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一
　
は
じ
め
に

　
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
（H

arold J. Laski: 1893 -1950

）
は
、
二
〇
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
で
あ
り
、
一
般
的
に

彼
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
多
元
的
国
家
論
の
立
場
を
採
っ
て
い
た
が
、「
三
〇
年（
1
）代」

以
降
（
厳
密
に
は
一
九
三
一
年
八
月
二
五
日
の
挙
国

政
府
成
立
以
降
）
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
「
三
〇
年
代
」
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容

―
と
り
わ
け
階
級
国
家
観
の
導
入

―
が
、
そ

れ
以
前
（
以
下
、「
前
期
」
と
す
る
。）
か
ら
の
彼
の
政
治
思
想
に
い
か
な
る
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
従
来
の
ラ
ス
キ
研
究
に
お
い
て
、
彼
の
政
治
思
想
を
五
つ
の
発
展
段
階
に
分
け
、
そ
の
変
遷
と
矛
盾
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
ハ
ー
バ
ー

ト
・
デ
ィ
ー
ン
の
研（
2
）究が

一
定
の
基
準
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
え
な（
3
）い。

し
か
し
彼
の
ラ
ス
キ
研
究
は
冷
戦
下
の

ア
メ
リ
カ
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
状
況
の
産
物
で
あ
り
、
終
始
散
見
さ
れ
る
ラ
ス
キ
へ
の
人
格
攻
撃
は
ま
る
で
赤
狩
り
の
様
相
を
呈
し
て

お
り
、
事
実
、
個
々
の
批
判
的
解
釈
も
極
め
て
不
当
な
も
の
が
多（
4
）い。

　
ま
た
デ
ィ
ー
ン
と
は
対
照
的
に
、
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
の
連
続
性
に
着
目
し
た
研
究
者
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ザ
イ
ル
ス
ト
ラ
が
い
る
が
、
彼

に
よ
れ
ば
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
の
根
幹
を
な
す
要
素
は
一
九
二
五
年
出
版
の
主
著
『
政
治
学
大
綱
』（A

 G
ram
m
ar of Politics

）
の
中
で

す
で
に
示
さ
れ
て
お
り
、「
三
〇
年
代
」
以
降
の
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
傾
倒
は
、
一
九
三
一
年
の
挙
国
政
府
成
立
と
い
う
出
来
事
が

「
ラ
ス
キ
の
政
治
的
見
解
の
比
較
的
見
え
に
く
か
っ
た
多
く
の
側
面
を
結
晶
化
」
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
点
で
、
マ
ル
ク
ス

主
義
受
容
が
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
過
小
評
価
し
て
い（
5
）る。
同
様
の
観
点
か
ら
、
ラ
ス
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
を
単

な
る
「
強
調
点
や
言
い
回
し
の
変
化
」
と
見
な
す
Ｗ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
の
研
究
も
不
十
分
で
あ（
6
）る。

　
そ
も
そ
も
ザ
イ
ル
ス
ト
ラ
や
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
の
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
が
「
三
〇
年
代
」
以
降
の
彼
の
政
治
思
想
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に
何
ひ
と
つ
本
質
的
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
一
九
三
八
年
に
書
か
れ

た
『
政
治
学
大
綱
』
第
四
版
の
序
文
「
国
家
論
の
危
機
」（
‘Crisis in the Theory of the State

’）
の
中
で
ラ
ス
キ
は
、
い
か
な
る
国
家
論

も
そ
れ
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
時
代
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
彼
の
信
念
に
則
っ
て
、
自
身
が
前
期
に
採
用

し
て
い
た
多
元
的
国
家
論
に
対
す
る
自
己
批
判
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（CTS: i

﹇
一
六
九
﹈）。

　
ま
た
、
比
較
的
新
し
い
研
究
と
し
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ム
に
よ
る
諸
論
文
が
あ（
7
）る。

彼
は
、
ラ
ス
キ
の
思
想
的
一
貫
性
に
ほ
と
ん
ど

目
を
向
け
な
い
デ
ィ
ー
ン
と
、
ラ
ス
キ
の
連
続
性
を
過
度
に
強
調
す
る
ザ
イ
ル
ス
ト
ラ
や
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
の
双
方
の
立
場
を
批
判
し
た

点
に
お
い
て
は
本
稿
と
近
い
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い（
8
）る。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ム
の
研
究
は
ラ
ス
キ
の
生
き
た
時
代
や
彼
の
意
図
か
ら
彼

の
政
治
理
論
を
切
り
離
し
て
そ
の
現
代
的
意
義
を
問
う
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
が
そ
も
そ
も
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
主
権
論
に
視
野
を
絞
っ
て
ラ
ス
キ
の
一
貫
性
を
示
そ
う

と
し
て
い
る
が
た
め
に
、
彼
が
主
権
論
か
ら
自
由
主
義
と
い
う
よ
り
大
き
な
主
題

―
主
権
論
は
そ
の
一
部
の
要
素
に
す
ぎ
な
い

―
に

分
析
対
象
を
移
し
た
こ
と
を
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
ま
と
め
て
言
え
ば
、
従
来
の
ラ
ス
キ
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
に
よ
っ
て
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
が
い
か
な
る
変
貌
を
遂

げ
、
ま
た
い
か
な
る
面
に
お
い
て
前
期
の
要
素
を
継
続
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
十
分
に
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
と
い
う
彼
の
理
念
に
関
わ
る
部
分
と
「
思
慮
な
き
服
従
」
論
と
い
う
現
実
分
析
を
中
心

と
す
る
部
分
と
に

―
両
者
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
の

―
分
け
、「
三
〇
年
代
」
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
以
前
か
ら
変

わ
ら
ず
一
貫
し
て
い
る
自
ら
の
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
に
基
づ
く
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
手
法
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
キ
が
自
身
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
論
に
変
更
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず

は
ラ
ス
キ
自
身
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
以
前
の
「
多
元
的
国
家
論
」
に
対
す
る
自
己
批
判
を
検
討
す
る
。
次
に
、
彼
の
「
個
人
主
義

的
服
従
論
」
が
前
期
か
ら
ほ
と
ん
ど
か
た
ち
を
変
え
ず
に
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
彼
の
「
思
慮
な
き
服
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従
」
論
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
に
よ
っ
て
被
っ
た
変
化
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ラ
ス
キ
研
究
に
新
た
な
視
座
を
提
供
し
た

い
。

二
　
多
元
的
国
家
論
の
自
己
批
判

　
ラ
ス
キ
は
そ
の
前
期
に
お
い
て
、「
多
元
的
国
家
論
」
と
い
う
政
治
理
論
を
採
用
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
理
論
に
基
づ
い
て
「
法
学

的
」（legal

）
範
疇
と
「
道
徳
的
」（m

oral

）
範
疇
と
の
区
別
を
強
調
し
、
主
権
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
「
法
学
的
正
し
さ
」

（legal right

）
だ
け
に
関
心
を
抱
く
法
実
証
主
義
や
、「
法
学
的
正
し
さ
」
を
「
道
徳
的
正
し
さ
」（m

oral right

）
と
同
一
視
す
る
イ
ギ
リ

ス
理
想
主
義
の
よ
う
な
立
場
を
政
治
学
に
適
さ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し（
9
）た。
そ
し
て
彼
は
、
国
家
主
権
は
確
か
に
「
法
学
的
正
し
さ
」

を
有
す
る
も
の
の
、
そ
の
「
道
徳
的
正
し
さ
」
は
市
民
が
そ
れ
に
対
し
て
下
す
判
断
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
国
家

と
他
の
集
団
と
の
間
に
は
何
ら
の
違
い
も
な
い
と
考
え
）
10
（
た
。

　
こ
の
よ
う
な
態
度
の
根
底
に
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
摂
取
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
彼
特
有
の
自
由
論
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

世
界
は
普
遍
的
真
理
が
存
在
す
る
よ
う
な
一
元
的
世
界
（universe

）
で
は
な
く
諸
個
人
の
経
験
に
基
づ
く
複
数
の
真
理
が
存
在
す
る
多

元
的
世
界
（m

ultiverse

）
で
あ
り
、
個
人
は
そ
の
よ
う
な
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自
ら
の
良
心
に
基
づ
い
て
判
断
を
下

し
行
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
由
と
な
）
11
（
る
。
そ
し
て
、
国
家
行
動
を
諸
個
人
の
良
心
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、

諸
個
人
が
国
家
行
動
の
引
き
起
こ
す
結
果

0

0

の
「
道
徳
的
正
し
さ
」
を
不
断
に
吟
味
し
（
こ
の
よ
う
な
態
度
を
彼
は
「
機
能
主
義

（functionalism

）」
と
呼
ぶ
）、
一
人
ひ
と
り
が
服
従
の
可
否
を
判
断
し
、
と
き
に
は
反
対
の
声
を
上
げ
る
必
要
が
あ
）
12
（

る
。
こ
れ
が
ラ
ス
キ

の
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
で
あ
る
。

　
だ
が
彼
は
他
方
で
、
国
家
の
統
治
形
態

0

0

と
そ
こ
で
生
活
す
る
市
民
の
態
度
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
市
民
の
生
活
と
政
府
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の
決
定
が
か
け
離
れ
た
中
央
集
権
的
な
統
治
形
態
の
下
で
は
市
民
は
「
思
慮
な
き
服
従
」
に
陥
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

多
元
的
国
家
論
の
最
終
的
な
目
標
は
、
権
力
を
広
範
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
の
主
体
的
な
態
度
を
涵
養
し
、
諸
個
人
の
自
由
を

実
現
す
る
こ
と
と
さ
れ
）
13
（
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、「
三
〇
年
代
」
と
い
う
時
代
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
も
は
や
国
家
の
形
態

0

0

な
ど
と
い
う
些

細
な
問
題
で
は
な
く
、
国
家
の
本
質

0

0

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
当
時
直
面
し
て
い
た
危
機
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
的
社
会
構

造
の
本
質
に
関
わ
る
危
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
い
か
ぎ
り
理
解
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
（CTS: ii 

﹇
一
七
〇
﹈）。
挑
戦
を
受

け
て
い
る
の
は
、
資
本
主
義
的
社
会
構
造
を
正
当
化
す
る
自
由
主
義
的
国
家
理
論
（the liberal theory of the state

