の
指
摘
す
る
よ
ぅ
に
、
そ
の
創
立
宣
言
で
、
労
働
者
大
衆
の
窮
乏
が
、

一
 

八
三
四
年
か
ら
一
八
六
四
年
に
.か
け
て
減
少
し
て
い
な
い」

と
窮
乏
化
法
則
を 

確
認
す
る
と
と
も
に
、「

し
か
も
こ
の
期
間
は
、
産
業
の
発
展
と
商
業
の
増
大
で 

は
四
敵
す
る
も
の
が
な
い」

と
資
本
主
義
的
発
展
を
み
と
め
、
そ
の
蔭
.に
労
働 

者
の
沈
滞
と
堕
落
と
政
治
的
無
力
の
進
行
を
見
の
が
さ
な
い(

ニ
一 
七—

ニ
一 

九
ぺ
ー
ジ)

。
お
こ
ぼ
れ
の
多
さ
に
喜
ぶ
労
働
者
へ
の
警
戒
、/

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス 

ト
運
動
衰
.亡
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
職
能
別
組
合
に
あ
る「

労
働
貴
族
的•

日
和
見

的
傾
向
の
危
険J

へ
の
警
戒(

ニ

四

四

べ

ー

ジ

)

------

こ
れ
ら
は
、

务
キ
が
^'
^'

の
中
に
解
消
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
原
則
で
あ
る
。
要
す
る
に
改 

良
主
義
者
で
な
い
マ
ル
ク
ス
で
は
、
い
わ
ば「

犯
g
L-
/は
シ
ュ
レ
ジ
ェ
ン
的
•チ 

ぅ
ー
ー
フ
ィ
ス
ト
的「

改
革」

.を
内
包
す
べ
き
も
■の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
*
1
 

こ
そ
、
前
記
工
ン
ゲ
ル
ス
の「

序
文」

(

一
八
九
五
.年)

の
回
顧
を
マ
ル
ク
ス
主 

義
革
命
理
論
の
根
本
的
な
修
正
と
み
た
べ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
明
ら
か
に
參
ノ 

正
主
義
で
あ
っ
た(

三
六
七
ぺ
丨
ジ)

。
第
.一
イ
ン
タ
丨
で
の
マ
.ル
ク
ス
.ま
、.

「

固 

々
の
政
^
上

•
経

済

上

の

日

常

的

要

求

を

不

断

に

か

ち

と

る

^'
良

の意
義

を

全
 

く

無

視

す

る

者

」

と

し

て

の

バ

ク

ー

ニ

 

.ン
と
闘
つ
た

(

三

五

五

ぺ

ー

ジ

)

。

し
か 

し

マ

ル

ク

ス

は

バ

ク

！

一

 

ン
的
な
革
命
意
欲
に
反
対
な
わ
け
で
は
な
い
。
，マ
.ル 

ク
ス
が
L
か
に
国
家
の
発
展
の
不
均
等
を
説
き
、
.
.

「

平

和

的

移
行」

の
可

能

 ̂

を
説
く
場
合
に
も
、
.か
れ
.の
労

働

者

は

「

い
つ
か
は
政
.治
的
.権
力
を
獲
得
し
な 

け
れ
は
な
ら
ぬ

」

の

で

あ

り--
»
.
旧
制
度
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
旧
政
治
体
制
を 

|«
覆
し
な
け
れ
は
な
ら
ぬJ

の
で
あ
ゥ
,'
あ

ぐ

ま

で

「

労

働
者
が
や
、̂
,
て
诉
え 

る
、
ベ
、
き

も

の

は

、

ま

さ

.に
強
カ
で
あ
る

」

.

.。要す
る

.に
、

.か
れ
に
あ
つ
て
は
、
 

「

革
命
の
.た
め
に
银
す
改
良
の
役
割
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
，と」

'

こ
H

が
原
則 

書

評

で
あ
っ
た
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(

三
六
四
ぺ
ー
ジ)

。

：

三

,
私
'
•は安
保
の
こ
ろ
、
チ
ャ
-
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の「

実
力
派」

と

「

言
論
派」 

と
の
対
立
抗
争
に
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
以
来
こ
の
運
動
を
思
愛
の
一
章
と
し 

.て
研
究
し
て
き
た
た
め
、著
者
の
旧
著
に
は
お
世
話
に
な
っ
た
し
、上
に
大
铜
を 

紹
介
し
た
新
著
に
も
教
え
ら
れ
る
と
.こ
ろ
が
多
い
。：成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
を「

本 

命
と
改
良
と
の
統
一」

と
し
て
と
ら
え
る
著
老
に
は
共
感
を
お
ぼ
え
る
し
、
今 

も
な
お
経
済
闘
争
か
政
治
闘
争
か
.が
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
わ
が
.国
の