）
な
の
だ
。
彼
は
そ

の
よ
う
な
国
家
理
論
が
基
づ
く
仮
説
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
、
い
か
な
る
政
治
社
会
に
も
、
そ
れ
が
無
秩
序
を
避
け

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
者
に
命
令
を
下
し
、
い
か
な
る
者
か
ら
も
命
令
を
受
け
な
い
よ
う
な
最
高
権
力
が
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
力
が
主
権

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
主
権
の
運
用
を
委
託
さ
れ
た
政
府
に
よ
っ
て
、
国
家

の
名
の
下
に
行
使
さ
れ
て
き
た
」（CTS: iii ﹇
一
七
二
﹈

―
傍
点
筆
者
）。

　
先
述
の
通
り
、
前
期
に
彼
は
多
元
的
国
家
論
の
立
場
か
ら
主
権
概
念
の
批
判
的
検
討
に
情
熱
を
傾
け
た
。「
三
〇
年
代
」
に
彼
の
批
判

的
検
討
の
対
象
と
な
っ
た
自
由
主
義
的
国
家
理
論
も
主
権
論
に
基
づ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
批
判
の
直
接
的
な

0

0

0

0

対
象
が
自
由
主
義
的
国
家

理
論
に
移
っ
た
と
は
い
え
、「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら
も
依
然
と
し
て
、
彼
は
主
権
論
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
を
維
持
し
て
い
た

の
で
あ
）
14
（
る
。

　
だ
が
、
そ
の
批
判
の
た
め
に
用
い
る
分
析
手
法
と
し
て
は
、
か
つ
て
彼
が
採
用
し
て
い
た
多
元
的
国
家
論
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
国
家
の
本
質
に
関
わ
る
当
時
の
諸
問
題
を
解
明
で
き
る
国
家
理
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
理
論
を
お

い
て
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
（CTS: v 

﹇
一
七
五
﹈）。
彼
は
い
ま
や
多
元
的
国
家
論
の
欠
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
多
元
論
は
階
級

関
係
の
表
現
と
し
て
の
国
家
の
本
質
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
国
家
が
社
会
の
法
的
根
本
原
理
を
定
め
て
そ
れ
を
統
制
す
る
た
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め
に
は
、
不
可
分
か
つ
他
の
何
者
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
主
権
を
自
ら
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実

を
、
多
元
論
は
強
調
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（CTS: xi-ii ﹇
一
八
六
﹈）。

　
な
る
ほ
ど
、
ラ
ス
キ
は
前
期
の
諸
著
作
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
国
家
を
他
の
集
団
と
同
等
の
も
の
と
見
て
い
た
の
と
同

時
に
、
法
学
的
仮
説
の
上
で
は
国
家
は
他
の
集
団
に
優
越
し
て
お
り
、
し
か
も
実
際
に
他
の
集
団
に
対
し
て
自
己
の
意
志
を
貫
徹
さ
せ
る

手
段
と
し
て
の
強
制
装
置
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
多
元
論
の
時
期
、
す
な
わ
ち
「
三
〇
年
代
」
以
前
の
ラ
ス
キ
は
、
前

者
の
道
徳
的
観
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
問
題
視
す
る
思
慮
な
き
服
従
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
支
え
る
も
の
と
し
て
の
一
元

的
国
家
論
の
相
対
化
を
試
み
た
。
そ
し
て
そ
の
多
元
論
の
達
成
す
べ
き
目
的
は
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
通
じ
て
、
国
家
行
動
に
黙
従
す

る
大
衆
を
主
体
的
な
市
民
へ
と
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
）
15
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
や
強
調

点
は
後
者
の
法
学
的
観
点

―
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
現
実
的
な
側
面

―
に
移
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
三
〇
年
代
以
降
、
国
家
が

現デ

・

フ

ァ

ク

ト

実
に
お
い
て
強
制
力
を
行
使
し
て
そ
の
意
志
に
市
民
を
従
わ
せ
て
い
る
と
い
う
構
造
自
体
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ラ
ス
キ
は
多
元
論
の
す
べ
て
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

　
多
元
論
の
目
的
は
よ
り
大
き
な
目
的
の
中
に
吸
収
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
…
…
）
も
し
国
家
が
不
可
避
的
に
生
産
手
段
を
所
有
す
る
階
級
の
道
具
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
多
元
論
者
の
目
標
は
階
級
な
き
社
会

0

0

0

0

0

0

を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
目
標
が

達
成
さ
れ
れ
ば
、
国
家
の
最
高
強
制
権
力
が
存
在
す
る
余
地
は
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
必
要
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（CTS: xii ﹇
一
八
七
﹈

―
傍
点
筆
者
）

権
力
を
広
範
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
と
い
う
多
元
的
国
家
論
の
目
標
を
彼
が
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
の
主
張
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
前
期
か
ら
変
わ
っ
た
の
は
、
そ
の
目
標
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
条
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件
と
し
て
の
「
階
級
な
き
社
会
」
を
ま
ず
は
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
彼
が
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
階
級
関
係
が
除
去
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、「
社
会
の
真
に
分
権
的
な
性
質
が
制
度
的
表
現
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
社

会
的
組
織
体
が
想
定
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
組
織
体
に
お
い
て
は
、
権
力
は
形
式
に
お
い
て
も
表
現
に
お
い
て
も
多

元
的
な
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
」（CTS: xii ﹇
一
八
八
﹈）。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
妨
げ
て
い
る
の
は
階
級
関
係
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
ラ
ス
キ
は
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
に
従
っ
て
、
国
家
を
階
級
関
係
の
維
持

の
た
め
の
資
本
家
の
道
具
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
よ
れ
ば
、（
後
述
す
る
よ
う
に
）
と
り
わ
け
危
機
の
時
代
に
お
い
て

は
、
国
家
は
労
働
者
の
民
主
主
義
的
権
利
を
制
限
す
る
た
め
の
強
制
装
置
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
通
）
16
（
り
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
何
度
も
述
べ
て
き
た
通
り
、
ラ
ス
キ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
を

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
理
論
の
展
開
過
程
を
、「
三
〇

年
代
」
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
一
九
三
九
年
に
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
ま
ず
一
九
一
四
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
の
カ
ナ
ダ
・
ア
メ

リ
カ
滞
在
中
に
、

抽
象
的
な
政
治
的
自
由
は
、
そ
れ
が
経
済
的
な
金
権
政
治
の
支
配
に
従
属
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
意
義
を
見
出
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
私
は

学
ん
だ
。（
…
…
）
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
私
は
、
平
等
な
状
況
を
除
い
て
は
、
自
由
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
に
確
信
を
抱
い
て
い

た
。
そ
し
て
平
等
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
生
産
手
段
が
社
会
的
に
所
有
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
は
じ
め
て
い
）
17
（
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ま
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
を
自
身
の
理
論
に
導
入
す
る
以
前
か
ら
、
彼
が
経
済
的
平
等
を
政
治
的
自
由
が
機

能
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
想
自
体
は
「
三
〇
年
代
」
に
お
け
る
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
を

き
っ
か
け
に
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。



法学政治学論究　第100号（2014.3）

264

　
た
だ
し
彼
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
は
ま
だ
、
歴
史
の
歩
む
過
程
へ
の
洞
察
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
）
18
（
た
」。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
彼
は
、

資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
階
級
関
係
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
国
家
行
動
が
あ
る
少
数
者
の
集
団
の
利
益

に
偏
る
こ
と
を
、
市
民
の
不
断
の
監
視
に
よ
っ
て
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
階
級
関
係
そ
の
も
の
を

廃
棄
す
る
こ
と
の
歴
史
的
必
然
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
）
19
（
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
争
議
の
調
停
や
政
治
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
、
外
国
で
の
講
演
な
ど
の
経
験
を
通
じ
て
、
彼
は
自
身
の
政
治

理
論
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
活
動
か
ら
私
が
学
び
と
っ
た
重
要
な
教
訓
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
が
持
つ
広
範
な
真
理
で
あ
る
。（
…
…
）
一
九
二
〇
年
に
イ

ギ
リ
ス
に
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
私
は
ま
だ
、
民
主
主
義
の
原
理
が
徐
々
に
経
済
関
係
に
浸
透
（perm

eation

）
し
て
い
く
の
が
観
察
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
や
が
て
、
い
か
な
る
階
級
も
決
し
て
自
発
的
に
権
力
の
所
有
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
結
論

に
た
ど
り
着
い
た
。
生
産
手
段
の
私
的
所
有
が
あ
る
か
ぎ
り
、
労
働
者
階
級
が
国
家
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
民
主
主
義
の
理
念
が
階
級
と

い
う
障
壁
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
）
20
（

る
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
「
三
〇
年
代
」
以
降
、
民
主
主
義
的
な
手
続
き
に
よ
る
生
産
手
段
の
社
会
化
の
可
能
性
を
、
絶
望
を
も
っ
て
見
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
絶
望
が
彼
の
政
治
思
想
に
初
め
て
明
確
な
か
た
ち
で
現
れ
る
の
は
、
一
九
三
一
年
八
月
二
五
日
の
挙
国

政
府
成
立
を
受
け
て
書
か
れ
た
論
文
「
危
機
が
意
味
す
る
こ
と
」（
‘Som

e im
plications of the Crisis

’）
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
一
九
三
一
年
八
月
、
世
界
恐
慌
の
あ
お
り
を
受
け
て
経
済
的
危
機
に
直
面
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
政
府
は
、
失
業
手
当
の
削
減

を
含
む
財
政
緊
縮
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
緊
縮
案
は
当
然
、
ポ
ン
ド
の
信
用
維
持
と
引
き
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換
え
に
失
業
者
を
犠
牲
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
労
働
党
内
で
の
激
し
い
反
発
を
招
き
、
党
内
は
緊
縮
案
を
支
持
す
る
党
首
ラ

ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
派
と
そ
の
反
対
派
と
に
分
裂
し
、
同
月
二
十
四
日
、
半
数
近
い
大
臣
の
辞
任
表
明
を
も
っ
て
労
働
党
政
府
は
倒

壊
し
た
。
経
済
的
危
機
が
生
み
出
し
た
こ
の
よ
う
な
政
治
的
危
機
を
収
拾
す
べ
く
し
て
発
足
し
た
内
閣
こ
そ
が
、
か
の
「
挙
国
政
府
」

（national governm
ent

）
で
あ
っ
た
。
挙
国
政
府
は
保
守
党
四
人
、
労
働
党
四
人
、
自
由
党
二
人
の
わ
ず
か
一
〇
人
か
ら
な
る
小
さ
な
内

閣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
実
態
は
、
挙
国
政
府
と
は
名
ば
か
り
の
保
守
党
主
導
政
権
で
あ
っ
た
。

　
労
働
党
の
一
員
で
あ
っ
た
ラ
ス
キ
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
行
動
を
非
難
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ポ
ン
ド
の
信
用
失
墜
を
恐
れ
た
銀

行
家
た
ち
の
警
告
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
屈
し
た
と
い
う
事
実
が
物
語
っ
て
い
る
の
は
、「
社
会
主
義
国
家
は
資
本
主
義
を
暴
力
的
に
破
壊

し
な
け
れ
ば
建
設
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
）
21
（
る
」。
ラ
ス
キ
は
若
い
頃
か
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
を
通
じ
て
す
で
に
労
働
党

に
入
党
し
て
い
た
も
の
の
、
資
本
主
義
的
社
会
構
造
そ
の
も
の
の
変
革
に
自
身
の
著
作
の
中
で
言
及
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

　
資
本
主
義
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
一
九
三
一
年
以
降
初
め
て
ラ
ス
キ
の
思
想
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
三
〇
年
代
」
以
前
の
彼
は
、
厳
密
な
意
味
で
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
者
」
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
フ
ェ
ビ
ア
ン
協

会
の
標
榜
す
る
「
浸
透
（perm
eation

）」
作
）
22
（
戦
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
共
感
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
資
本
家
が
理
性
的

な
議
論
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
る
可
能
性
に
対
し
て
極
め
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
権
力
の
広
範
な
配
分
に
よ
っ
て
諸
個
人

の
自
由
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
れ
ば
、
諸
個
人
は
徐
々
に
自
分
た
ち
の
良
心
に
即
さ
な
い
よ
う
な
政
策
や
立
法
に
は
不
満
の
声
を
上
げ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
国
家
の
側
も
そ
の
声
に
耳
を
傾
け
、
結
果
と
し
て
国
家
行
動
は
自
ず
と
諸
個
人
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ

て
い
く
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
）
23
（

た
。
し
か
し
実
際
に
生
じ
た
不
満
の
声
に
対
し
て
国
家
の
と
っ
た
行
動
と
は
、
そ
の
強
制
力
を
行
使
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
不
満
の
声
を
押
さ
え
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
の
労
働
争
議
お
よ
び
労
働
組
合
法
（Trade D

isputes 

and Trade U
nions Act

）、
三
四
年
の
不
満
扇
動
防
止
法
（Incitem

ent to D
isaffection Act

）、
三
六
年
の
公
共
秩
序
法
（Public O

rder 

Act

）
の
ご
と
き
立
法
措
置
は
ま
さ
に
国
家
が
資
本
家
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
現
存
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
で
し
か
な
い
こ
と
を
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裏
づ
け
る
事
例
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
資
本
家
階
級
は
「
国
家
を
、
自
分
た
ち
の
利
潤
が
最
大
限
に
確
保
さ
れ
る
状
態
を
促
進
す
る

組
織
（
…
…
）
と
し
か
考
え
て
い
な
い
」（D

C: 20 

﹇
八
﹈）。
つ
ま
り
、
い
く
ら
説
得
に
よ
る
「
浸
透
」
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
資
本
家
は

国
家
権
力
を
駆
使
し
て
何
と
か
自
分
の
特
権
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
一
九
三
〇
年
に
『
近
代
国
家
に
お
け
る
自
由
』（Liberty in the M

odern State

）
が
出
版
さ
れ
た
と
き
に
な
っ
て
も

権
力
の
広
範
な
配
分
が
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

な
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
彼
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
も
密
接
に

関
連
し
て
い
る
。
前
期
の
彼
の
多
元
的
国
家
論
は
権
力
の
広
範
な
配
分
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
が
実
現
さ
れ
る
と
論
じ
た
が
、
そ
の
配
分

の
方
途
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
一
年
以
降
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
反
省
し
て
自
身
の
理
論
を
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
補
強
す
る
必
要
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
資
本
家
の
善
意
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
国
家
を
廃
し
た
階
級
な
き
社
会
の
実
現

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
家
階
級
の
利
益
追
求
の
道
具
と
し
て
国
家
を
見
る
階
級
国
家

観
を
ラ
ス
キ
が
採
用
し
た
の
は
、
挙
国
政
府
成
立
以
後
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　「
三
〇
年
代
」
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
個
人
主
義
的
服
従
論

　
だ
が
、
何
度
か
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
れ
は
か
つ
て
の
立
場
の
全
面
的
放
棄
で
は
な
い
。
一
九
三
五
年
出
版
の
『
理
論
と
実
践
に
お
け

る
国
家
』（The State in Theory and Practice

）
は
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
観
を
理
論
的
に
定
式
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
彼
の
政
治
思
想
に
お
け
る
前
期
か
ら
の
連
続
性
を
明
白
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
彼
は
、
個
人
が
国
家
に
服
従
す
る
根
拠
に
関
し
て
、
人
び
と
は
国
家
の
理
論
的
目
的
で
は
な
く
現
実
の
経
験
世
界
に
お
い
て
国
家

行
動
の
も
た
ら
す
結
果
に
基
づ
い
て
国
家
に
服
従
す
べ
き
か
否
か
を
決
め
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
期
と
同
様
の
機
能
主
義
的
な
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議
論
を
こ
の
著
作
の
中
で
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
び
と
は
国
家
に
対
し
て
、
単
に
そ
れ
が
国
家
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由

の
み
に
よ
っ
て
忠
誠
を
捧
げ
る
べ
き
で
は
な
い
（STP: 17 -8 

﹇
二
―
三
﹈）。
法
実
証
主
義
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
向
け
ら
れ
た
こ

の
よ
う
な
批
判
は
、
国
家
が
他
の
集
団
に
あ
ら
ゆ
る
面
で

0

0

0

0

0

0

優
越
す
る
と
い
う
主
張
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
、
前
期
に
展
開
さ
れ
た
多
元

的
国
家
論
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
あ
く
ま
で
も
国
家
主
権
の
形
式
性
を
強
調
し
、「
そ
れ
は
あ
る
構
造
の
叙
述

0

0

で
あ
っ

て
価
値
判
断

0

0

0

0

の
帰
結
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
価
値
判
断
と
事
実
判
断
と
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い
る
（STP: 22 

﹇
六
―
七
﹈

―
傍
点
筆

者
）。

　
こ
の
よ
う
な
区
別
に
基
づ
き
、
彼
は
ま
ず
法
実
証
主
義
を
批
判
し
て
、「
法
学
者
は
、
国
家
が
そ
の
市
民
か
ら
の
服
従
を
要
求
す
る
こ

と
の
諸
目
的
を
考
察
す
る
の
は
不
必
要
で
あ
る
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
政
治
家
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
の
意
味
す
る
こ
と
を
一

瞬
も
忘
れ
よ
う
と
は
し
な
い
」
と
、
法
学
と
は
区
別
さ
れ
た
政
治
学
の
役
割
を
強
調
し
た
（STP: 38 

﹇
二
〇
﹈）。
そ
の
役
割
と
は
す
な
わ

ち
、
道
徳
的
価
値
判
断
に
基
づ
く
国
家
行
動
の
吟
味
で
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
的
国
家
論
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
依
拠
し
て
現

実
と
理
想
と
を
等
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
国
家
が
市
民
の
忠
誠
を
要
求
す
る
権
利
の
基
づ
く
諸
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か

と
い
っ
た
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
残
す
点
に
お
い
て
、
政
治
学
固
有
の
仕
事
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
と
糾
弾
さ
れ
て
い
る
（STP: 56 

﹇
三
五
﹈）。

　
こ
れ
ら
の
批
判
の
基
礎
に
は
先
に
述
べ
た
「
法
学
的
正
し
さ
」
と
「
道
徳
的
正
し
さ
」
と
の
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
キ
は
、
法

実
証
主
義
や
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

「
合
法
性
」（legality

）
と
「
正
当
性
」（legitim

acy

）
と
い
う
別
の
一
対
の
概
念
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
主
権
の
合
法
性

と
正
当
性
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

事
実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
を
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
目
的
を
内
包
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
目
的
の
正0
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当
性

0

0

を
定
め
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
国
家
は
そ
れ
ら
の
目
的
の
合
法
性

0

0

0

を
決
定
す
る
。
国
家
は
、
自
己
の
要
求
に
対
し
て

そ
れ
ら
の
目
的
が
従
属
す
る
よ
う
に
合
法
的
に

0

0

0

0

強
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
合
法
性

0

0

0

へ
の
従
属
が
、
定
義
さ
れ
た
主
権
の
性
質
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
形
式
的
か
つ
観
念
的
な
帰
結
以
上
の
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
正
当
性

0

0

0

は
、

〔
合
法
性

0

0

0

と
は
〕
言
説
の
ま
っ
た
く
異
な
る
領
域
に
属
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。（STP: 68 ﹇
四
五
﹈

―
傍
点
お
よ
び
〔
　
〕
内
筆
者
）

　
政
治
学
は
合
法
性

0

0

0

の
み
な
ら
ず
、
正
当
性

0

0

0

の
問
題
を
取
り
扱
う
学
問
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
法
に
議
論
を
限
定
す
れ
ば
、
合
法
性
と
は
つ
ま
り
、
法
の
「
形
式
的
・
法
学
的
意
味
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
法
は
、

あ
る
決
定
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
単
な
る
表
明

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
は
主
権
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
政
治
学
は
、
正
当
性

に
関
し
て
は
、
法
の
意
味
の
よ
り
細
か
い
峻
別
を
要
請
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
法
の
「
政
治
的
意
味
」
と
「
倫
理
的
意
味
」
と
の
峻

別
で
あ
る
。
形
式
的
声
明
に
す
ぎ
な
か
っ
た
法
は
、
ま
ず
「
政
治
的
意
味
」
に
お
い
て
、
人
び
と
か
ら
の
容
認
を
受
け
て
実
効
性