組

合

運
 

動
に
も
"
お

そ

ら

く

本

書

は

理

論

的

な

寄

与

が

大

き

い

だ

ろ

う

と

思

う

。
.
.
た 

だ
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
.陳
外
論
か
ら
成
熟
期
の
剰
余
価
値
説
べ
，の
移
行
の
連
続 

か
飛
躍
♦か
の
問
題
、
す
な
わ
ち
初
期
の
ヒ
ュ
I
マ
ニ
ズ
ム
を
後
の
マ
ル
'ク
ス
± 

発
展
さ
せ
た
の
か
克
服
し
た
の
か
の
問
題
、
こ
れ
に
結
び
つ
け
て
チ
ャ
ー
テ
ィ 

ス
ト
運
動
は
マ
.ル
タ
.ス
主
義
に
何
を
教
，え
た
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
源
康
で 

あ
る
力
ど
'.うか
の
問
題
、
そ
も
.そ
も
.チ
ャ
ー
テ
.ィ
ズ
，ム
.は
ィ
ギ
■リ
y
ft
会
主
 ̂

思
想
.史
に
ど
の
ょ
う
な
位
置
を
.与
え
ら
る
べ
き
か
の
問
題
、
こ
れ
ら
に
関
5
の 

あ
る
私
は
、
本
書
を
見
な
.い
ま
ま
に
昨
年r

試
論
，を
書
き
、
.
い
ま
本
書
を
見
て

多
大
.の
教
訓
を
え
'た
が
、
な
お
残
さ
れ
だ
問
題
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
-

-Ljo

問
題
に
つ
い
て
%'
そ

う

.

で
あ
る
し
、：
例
え
ば
著
者
の
.「

革
命
と
改
，

M
と
の
弁
|1
: 

法

的

統

一

」

に
っ
い
て
も
、

「

自
然
発
生
性
と
目
的
意
識
性
の

.一f

つ
の
侧
面」

に 

つ
い
て
%■
，
‘
ょ
り
詳
細
な
.内
的
構
造
の
分
析
が
期
#,
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
著 

者
の
こ
の
両
概
念
の
統
.
1、は
、

若

い

マ

ル

ク

ス

が

*

&」

と
.

「射
！
！」.

と
の 

統
一
，
と
し
て
把
え
，た

も

の

で

あ

ろ

う

が

.■'労
働

者

の

存

在

(

改

良
•
.自
然
発
生
性

)

—
1
1

九

(

一
四
八
三

)



i

が
そ
の
^
為

(

舉
命
.
目
的
意
識
他)

と
分
裂
し
て
い
る
と
き
、
前
者
を
後
者
こ 

高
揚
さ
せ
る
も
の
は
何
か
、
も
し
内
発
的
と
す
れ
ば
そ
の
発
源
を
ど
う
把
え 

る
べ
き
か
：、
両

者

は

統

I

よ
り
も
分
裂
の
必
然
性
を
内
包
し
て
い
る
の
で
太
あ 

る
ま
い
.か
？

こ
こ
に
は
科
学
的
社
会
主
義
に
対
す
る
モ
ラ
ル
の
.問
題
、
.
ひ
い 

て
は
サ
ル
ト
ル
が
唯
物
史
観
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
問
題
が
伏
在
し
て 

い
る
で
あ
ろ
う
。
お
.そ
ら
く
こ
ん
な
こ
と
は
著
者
の
問
題
外
か
も
し
れ
ぬ
が
、
 

著
者
の
社
会
史
的•

経
済
史
的
資
料
の
提
供
や
概
念
の
深
化
は
こ
ん
な
問
題
に 

も
役
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
.
ご
研
究
の
進
む
よ
う
著
者
の

健
康
を
祈
る
こ

と

に
 

よ
っ
て
私
の
喜
ば
し
い
期
待
を
表
明
し
て
お
き
た
い
。

.

※「

チ
ャ
ー
チ
ィ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義」
岐
阜
大
学
教
養
部
研
究
報
告
•

創
刊 

.
‘(

一
九
六
五)

(

御
茶
の
水
書
房
.
A 

5 
.

三
七
五
頁
• I'

一
 j

oOET)

安
川
正
彬
著

.

.