0

0

0

が
与
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
単
に
法
に
実
効
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
法
は
「
倫
理
的
意
味
」
に
お
け
る
法
と
は
な
ら
な
い
。
表
明
さ

れ
た
法
が
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
道
徳
的
に
正
し
い
（m

orally right

）
と
い
う
理
由
か
ら
従
わ
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
法

は
「
倫
理
的
意
味
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
（STP: 81 
﹇
五
六
―
七
﹈）。
す
な
わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
正
当
性
を
満
た
す
法
と
は
「
倫
理
的

意
味
」
に
お
け
る
法
の
み
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
一
九
三
四
年
六
月
三
〇
日
に
ナ
チ
党
が
下
し
た
突
撃
隊
の
粛
清
命
令
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

そ
の
命
令
は
、「
有
効
に
施
行
さ
れ
、
か
つ
そ
の
国
家
に
支
配
さ
れ
て
い
た
人
民
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
法
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
も
し
自
主
的
な
判
断
を
下
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
大
多
数
の
人
び
と
は
そ
れ
ら
の
命
令
を
、
倫
理
的
に
常
軌

を
逸
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
力マ

イ
トは

い
か
に
強
く
て
も
正ラ

イ

ト
し
さ
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（STP: 82 

﹇
五

七
﹈）。
つ
ま
り
、
あ
る
法
が
「
主
権
者
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
も
と
よ
り
、
そ
の
法
が
市
民
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
円
滑
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に
施
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
さ
え
も
、
そ
の
法
が
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
政
治
的
意

味
」
の
法
は
思
慮
な
き
服
従

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
諸
個
人
が
盲
目
的
に
法
に
服
従
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
は
「
道

徳
的
存
在
」
と
し
て
の
市
民
の
自
由
と
は
両
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
法
の
正
当
性
の
基
礎
で
あ
る
市
民
の
同

意
は
、
市
民
が
主
体
的
な
判
断
を
下
し
う
る
よ
う
な
状
況
の
下
で
示
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
彼
は
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ

ツ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
支
配
の
現
実
を
通
じ
て
、
法
に
対
す
る
反
対
の
声
の
不
在
は
必
ず
し
も
同
意
の
存
在
を
意
味
し
な
い
と
い
う
洞

察
を
導
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
非
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
の
労
働
者
階
級
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者

階
級
が
長
時
間
労
働
に
束
縛
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
政
治
的
判
断
の
た
め
の
教
育
が
受
け
ら
れ
ず
、
法
に
よ
っ
て
結
社
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ

て
い
た
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
ご
と
き
国
家
に
お
い
て
は
、
労
働
者
階
級
は
真
の
意
味
で
自
由
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
と
ラ
ス
キ
は

考
え
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
法
学
的
」
範
疇
と
「
道
徳
的
」
範
疇
と
の
厳
格
な
区
別
に
加
え
て
、
法
に
対
し
て
道
徳
的
な
基
準
か
ら
判

断
を
下
す
主
体
が
個
人

0

0

で
あ
る
こ
と
も
前
期
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
は
、
法
は
そ
の
施
行
に
個
人
的
良
心
が
同
意
す
る
と
き
に
の

み
正
当
な
も
の
と
な
る
と
い
う
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
を
引
き
続
き
採
用
し
て
い
る
（STP: 82 

﹇
五
）
24
（
七
﹈）。
そ
し
て
、
そ
の
帰
結
と
し

て
当
然
導
か
れ
う
る
無
秩
序
の
危
険
を
も
自
ら
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を
伴
う
服
従
論
を
彼
が
あ
え
て
支
持
す
る
理
由
は
、

国
家
の
命
令
が
自
ら
の
良
心
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
市
民
が
国
家
に
知
ら
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
命
令
に
対
す
る
服
従
を
拒
否
す
る
し
か

方
法
が
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
ら
の
良
心
に
そ
ぐ
わ
な
い
国
家
行
動
に
対
し
て
は
、
抵
抗
に
よ
っ
て
反
意
を
表
明

す
る
こ
と
が
市
民
の
義
務
で
す
ら
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
行
動
は
個
人
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
と
な

り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
下
す
命
令
の
道
徳
的
性
質
を
問
う
こ
と
な
く
、
単
な
る
命
令
の
受
領
者
と
化
し
て
し
ま
っ
た
市
民
は
、
ラ

ス
キ
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
市
民
た
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（STP: 82 -3 

﹇
五
八
﹈）。「
自
ら
の
道

徳
的
確
信
に
従
っ
て
行
動
し
え
な
い
な
ら
ば
、
人
び
と
は
自
由
だ
と
は
感
じ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
自
由
論
に
基
づ
い
た
前
期
ラ
ス
キ
の
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「
個
人
主
義
的
服
従
）
25
（
論
」
は
「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら
も
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　「
三
〇
年
代
」
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
論

　
以
上
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
は
前
期
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
彼
の
社
会
的
現
実
に
関
す
る
分
析
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
導
入
に
よ
り
さ
ら
に
深
化
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
思
慮
な
き
服

従
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
彼
の
分
）
26
（

析
は
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
を
経
て
よ
り
い
っ
そ
う
精
緻
化
さ
れ
た
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
諸
個
人
の
良
心
に
基
づ
く
抵
抗
を
通
じ
て
国
家
行
動
を
諸
個
人
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
に
変
え
て
い
く
と
い
う

理
想
が
一
方
で
前
期
か
ら
存
続
し
て
い
る
も
の
の
、
他
方
で
は
、
こ
れ
も
ま
た
前
期
と
同
様
に
、
少
数
者
の
支
配
に
多
数
者
が
服
従
し
て

い
る
と
い
う
一
見
不
可
思
議
に
も
思
え
る
よ
う
な
現
実
が
、
ラ
ス
キ
の
理
論
的
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
。

　
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
に
な
ら
っ
て
市
民
の
義
務
と
し
て
の
反
乱
を
唱
え
て
み
た
と
こ
ろ
）
27
（

で
、
現
実
の
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
た
と

え
人
び
と
の
不
満
が
高
ま
っ
た
と
し
て
も
、
法
は
守
ら
れ
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら
ラ
ス
キ
は
そ
の

要
因
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
法
規
範
が
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
は
、
そ
れ
ら
の
法
規
範
に
異
議
を
唱
え
る
人
た
ち
も
、
法
規

範
の
背
後
に
あ
る
権
力
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（CTS: vii ﹇
一
七
九
﹈）。

　
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
に
則
っ
て
考
え
れ
ば
、
生
産
関
係
と
生
産
力
と
の
矛
盾
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
労
働
者
階
級
の
不
満
も

高
ま
り
、
国
家
権
力
は
い
ず
れ
革
命
の
挑
戦
を
受
け
る
運
命
に
あ
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
ラ
ス
キ
は
、
少
な
く
と
も
第
一
次
大
戦
以
降
の

時
代
に
お
い
て
生
産
関
係
と
生
産
力
と
の
矛
盾
が
顕
現
し
た

―
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
が
そ
の
「
膨
張
期
」
か
ら

「
収
縮
期
」
に
入
っ
た

―
と
診
断
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（REL: 245 
﹇
二
五
一
﹈）、
現
実
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
依
然
と
し
て
社
会
主

義
革
命
が
起
こ
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
革
命
は
起
こ
ら
な
い
の
か
。



「三〇年代」におけるハロルド・ラスキの「思慮なき服従」論の展開

271

　
ラ
ス
キ
は
そ
の
原
因
を
、
労
働
者
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
に
求
め
る
。「
彼
ら
は
権
力
に
服
従
す
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
彼
ら
は
、
歴
史
の
動
き
か
ら
教
訓
を
学
び
取
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
は
い
な
い
。（
…
…
）
彼
ら
は
過
酷
な
日
々
の
生
活
に
縛
り
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
に
服
従
す
る
よ
う
訓
練
さ
れ
て
い
）
28
（
る
」。
労
働
者
は
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
社
会
構
造
に

関
す
る
真
理
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
衆
の
政
治
に
対
す
る
無
関
心
と
無
教
養
が
、
少
数
者
に
よ
る

多
数
者
の
支
配
と
い
う
い
び
つ
な
社
会
構
造
を
可
能
に
す
る
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
を
正
当
化
し
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
が
自
由
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
前
期
に
も
政
治
学
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
、「
慣
れ
親
し
ん
だ
制
度
」
と
「
真
に
必
要
な
制
度
」
と
の

弁
別
と
い
う
分
析
手
）
29
（
法
を
、
い
ま
や
主
権
論
で
は
な
く
自
由
主
義
の
歴
史
に
適
用
す
る
。『
理
論
と
現
実
に
お
け
る
国
家
』
公
刊
の
翌
年

に
出
版
さ
れ
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
興
隆
』（The Rise of European Liberalism

）
は
、
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
「
慣
れ
親
し
ん
だ
制

度
」
と
「
真
に
必
要
な
制
度
」
と
の
混
同
の
歴
史
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
理
論
と
現
実
に
お
け
る
国
家
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義

的
国
家
理
論
に
歴
史
的
な
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

㈠
　
自
由
主
義
の
思
想
史
的
背
景
と
労
働
者
階
級

　『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
興
隆
』
の
中
で
、
ラ
ス
キ
は
自
由
主
義
を
「
一
つ
の
教
説
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
心
の
習
慣
」
で
あ
る
と

規
定
し
た
上
で
、「
自
由
と
平
等
と
の
間
に
対
立
（
…
…
）
を
つ
く
る
傾
向
が
あ
っ
た
」
心
の
習
慣
と
し
て
の
自
由
主
義
の
、
一
六
世
紀

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
描
い
て
い
る
（REL: 16 -7 ﹇
六
―
七
﹈）。

　
ま
ず
彼
は
、
一
六
世
紀
の
議
論
の
自
由
主
義
思
想
史
に
対
す
る
貢
献
は
「
経
済
的
領
域
に
お
け
る
教
会
の
権
力
を
破
壊
し
た
こ
と
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（REL: 58 

﹇
五
一
﹈）。
つ
ま
り
彼
の
言
う
自
由
主
義
思
想
と
は
、
教
会
権
力
か
ら
の
経
済
領
域
に
お
け
る
解
放

0

0

と
し

て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
改
革
と
い
う
か
た
ち
で
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
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の
解
放
の
対
象
に
は
も
ち
ろ
ん
労
働
者
も
包
含
さ
れ
て
い
た
。

　
重
商
主
義
と
は
、
そ
の
よ
う
な
台
頭
し
つ
つ
あ
る
世
俗
的
国
家
が
自
由
主
義
の
完
全
な
達
成
へ
と
向
か
う
途
上
で
採
っ
た
最
初
の
手
段

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
経
済
的
領
域
に
お
い
て
社
会
統
制
の
観
念
を
教
会
か
ら
国
家
に
あ
っ
さ
り
と
移
し
て
し
ま
う
。（
…
…
）
国
家
行

動
の
動
機
は
、
も
は
や
善
き
生
で
は
な
く
、
富
の
獲
得
、
富
を
生
み
出
す
諸
条
件
を
立
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
」
と
な
っ
た

（REL: 60 ﹇
五
三
﹈）。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
彼
は
私
有
財
産
を
理
性
の
支
配

す
る
自
然
状
態
に
お
い
て
す
で
に
存
在
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
私
有
財
産
に
対
す
る
人
び
と
の
権
利
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
成
立

し
た
の
が
国
家
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、「
私
有
財
産
が
市
民
た
る
こ
と
の
事
実
上
の
資
格
で
あ
る
よ
う
な
国

家
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
自
己
愛
と
社
会
愛
と
が
相
互
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
う
る
こ
と
が
当
然

の
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」（REL: 153 

﹇
一
五
二
﹈）。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
私
利
を
追
い
求
め
る
こ
と
が

当
然
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
、
重
要
な
こ
と
に
、
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
は
支
配
者
と
服
従
者
と
に
分
か
た
れ
た
世
界
を
前
提
と
し
て
い
る
。「
つ
ま
り
ロ
ッ
ク
に

と
っ
て
、
教
育
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
世
界
は
す
で
に
富
者
と
貧
者
と
い
う
二
つ
の
根
本
的
な
階
級
に
分
か
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
の
階
級
に
と
っ
て
は
、
訓
育
の
目
的
は
、
国
事
に
お
い
て
で
あ
れ
私
事
の
処
理
に
お
い
て
で
あ
れ
、
と
に
か
く
支
配
す
る
能
力
で
あ
る
。

他
方
の
階
級
に
と
っ
て
は
、
忠
実
で
〔
富
者
の
〕
役
に
立
つ
服
従
が
そ
の
存
在
目
的
で
あ
る
」（REL: 91 

﹇
八
六
﹈

―
〔
　
〕
内
筆
者
）。

つ
ま
り
、
ラ
ス
キ
の
問
題
視
す
る
、
生
ま
れ
な
が
ら
に

0

0

0

0

0

0

0

支
配
者
と
被
支
配
者
と
に
分
か
た
れ
た
社
会
と
し
て
の
国
家
と
い
う
観
念
は
、

ロ
ッ
ク
の
時
代
の
自
由
主
義
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
自
由
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
世
俗
国
家
が
確
立
す
る
と
、
そ
の
原
理
は
も
は
や
重
大
な
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
当
然
の

こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
主
義
の
実
態
が
「
明
ら
か
に
な
る
と
、
こ
れ
と
有
産
者
階
級
と



「三〇年代」におけるハロルド・ラスキの「思慮なき服従」論の展開

273

の
連
関
は
き
わ
め
て
明
白
に
な
る
。
そ
の
根
本
的
な
理
想
は
安
全
（security

）
で
あ
る
」（REL: 155 

﹇
一
五
四
﹈）。
い
ま
や
自
由
主
義
は

解
放

0

0

の
原
理
で
は
な
く
、
現
存
秩
序
の
安
定
（security

）
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
と
な
る
。
加
え
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
に

よ
れ
ば
こ
の
「
安
全
」
な
い
し
「
安
定
」
と
い
う
理
想
は
、
支
配
階
級
の
み
な
ら
ず
被
支
配
階
級
を
も
含
む
人
間
一
般
の
欲
求
の
傾
向
と

緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
保
守
党
の
潜
在
的
に
有
利
な
立
場
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
宗
教
改
革
以
来
続
い
て
き
た
自
由
主
義
的
国
家
理
論
の
進
化
を
い
よ
い
よ
完
成
さ 

せ
る
。宗

教
改
革
は
、
社
会
的
行
動
を
統
制
す
る
諸
規
律
の
源
泉
と
し
て
、
教
会
に
代
え
て
君
主
を
置
い
た
。
ロ
ッ
ク
と
そ
の
学
派
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
規
律

に
社
会
的
目
的
を
浸
透
さ
せ
る
の
に
よ
り
適
し
た
も
の
と
し
て
、
君
主
に
代
え
て
議
会
を
置
い
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
一
段
と
進
ん
で
、
い
く
つ
か

の
重
要
で
な
い
例
外
は
別
と
し
て
、
議
会
は
い
か
な
る
干
渉
も
加
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
国
家
の
目
的
は
「
安
全
」
の
保
障
に
限
定

0

0

さ
れ
た
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
帰
結
す
る
自
由
放
任
政
策
に
、
そ

の
支
柱
と
し
て
「
自
然
」（nature

）
と
「
理
性
」（reason
）
と
い
う
権
威
を
与
え
た
（REL: 180 -1 

﹇
一
八
二
―
三
﹈）。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
重
農
主
義
者
た
ち
も
同
様
に
、
自
ら
の
理
論
を
「
自
然
」
概
念
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
た
。
彼
ら
は
「
人
び
と
の
不
平
等
な
能
力
は
自
然

の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
の
不
平
等
は
自
然
の
命
令
に
対
す
る
服
従
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
ス
ミ
ス

も
重
農
主
義
者
も
と
も
に
、
経
済
の
領
域
に
お
け
る
有
産
者
の
自
由
放
任
が
「
社
会
的
調
和
」
を
達
成
す
る
と
述
べ
た
（REL: 186 -7 

﹇
一
八
八
―
九
﹈）。
こ
の
よ
う
に
自
由
放
任
主
義
の
原
理
は
、
一
見
す
る
と
労
働
者
階
級
を
も
包
含
す
る
社
会
の
全
体
に
対
し
て
普
遍
的
な

利
益
を
も
た
ら
す
原
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
る
中
で
、
そ
の
教
説
に
は
さ
ら
な
る
重
要
な
変
化
が
生
じ
た
。
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つ
ま
り
、
中
産
階
）
30
（
級
を
解
放

0

0

す
る
方
法
と
し
て
出
発
し
た
一
つ
の
教
説
は
、
一
七
八
九
年
以
後
、
労
働
者
階
級
を
統
制
す
る
方
法
に
変
化
し
た
の
で
あ

る
。（
…
…
）
革
命
の
勝
利
者
た
ち
は
自
ら
の
勝
利
を
、
教
義
的
考
案
物
の
中
で
も
最
も
単
純
な
も
の
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
自

由
が
国
民
〔
全
体
〕
の
自
由
で
も
あ
る
と
宣
言
し
た
。
彼
ら
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
自
己
利
益
を
追
求
す
れ
ば
、
必
ず
同
時
に
、
彼
ら
に
従
属
し
て
い
る

人
び
と
の
利
益
を
も
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。

こ
う
し
て
自
由
主
義
の
諸
教
義
は
、「
貧
し
い
人
び
と
に
彼
ら
の
運
命
を
甘
受
す
る
よ
う
に
し
つ
け
る
学
校
の
役
割
を
果
た
し
た
」
の
で

あ
る
（REL: 208 -9 

﹇
二
一
一
―
二
﹈

―
傍
点
お
よ
び
〔
　
〕
内
筆
者
）。
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
平
等
の

価
値
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、「
無
教
育
の
大
衆
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
財
産
を
有
し
下
僕
を
必

要
と
す
る
者
は
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
だ
ろ
う
」
と
語
っ
た
。
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
こ
の
点
に
お
い
て
、「
人
民
が

啓
蒙
さ
れ
る
こ
と
の
社
会
的
帰
結
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」（REL: 215 

﹇
二
一
八
―
九
﹈）。
啓
蒙
主
義
の
哲
学
者
た
ち
は
概
し
て
、
第

三
身
分
の
背
後
に
第
四
身
分
と
呼
び
う
る
労
働
者
階
級
が
い
る
こ
と
を
無
視
し
た
。「
彼
ら
は
、
彼
ら
自
身
の
解
放
が
労
働
者
に
と
っ
て

も
有
利
に
働
く
と
思
い
込
み
、
そ
れ
で
満
足
し
て
い
た
」（REL: 211 

﹇
二
二
六
﹈）。
要
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
思
想
家
の
大
半
は
、

資
本
家
と
労
働
者
と
の
不
平
等
な
地
位
を
自
然
的
秩
序
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
労
働
者
階
級
を
教
育
の
機
会
か
ら
遠

ざ
け
、
他
方
で
は
資
本
家
に
よ
る
私
利
の
追
求
が
社
会
的
調
和
を
達
成
す
る
と
い
う
言
説
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

不
平
等
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ラ
ス
キ
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
歴
史
観
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
立
場
で
あ
り
、
か
つ
自
由
主
義
に
対
す
る
最
も
重
要
な

攻
撃
と
彼
が
見
な
す
社
会
主
義
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
社
会
主
義
者
が
自
由
主
義
的
観
念
を
拒
否
し
た
理
由
は
単
純

に
、
彼
ら
が
そ
の
中
に
、
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
ふ
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
歴
史
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
特
殊
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

を
見
出
し
た

か
ら
で
あ
る
」（REL: 240 ﹇
二
四
六
﹈

―
傍
点
筆
者
）。
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で
は
、
実
際
に
は
有
産
者
階
級
の
特
殊
な
利
益
に
資
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
自
由
主
義
が
、
そ
の
信
奉
者
か
ら
は
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
と
疑
い
も
な
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ラ
ス
キ
は
「
三
〇
年
代
」
以
前
か
ら
の
分

析
枠
組
み
を
再
度
適
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
慣
れ
親
し
ん
だ
制
度
」
と
「
真
に
必
要
な
制
度
」
と
の
混
同
で
あ
る
。

　
自
由
主
義
の
受
益
者
た
ち
は
、「
自
分
た
ち
が
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
諸
制
度
を
社
会
の
必
要
不
可
欠
な
基
盤
と
混
同
し
た
の
で
あ
る
。