『

人
口
の
経
済
学

』

矢

崎

武

夫

3

在
ほ
ど
人
品
題
が
世
界
の
音
を
あ
び
た
こ
と
は
歴

史

上

未

だ

曾
て
な 

力
っ
た
で
あ
.ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
人
ロ
の
加
速
度
的
増
加
の
傾
向
と
、
後

進

国

た
数
の
優
れ
た
研
究
は
あ
っ
て
も
、
研
究
者
の
数
ぞ
、
.大
学

.に

於

け

る

講

義

数 

は
少
く
、
人
口
の
組
織
的
研
究
は
充
分
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
.状
態
に
あ 

る
。
こ
の
と
き
に
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
人
口
研
究
を
専
攻
す
る
著
者
が
、
多 

年
蓄
猜
さ
れ
た
知
識
を
迤
礎
に
理
論
及
び
技
術
に
於
て
極
め
て
高
度
の
組

織

的
 

研
究
を
公
に
し
て
、
日
本
の
人
|:
|
学
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の 

学
問
の
進
歩
の
た
め
に
誠
に
ょ

ろ

こ

ば

し

.
い

こ

と

で
あ
っ
た
。
人
口
学
の
国
際 

的
権
威
、

館

稔

博

士

が

、

本
書
に
関
し
新
間
及
び
.学
術
雑

誌

上
に
、
日
本
人
ロ 

学
会
近
朱
の
収
獲
で
あ
る
と
賞
賛
さ
れ
、
人
ロ
学
を
専
門
と
し
或
は
こ
れ
^
喝 

心
を
冇
す
る
多
く
の
人
か
ら
絶
賛
を
博
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
0

ニ

私
は
以
下
に
於
て
著
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
著
者
の
論
理
に
従
っ
て
出
^
^
^
 

る
限
り
忠
突
に
紹
介
し
な
が
ら
、
社
会
学
の
側
面
か
ら
人
口
に
関
心
を
持
つ
も 

の
と
し
て
本
書
に
関
す
る
私
見
の
若
干
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

著
者
は
先
ず
人
口
と
い
う
現
象
を
集
合
概
念
を
も

っ
て
把
え
、
人

ロ

を

&

 々

げ
集
団
を
な
し
て
資
源
に
働
き
か
け
、
経
済
社
会
生
活
を
営
む
一
定
の
構
成
本 

と
み
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
経
済
は
社
会
の
一
部
で
あ
る
が
、
人
口
が
社
会 

と
接
触
す
る
と
き
経
済
を
通
じ
て
行
い
、
馨

は

I

崙
成
す
る
基
盤
で
あ 

っ
て
/人n

Q

経
済
学
"
と
題
す
る
本
書
の
遊
本
的
な
0
標
は
、
こ
の
中
^
;e>
' 

そ
の
驻
本
的
な
部
分
と
し
て
の人

！：！

と
経
済
が
ど
の
ょ
う
に
結

び

つ

い

て

い

る
 

か
と
い
う
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る(

三
丨

四

ぺ

ー
ジ)

,°
.
.
.

ま
た
著
者
は
人
口
の
経
済
学
の
課
題
は「

経
済
の
顏
的
考
察
に
お
い
て
. 

は
' 

人
|:
|

は

芬

件

と

し

て

経

済

の

外

に

お

か

れ

る

か

ら

人

ロ

は

経

済

の

内

部

に
 

書 

評

三

〇

(
I

四
八
四)

に
於
け
る
急
速
に
増
大
す
る
人
口
に
対
す
る
低
い
生
劈

、
就
業
機
含
不
足 

や
低
所
得
、
高
い
畜
度
、〖

更
に
問
題
解
決
の
た
め
の
出
生
力
コ
ン
ト
ロ
丨
ル 

の
傾
題
や
先
進
国
'の
工
業
化
都
市
化
に
伴
ぅ
人
口
構
造
の
変

化

、

急
上
界
す
る 

生
産
力
に
対
す
る
労
働
力
の
不
足
、
後
進
国
、
'先
進
国
を
問
わ
ず
移
動
に
ょ
る 

大
葡
市
へ
の人

！：！

集
中
、
こ
れ
に
伴
.っ
て
生
じ
、
解
決
を
迫
ら
れ
る
麗
題
等 

1i
*
界
諸
国
の
直
面
す
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
.に
は
、
人
ロ
か
ら
^
問
題
っ
迅 

握
こ
そ
、
そ
の
基
礎
を
な
ナ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ー
九
丄
ハ
五
年
に
国
連
の
世
界
人
ロ
会
議
が
開
か
れ
た
の
を
初
め
、「

九
六
六 

年
日
本
が
主
催
国
と
な
り
、。
世
界
最
大
規
模
の
学
術
会
議
と
言
わ
れ
る
太
平
洋 

学
術
会
'讓
に
於
て
は
、
人
ロ
問
題
に
焦
点
が
あ
わ
さ
れ
た
。
現
在
人
pi

問
題
は 

急
激
に
変
勋
し
つ
つ
あ
る
世
界
諸
国
の
動
向
の
分
析
と
そ
の
対
策
の
樹
立
の
た 

め
に
：不
可
欠
の
知
識
と
な
り
、
人
口
学
は
社
会
諸
科
学
の
莲
礎
科
学
と
な
っ
て 

い
る
。
従

っ
て
世
界
の
凡
ゆ
る
国
々
に
於
て
人
口
に
関
す
る
組
織
的
な
研
究
が 

発
展
し
て
来
て
い
る
が
、
来
国
は
こ
の
分
野

で
最
，も
多
く
の
業
績
を
重
ね
て
来 

て
い
る
と
言
っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
ぅ
。
米
国
で
は
、j

般
的
傾
向
と
し
て
は
、
人 

ロ
学
はAmerican Science

と
言
わ
れ
る
社
会
学
の
基
礎
科
学
、
或
は
そ
り 

部
門
を
な
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
社
会
.学
が
経
験
科
学
と
し
て
精
密
化
し 