（
…
…
）
彼
ら
は
も
は
や
、（
…
…
）
自
分
た
ち
の
態
度
の
道
徳
的
な
正
し
さ
（the m

oral rightness

）
に
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
」（REL: 

246 

﹇
二
五
三
﹈）。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
現デ

・

フ

ァ

ク

ト

実
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
既
存
の
支
配
関
係
を
、
道
徳
的
に

0

0

0

0

正
し
い
支
配
と
同
一
視
し
た
の
で

あ
る
。
自
由
主
義
の

―
そ
し
て
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
資
本
主
義
的
社
会
構
造
の

―
受
益
者
た
ち
は
い
ま

や
、
自
分
た
ち
の
特
権
を
当
然
の
（natural

）
も
の
と
し
て
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
真
の
問
題
は
、
有
産
者
階
級
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
階
級
ま
で
も
が
富
め
る
者
の
特
権
を
「
自
然

な
も
の
」
と
見
な
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
の
主
張
は
、「
特
権
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
か
つ
て
は
そ
の
言

い
分
で
あ
っ
た
よ
う
な
積
極
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
も
は
や
実
際
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
今
日
に
お
い
て
も
、
こ
の
不
平
等
な
社

会
の
惹
起
す
る
心
理
が
、
彼
ら
の
特
権
を
当
然
の
も
の
（natural

）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
特
権

の
防
備
を
固
め
る
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（D

C: 118 ﹇
一
〇
四
―
五
﹈）。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
衆
の
無
知
蒙
昧
な
態
度
は
、
支
配
階
級
に
よ
っ
て
意
図
的
に

0

0

0

0

維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

大
衆
の
無
知
ゆ
え
の
政
治
的
無
関
心
は
、
政
府
の
活
動
を
円
滑
に
進
行
さ
せ
る
た
め
の
い
わ
ば
安
全
弁
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、

「
不
平
等
の
上
に
打
ち
建
て
ら
れ
た
統
治
形
態
は
ど
れ
も
、
大
衆
が
無
知
で
あ
る
か
ら
こ
そ
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で

あ
る
（D
C: 72 -3 ﹇

五
七
―
九
﹈）。
労
働
者
階
級
の
教
育
水
準
が
向
上
す
れ
ば
、
彼
ら
は
自
ら
が
置
か
れ
た
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
よ
う
は
ず

も
な
く
、
支
配
階
級
が
不
平
等
を
維
持
す
る
た
め
の
諸
制
度
を
守
り
抜
く
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。「
大
衆
が
特
権
を
承
認
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
既
得
権
の
所
有
者
た
ち
が
、
特
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
人
び
と
か
ら
、
彼
ら
の
置
か
れ
て
い
る
地
位
を
認
識
す
る
た
め
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の
判
断
力
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
」（D

C: 119 ﹇
一
〇
六
﹈）。
そ
し
て
ラ
ス
キ
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
被

支
配
階
級
が
現
行
秩
序
に
何
ら
の
疑
い
も
差
し
挟
も
う
と
し
な
い
よ
う
な
こ
の
状
況
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
議
会
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
変
革
す
る
こ
と
を
望
む
の
な
ら
ば
、
労
働
党
は
「
社
会
主
義
者
に
よ
る
統
治
が
不

可
避
的
で
あ
り
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
市
民
に
説
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（D

C: 112 

﹇
九
八
﹈）。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
よ
う
な
企
て
は
必
然
的
に
困
難
な
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
人
び
と
は
、「
未
知
な
る
も
の
を
試
み
る
た

め
の
組
織
が
強
力
に
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
未
知
な
る
も
の
に
恐
怖
を
感
じ
る
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
彼
ら
の
慣
れ
親
し

ん
だ
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
に
よ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
自
分
た
ち
の
慣
例
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
に
す

が
り
つ
く
」
か
ら
で
あ
る
（D

C: 76 -7 ﹇
六
二
―
三
﹈）。
そ
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
成
立
し
た
労
働
党
政
権
が
社
会
主
義
に
対
す
る
前
進
を

何
ら
な
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
説
得
に
失
敗
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
、
保
守
党
陣
営
は
本
来
的
に
有
利
な
立
場
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
保
守
党
の
政
治
方
針
の
強
み
の
重
大
な
根
源
は
、
こ
れ

ま
で
一
切
の
伝
統
を
味
方
に
つ
け
て
い
る
点
に
あ
る
」
か
ら
だ
。「
激
し
い
非
難
の
雰
囲
気
の
中
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
が
挑
戦
を
受
け
、

従
来
の
慣
行
が
混
乱
に
陥
る
と
な
る
と
、
大
衆
は
ほ
と
ん
ど
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
現
状
維
持
の
勢
力
の
側
に
頼
る
こ
と
に
な
る
」

（D
C: 111 

﹇
九
八
﹈）。
だ
か
ら
こ
そ
一
九
二
九
年
に
端
を
発
す
る
世
界
恐
慌
を
経
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
危
機
の
状
況
の
下
で
す
ら
、
労

働
者
た
ち
の
大
部
分
は
従
来
の
資
本
主
義
的
な
制
度
に
し
が
み
つ
く
の
で
あ
る
。
事
実
、
一
九
三
五
年
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
は
、

挙
国
政
府
成
立
の
「
戦
犯
」
で
あ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
す
で
に
労
働
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
党
が
政
権
に
返
り

咲
く
こ
と
は
な
く
、
反
社
会
主
義
政
党
た
る
保
守
党
が
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。

㈡
　
民
主
主
義
、
資
本
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

　
イ
ギ
リ
ス
の
危
機
的
状
況
を
経
験
し
た
後
も
資
本
主
義
体
制
全
体
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
疑
問
を
持
た
ず
自
由
主
義
の
正
し
さ
を
疑
お
う
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と
し
な
か
っ
た
多
く
の
労
働
者
と
は
異
な
り
、
ラ
ス
キ
自
身
は
社
会
主
義
体
制
の
実
現
を
も
っ
て
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
社
会
の
危
機
の
先
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
当
時
イ
タ
リ
ア

や
ド
イ
ツ
で
猛
威
を
振
る
っ
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
主
要
な
先
進
国
は
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
不
安
定
な
結
合
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
。

資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
関
係
に
関
す
る
彼
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
結
合
を
普
遍
的
な
理
想
と
し
た
資
本
主
義
の
自
由
主
義
的
段
階
は
、
そ
の
膨
張
期

0

0

0

に
対
応
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
資
本
主

義
が
生
産
過
程
か
ら
そ
の
完
全
な
潜
在
力
を
引
き
出
す
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
間
は
、
民
主
主
義
的
要
求
に
対
し
て
譲
歩
す
る
余
裕

も
ま
た
あ
っ
た
。（
…
…
）
と
こ
ろ
が
資
本
主
義
が
困
難
な
状
況
〔
す
な
わ
ち
そ
の
収
縮
期

0

0

0

〕
に
陥
る
や
い
な
や
、
譲
歩
の
政
治
方
針
は
心
許
な
い
も

の
に
思
わ
れ
た
。（STP: 130 -1 ﹇
九
七
―
八
﹈

―
傍
点
お
よ
び
〔
　
〕
内
筆
者
）

　
ラ
ス
キ
は
こ
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
関
係
が
「
協
調
」
と
し
て
表
れ
る
か
「
対
立
」
と
し
て
表
れ
る
か
は
、
資
本
主

義
が
そ
の
「
膨
張
期
」
に
あ
る
の
か
「
収
縮
期
」
に
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
家
が
労
働
者
に
対
し
て

譲
歩
す
る
余
裕
を
生
み
出
せ
る
ほ
ど
に
生
産
過
程
が
生
産
力
を
発
揮
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
問
題
は
ま
だ
民
主
主
義
的

な
枠
組
み
の
中
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
が
そ
の
「
収
縮
期
」
に
入
っ
て
い
く
に
つ
れ
て

―
ラ
ス
キ

に
よ
れ
ば
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が

―
、
徐
々
に
労
働
者
に
対
す
る
譲
歩
が
不
可
能
と
な
っ
て
く
る
と
、
資
本
主
義

国
家
は
自
身
の
延
命
策
と
し
て
、
そ
の
強
制
力
を
用
い
て
労
働
運
動
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
資
本
主
義
の
根
底
に
あ
る
よ
う
な
利
潤
獲
得
の
衝
動
は
賃
金
の
引
き
下
げ
や
長
時
間
労
働
な
ど
を
含
む
労
働
条
件
の
悪
化
を
自
ず
か
ら

引
き
起
こ
す
。
し
か
し
一
方
で
、
民
主
主
義
は
労
働
者
階
級
を
し
て
、
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
自
ら
の
政
治
的
権
利
を
行
使
す
る
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こ
と
を
可
能
に
し
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
資
本
主
義
を

0

0

0

0

0

救
う
た
め
に
起
こ
っ
た
の
だ
。

　
そ
し
て
ラ
ス
キ
は
、
非
常
事
態
を
理
由
に
議
会
の
信
任
を
受
け
ず
し
て
成
立
し
た
挙
国
政
府
に
、
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
独
裁
に
転
じ

う
る
潜
在
的
な
危
険
性
を
見
出
す
の
で
あ
）
31
（
る
。
つ
ま
り
彼
に
よ
る
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
資
本
主
義
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
民
主
主

義
的
な
手
続
き
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
た
支
配
形
態
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
た
だ
、
資
本
主
義
的
民
主
主
義
の
問
題
は

―
景
気
回
復
と
い
う
起
こ
り
そ
う
も
な
い
場
合
を
除
い
て
は

―
資
本
主
義
の
抑
圧
か
民
主
主

義
の
抑
圧
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。
前
者
は
経
済
革
命
を
、
後
者
は
政
治
革
命
を
意
味
す
る
。

前
者
は
生
産
手
段
の
私
有
に
代
え
て
、
共
有
制
を
採
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
変
革
に
よ
っ
て
当
然
、
社
会
に
お
い
て
ま
ず
階
級
関
係
の
変

化
が
、
次
い
で
他
の
あ
ら
ゆ
る
諸
関
係
の
変
化
が
起
こ
る
。（
…
…
）〔
他
方
で
〕
民
主
主
義
の
抑
圧
は
、
そ
の
よ
う
な
階
級
関
係
上
の
根
本
的
な
変
化

を
伴
わ
な
い
だ
ろ
う
。（STP: 203 ﹇
一
五
七
﹈

―
〔
　
〕
内
筆
者
）

ラ
ス
キ
は
「
経
済
革
命
」
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
を
切
り
抜
け
、
民
主
主
義
を
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
よ
れ
ば
、
自
己
統
治
の
政
治
形
態
た
る
民
主
主
義
の
下
で
し
か
、
個
人
の
自
由
の
実
現
は
成
し
え
な
い
か
ら
で
あ
）
32
（
る
。

　
た
だ
し
、
ラ
ス
キ
は
資
本
主
義
の
「
収
縮
期
」
が
資
本
家
と
労
働
者
と
の
階
級
対
立
を
激
化
さ
せ
、
必
然
的
に

0

0

0

0

経
済
革
命
が
導
か
れ
る

と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
予
言
に
は
与
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ラ
ス
キ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
た
労
働
者
、
す
な
わ
ち
「
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
」
と
い
う
階
級
を
、
資
本
主
義
的
社
会
構
造
の
強
固
さ
の
重
大
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
が
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
、
歴
史
に
お
け
る
単
純
な
図
式
の
二
項
対
立
を
強
調
し
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
比
較
的
重

要
性
の
低
い
階
級
と
し
て
取
り
扱
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
現
状
は
、
単
に
少
数
の
資
本
家
が
、
い
よ
い
よ
窮
乏
化
し
耐
え
難
い
重
荷
を
感
じ
て
革
命
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
は
る
か
に
多
数
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
。
彼
が
想
像
し
た
階
級
意
識
の
鋭
い
対ア
ン
チ
テ
ー
ゼ立
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ロ
シ
ア
の
ほ
か

に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
階
級
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
り
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
資
本
主
義
の
経
済
的
発
展
は
、
労
働
階
級
の
大
部
分
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
化

0

0

0

0

0

0

（em
bourgeoism

ent

）
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
の
も
た
ら
す
心
理
的
影
響
は
重
大
で
あ
る
。（STP: 284 

﹇
二
二

一
―
二
﹈）

こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
提
示
し
た
多
数
の
労
働
者
と
少
数
の
資
本
家
と
の
対
立
と
い
う
単
純
な
図
式
を
現
実
に
即
し
て
拒

絶
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ラ
ス
キ
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
無
批
判
的
に
受
け
取
っ
た
の
で
は
決
し
て

な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
ラ
ス
キ
が
前
期
に
お
い
て
彼
の
理
論
の
出
発
点
と
し
て
い
た
「
少
数
者
に
よ
る
多
数
者
の
支
配
」
と
い
う

図
式
に
修
正
を
加
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
図
式
に
よ
っ
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
勃

興

―
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
者
階
級

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
資
本
主
義
の
末
路
で
あ
る

―
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
苦
境
に
立
つ
資
本
主
義
の
困
難
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
が
統
一
す
る
ど
こ
ろ
か
分
裂
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
的

な
諸
制
度
を
滅
ぼ
し
う
る
フ
ァ
シ
ス
ト
同
盟
の
よ
う
な
も
の
が
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
資
本
家
が
国
家
に
対
す
る
影
響
力
を
保
持
し
つ
づ
け
う
る
よ
う

な
事
態
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
…
…
）
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
一
方
で
は
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

（grande and petite 

bourgeoise

）
と
を
統
一
し
、
他
方
で
は
労
働
者
階
級
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
国
々
〔
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
イ
タ

リ
ア
〕
で
成
功
し
た
の
で
あ
る
。（STP: 285 ﹇
二
二
二
﹈）
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こ
こ
で
ラ
ス
キ
が
労
働
者
階
級
の
分
裂
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
躍
進
の
一
因
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
事
実
、

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
輸
出
産
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
貧
困
に
苦
し
む
な
か
、
他
方
で
国
内
市
場
志
向
の
新
し
い
産

業
に
従
事
す
る
「
新
興
中
産
階
級
」
は
生
活
の
質
的
向
上
を
享
受
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
階
級
の
分
裂
こ
そ
、
ラ

ス
キ
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
抱
え
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
「
経
済
革
命
」
は
ま
す
ま
す
絶

望
的
な
も
の
と
思
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
階
級
の
軽
視
に
加
え
て
、
ラ
ス
キ
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
」
側
面
に
対

し
て
も
次
の
よ
う
な
批
判
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
要
素
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

彼
の
信
奉
者
た
ち
は
必
ず
し
も
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
は
い
な
い
。
彼
は
歴
史
的
過
程
を
は
な
は
だ
過
度
に
単
純
化
し
て
い
る
。
正
義
の

た
め
の
闘
争
は
階
級
な
き
社
会
の
創
設
に
よ
っ
て
終
り
は
し
な
い
の
で
あ
）
33
（

る
」。
た
と
え
階
級
格
差
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
諸
個
人

の
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
経
験
が
多
元
的
な
宇
宙
を
か
た
ち
づ
く
る
か
ぎ
り
、
政
治
的
な
見
解
の
差
異
も

―
そ
れ
が
統
一
体
を
不
可

能
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も

―
残
）
34
（

る
。「
階
級
な
き
社
会
」
は
最
終
的
な
目
標
で
は
な
く
、
ラ
ス
キ
の
政

治
思
想
の
究
極
目
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
権
力
の
広
範
な
配
分
に
よ
る
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
整
え
る
べ
き
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
〇
年
代
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
彼
が
展
開
し
た
多
元
的
国
家
論
の
前
提
を

用
意
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
批
判
的
受
容
を
通
じ
て
、
彼
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
論
は
重
要
な
発
展
を

遂
げ
た
。
彼
は
前
期
に
お
い
て
、「
少
数
者
に
よ
る
多
数
者
の
支
配
」
と
い
う
現
実
分
析
を
自
身
の
理
論
的
出
発
点
と
し
、
そ
の
前
提
自

体
に
は
何
ら
手
を
加
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
れ
を
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
条
件
と
し
て
そ
こ
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
て
行
っ
）
35
（

た
。

「
三
〇
年
代
」
以
降
、
彼
は
こ
の
前
提
条
件
自
体
を
問
題
と
し
、
い
よ
い
よ
そ
の
変
革
に
着
手
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
析
枠
組
み
に
従
っ
て
階
級
関
係
に
着
目
し
た
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
の

―
そ
し
て
自
分
自
身
の
も
の
で
も

あ
っ
た

―
「
少
数
者
に
よ
る
多
数
者
の
支
配
」
と
い
う
単
純
な
枠
組
み
に
修
正
を
施
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
階
級
社
会
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と
は
資
本
家
と
労
働
者
の
階
級
意
識
の
鋭
い
対
立
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
階
級
関
係
の
複
雑
さ
が
一
因
と

な
っ
て
き
わ
め
て
薄
弱
な
階
級
意
識
を
持
つ
労
働
者
が
、
自
ら
の
置
か
れ
た
境
遇
す
ら
認
識
で
き
な
い
ほ
ど
判
断
力
を
奪
わ
れ
た
よ
う
な

社
会
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ラ
ス
キ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
決
し
て
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
受
容
し
た
の
で
は
な
か
っ
）
36
（
た
。
そ
し
て
彼
は

そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
批
判
的
受
容
を
通
じ
て
、「
思
慮
な
き
服
従
」
が
資
本
主
義
的
社
会
構
造
に
起
因
す
る
と
い
う
認
識
に

至
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
思
慮
な
き
服
従
」
の
背
後
に
あ
る
階
級
関
係
の
変
革
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

五
　
結
　
論

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
彼
独
特
の
自
由
論
に
基
づ
い
た
「
個
人
主
義
的
服
従
論
」
と
、
少
数
者
に
よ
る

支
配
へ
の
多
数
者
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
と
い
う
現
実
分
析
と
に
分
け
て
み
る
と
、「
三
〇
年
代
」
以
前
と
以
後
と
に
お
け
る
一
貫
性
と

変
遷
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
か
た
ち
を
変
え
ず
に
存
続
し
て
お
り
、
後

者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
の
受
容
に
よ
っ
て
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
変
化
し
た
。
彼
は
、「
少
数
者
に
よ
る
多
数
者
の
支

配
」
と
い
う
従
来
の
図
式
を
「
資
本
家
階
級
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
支
配
」
に
置
き
か
え
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
必
然
的
に
階

級
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
が
前
期
に
批
判
し
て
き
た
主
権
論

は
、
そ
の
支
配
を
強
固
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
や
彼
の
批
判
的
考
察
の
対
象
は
、
そ
の
よ
う

な
資
本
主
義
的
社
会
構
造
自
体
を
維
持
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
自
由
主
義
と
い
う
よ
り
大
き
な
対
象
に
移
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
自
由
主
義
の
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
は
、
そ
れ
が
単
に
資
本
家
階
級
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
者
階
級
か
ら
も
信
奉
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
察
は
、
一
方
で
は
、
マ

ル
ク
ス
死
後
五
〇
年
後
の
ラ
ス
キ
の
時
代
に
お
い
て
、
新
興
中
産
階
級
の
出
現
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
新
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興
中
産
階
級
は
世
界
恐
慌
の
下
に
お
い
て
も
物
質
面
で
の
生
活
水
準
の
向
上
を
甘
受
し
た
。
彼
ら
に
は
も
は
や
労
働
者
と
し
て
の
階
級
意

識
は
な
い
に
等
し
か
っ
た
。
彼
ら
は
労
働
者
階
級
の
心
理
的
分
裂
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
フ
ァ
シ
ズ
ム

体
制
樹
立
の
原
動
力
と
な
っ
た
よ
う
な
階
級
で
あ
っ
た
（STP: 283 -6 

﹇
二
二
一
―
三
﹈）。
そ
し
て
労
働
運
動
を
抑
圧
す
る
一
連
の
立
法
に
、

ラ
ス
キ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
が
イ
ギ
リ
ス
に
も
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
下
層
労
働
者
階
級
も
資
本
家
階
級
の
支
配
に
甘
ん
じ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、

資
本
主
義
的
社
会
構
造
の
正
当
性
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
単
に
自
身
が
慣
れ
親
し
ん
だ
制
度
と
自
身
に

と
っ
て
真
に
必
要
な
制
度
と
を
峻
別
し
う
る
よ
う
な
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
マ
ル

ク
ス
が
予
言
し
た
ご
と
き
、
革
命
を
必
然
的
に
導
く
よ
う
な
階
級
意
識
の
鋭
い
対
立
は
、
少
な
く
と
も
ラ
ス
キ
の
生
き
た
時
代
の
イ
ギ
リ

ス
に
お
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
思
慮
な
き
服
従
」
こ
そ
、
資
本
主
義
国
家
を
支
え
る
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
本
質
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
は
そ
の
発
達
史
に
お
い
て
、
労
働
者
階
級
を
思
考
停
止
の
状
態
に
置
き
続
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
階
級
関
係
を
安
全
に
維
持
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
た
る
べ
く
磨
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
ラ
ス
キ
は
階
級
な
き
社
会
を
実
現
す
る
し
か
方
法
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
に
お
け
る
連
続
と
変
化
は
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
に
よ
っ
て
も
表
わ
し
う
る
。
つ
ま
り
前
期
に
お
い
て

彼
は
、
個
人
の
自
由
と
い
う
究
極
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
権
力
の
広
範
な
配
分
と
い
う
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
だ

が
「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
、
彼
は
権
力
の
広
範
な
配
分
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
階
級
な
き

社
会
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
前
期
か
ら
「
三
〇
年
代
」
ま
で
の
ラ
ス
キ
の
思

想
に
論
理
的
一
貫
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
つ
ま
り
、
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
は
権
力
の
広
範
な
配
分
が
必
要

で
あ
り
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
に
は
階
級
な
き
社
会
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
階
級
な
き
社
会
と
い
う
目
的
は
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ス
キ
は
こ
の
手
段
を
め
ぐ
っ
て
、「
三
〇
年
代
」
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の
間
中
、
そ
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
階
級
国
家
観
の
導
入
に
加
え
て
、「
三
〇
年
代
」
に
入
っ
て
か
ら

ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
起
こ
っ
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
変
化
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
議
会
政
治
に
対
す
る
不
信
の
増
大
と
、

そ
れ
に
伴
う
、
暴
力
革
命
に
対
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
で
あ
る
。
彼
は
自
由
党
と
保
守
党
の
二
大
政
党
時
代
の
議
会
政
治
の
成
功

の
要
因
を
、「
両
政
党
が
自
分
た
ち
の
利
益
と
関
係
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
制
度
の
本
質
的
原
則
を
変
革
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
」
こ
と
に
求
）
37
（

め
、
い
ま
や
労
働
党
と
保
守
党
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
一
致
を
見
出
し
え
な
い
た
め
、「
実
力
に
頼
ら
ず
理
性

に
頼
っ
て
こ
の
対
立
を
克
服
で
き
る
見
通
し
は
、
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
、
議
会
主
義
的
な
手
続
き
を
通
じ
た
経
済
的

変
革
の
可
能
性
に
対
し
て
悲
観
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
を
見
て
み
る
と
暴
力
革
命
論
者
に
ラ
ス
キ
が
転
じ
た
か
の
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、「
国
家
の
成
員
が
基
本
的
な
政
治
的
権
利
を
享
受
し
て
い
て
、
少
数
意
見
を
正
統
意
見
に
変
え
る
こ
と

が
実
際
上
可
能
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
革
命
に
訴
え
る
前
に
、
国
家
の
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
手
段
を
尽
く
す
こ
と
が

市
民
の
義
務
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（STP: 213 

﹇
一
六
五
﹈）。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
態
度
は
、「
三
〇
年
代
」
の

間
は
暴
力
革
命
と
議
会
主
義
的
変
革
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
お
り
、
そ
の
変
革
論
が
よ
り
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
、「
同
意
に
よ
る
革
命
」

論
に
結
実
す
る
の
は
四
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
）
38
（
る
。

　
後
の
時
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
資
本
主
義
が
戦
後
に
見
せ
た
回
復
力
や
、
ソ
連
の
崩
壊
な
ど
を
見
通
せ
な
か
っ
た

ラ
ス
キ
の
洞
察
は
非
難
し
う
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
資
本
主
義
の
保
存
の
た
め
に
民
主
主
義
を
抑
圧
し
た
形
態
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
一
側
面
に
視
野
を
限
定
し
た
た
め
、
彼
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
現
象
を
予
言
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
糾
弾
し
う
る
か
も
し
れ

な
）
39
（

い
。
資
本
主
義
に
代
え
て
社
会
主
義
を
実
現
し
な
け
れ
ば
民
主
主
義
は
廃
棄
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
陥
る
と
い
う
ラ
ス
キ
の
予
言
は
外

れ
、
結
果
と
し
て
は
、
彼
が
激
烈
に
批
判
し
た
と
こ
ろ
の
、
ケ
イ
ン
ズ
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
資
本
主
義
の
枠
内
で
の
解
決
策
が
功
を

な
し
、
そ
の
後
も
生
き
残
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
が
生
み
出
す
諸
問
題
は
す
べ
て
が
解
決
を
見
た
わ
け
で
は
な

い
。
資
本
主
義
的
社
会
構
造
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
の
思
慮
な
き
服
従
と
い
う
現
象
を
明
ら
か
に
し
た
彼
の
政
治
思
想
は
、
現
代
を
生
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き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
自
由
主
義
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
的
な
視
座
を
提
供
し
う
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　﹇
付
記
﹈
本
論
文
は
「
卓
越
し
た
大
学
院
拠
点
形
成
支
援
補
助
金
」
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。

・
ラ
ス
キ
の
「
三
〇
年
代
」
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
量
が
多
い
た
め
、
一
部
の
文
献
に
関
し
て
は
、
以
下
に
示
す
略
記
と
と
も
に
（
　
）
内
に
頁
数
を

記
し
た
。
ま
た
、
邦
訳
の
該
当
頁
数
は
﹇
﹈
内
に
記
し
た
。

D
C: D

em
ocracy in Crisis, Routledge, 1997 ﹇1933

﹈. 〔
岡
田
良
夫
訳
『
危
機
に
た
つ
民
主
主
義
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
七
年
〕。

STP: State in the Theory and Practice, G
eorge Allen &

 U
nw
in, 1935. 

〔
石
上
良
平
訳
『
国
家

―
理
論
と
現
実
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二

年
〕。

REL: The Rise of European Liberalism
, Routledge, 1997 

﹇1936

﹈. 〔
石
上
良
平
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
発
達
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九

五
一
年
〕。

CTS: 

‘Crisis in the Theory of the State
’, A

 G
ram
m
ar of Politics, Routledge, 1997 

﹇1938

﹈.

〔
岡
田
良
夫
訳
「
議
会
制
国
家
論
の
危
機
」、

『
議
会
政
治
の
崩
壊
と
社
会
主
義
』、
法
律
文
化
社
、
一
九
七
八
年
〕。

・
邦
訳
の
あ
る
外
国
語
文
献
に
関
し
て
は
、
訳
に
適
宜
修
正
を
加
え
た
。

（
1
）  

イ
ギ
リ
ス
現
代
史
を
研
究
す
る
歴
史
家
た
ち
は
こ
の
「
三
〇
年
代
」
と
い
う
時
代
を
イ
ギ
リ
ス
史
に
お
け
る
一
つ
の
特
異
な
時
代
と
し
て
記
録

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
の
研
究
者
Ａ
・
Ｊ
・
Ｐ
・
テ
イ
ラ
ー
は
、「
一
九
三
一
年
九
月
は
、
戦
間
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
史
の

分
水
嶺
と
な
っ
た
」
と
し
、「
再
建
、
復
興
、
回
復
」
を
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
二
〇
年
代
と
対
照
的
な
時
代
と
し
て
の
、「
計
画
」
の
「
三

〇
年
代
」
を
際
立
た
せ
て
い
る
（A. J. P. Taylor, English H

istory: 1914 -1945, O
xford U

niversity Press, 1965, pp. 298 -9. 〔
都
築
忠
七

訳
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
六
九
―
七
〇
頁
〕）。
ま
た
、
水
谷
三
公
は
こ
の
「
三
〇
年
代
」
を
「
欧
米
知
識
人

の
マ
ル
ク
ス
主
義
接
近
が
顕
著
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
『
赤
い
三
〇
年
代
』」
と
表
現
し
、
そ
の
よ
う
な
知
識
人
の
代
表
格
と
し
て
ラ
ス
キ
を
位
置

づ
け
て
い
る
（
水
谷
三
公
『
ラ
ス
キ
と
そ
の
仲
間

―
「
赤
い
三
〇
年
代
」
と
知
識
人
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
、
ⅰ
頁
、
二
二
―
三
頁
）。

ほ
か
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
に
与
え
た
衝
撃
と
影
響
を
考
察
し
た
論
文
と
し
て
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
著
、
加
藤
喜
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代
志
、
天
羽
康
夫
訳
「『
一
九
三
〇
年
代
』
の
イ
ギ
リ
ス
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」、
水
田
洋
編
『
講
座
　
マ
ル
ク
ス
主
義
　
3
』、
日
本
評
論
社
、
一

九
六
〇
年
が
あ
る
。

（
2
）  H

erbert A. D
ean, The Political Ideas of H

arold J. Laski, Archon Books, 1972 ﹇1955

﹈〔
野
村
博
訳
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
政
治

思
想
』、
法
律
文
化
社
、
一
九
七
七
年
〕.

（
3
）  
デ
ィ
ー
ン
の
研
究
の
影
響
力
に
関
し
て
は
、M

ichael N
ew
m
an, H

arold Laski: A
 Political Biography, M

erlin Press, 2009 

﹇1993

﹈, 
pp. xiv-v; 

小
笠
原
欣
幸
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ

―
政
治
に
挑
ん
だ
政
治
学
者
』、
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、「
は
じ
め
に
」
を
参
照
。

（
4
）  

ニ
ュ
ー
マ
ン
は
デ
ィ
ー
ン
の
研
究
と
冷
戦
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
お
り
、
彼
の
ラ
ス
キ
批
判
の
背
後
に
は
政
治
的
意
図
が
あ
る
と
し
て
い
る

（N
ew
m
an, H

arold Laski, pp. xiv-v

）。

（
5
）  Bernard Zylstra, From

 Pluralism
 to Collectivism

: The D
evelopm

ent of H
arold Laski

’s