て
来
る
程
研
究
の
分
化
が
起
っ
て
い
る
が
、
社
会
学
が
科
学
と
し
て
進
歩
し 

て
来
る
程
、
人
口
学
は
社
会
学
の
中
で
一
層
|8
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て 

い
る
。

. 

.

.

日
本
に
於
て
は
経
験
^
:
学

と

し
て
の
社
会
学
の
歴
史
が
浅
く
、
人
口
問
題
は 

主
と
し
て
経
済
学
の
分
野
で
扱
わ
れ
て
来
た
。
近
代
に
入
っ
て
日
本
の
社
会
は 

fe
r
変
化
し
■人
.
ロ

問

題

が

極

め

て

重

要

で

あ
る
'に
.
拘

らず
、
極
め
て
限
ら
-H

侵
入
す
る
こ
と
な
く
、
経
済
の
短
期
理
論
が
形
成
さ
れ
る
と
き
の
外

枠

を

正

し
 

く
決
め
て
、.
枠
組
み
を
固
め
る
仕
事
を
請
負
っ
て
い

る

と

い

ぅ

こ

と

で

あ

る

。
， 

そ
し
て
経
済
の
長
期
的
考
證
於
て
は
人
口
と
馨Q
相
互Q

 

i
律
を
明

ら

か
に
す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
.

.」
(
I

ぺ
ー
ジ)
と
し
て
経
済
学
の
内

部
に
於
け
る
人
ロ
経
済
学
の
立
場
を
明
ら
か
-に
し
て
い
る
。

本
書
の
本
文
は
三
編
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
編
集
方
法
と
し
て
本

書

の

内

容
 

の
要
約
と
、
本
研
究
か
ら
得
た
結
論
を
先
に
置
き
、
气
に

本

文

に

入

る

と
f

 

方

法

を

と

っ

て

、
予
め

筆

者

の

銮

礎

的

な

立

場

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

の

'

」
ぶ 

ら
ず
本
書
の
，組
織
の
論
理
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
、
読
者
に
本
書
の
理
解 

を
容
易
に
し
、
筆
者
が
本
研
究
を
通
じ
て
如
何
な
る
研
究
上
の
成
果
を
得
た
か 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
、
読
者
に
対
し
て
極
め
て
親
切
で
あ
る
の
み
な
ら 

.ず
、
帰
納
的
に
本
書
の
存
在
意
義
を
明
瞭
に
し
た
優
れ
た
方
法
で
ら
る
0'
-'

第
一
編
は
マ
ル
サ
ス
に
始
ま
る
人
口
学
説
が
、
社
会
経
済
構
造
の

変
化
と
そ 

れ
に
対
応
し
て
発
展
し
た
経
済
学
理
論
と
の
関
連
に
於
て
把
え
ら
れ
、
ァ

ダ

.
 

ム
，
ス
ミ
•ス
に
始
ま
り
、
今
日
に
至
る
経
済
学
に
於
け
る
人
口
学
の
系
譜
を
綿 

密
に
た
ど
っ
て
V

る

箸
者
は
全
体
の
系
譜
を
一
目
で
解
し
得
る
鳥
撖
図
を
開 

ロ
の
ロ
絵

に

示

し

、

こ
れ
に
ょ
：
っ
て
各
学
説
の
現
れ
た

時
代
、
.流
動
経
路
を
位 

置
づ
け
、
読
者
の
理
解
を
助
け
て
い
る
。

.

経
済
学
に
於
け
る
人
口
研
究
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
卜 

帝
レ
オ
ン
擎
終
結
、
即
ち
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
い
た
る
急
速 

な
人
口
の
増
大
が
問
題
と
な
っ
たt

ル
サ
ス
.時
代
と
、
も
ぅ
一
つ
1
、
1
;
;
増
1̂ 

が
極
度
s

'じ
、
不
況
に
悩
ん
だ
一
九
二
〇
年
の
ヶ
ィ
ン
ズ
の
時
期
で
あ
る
。
 

こ
の
ニ
つ
の
時
期
に
人
口
問
題
は
夫
々
異
っ
た
対
Fi
l
l的
な
角
度
か
ら
と
り
あ
げ

r
ニ 

(
1

四
八
五)

：


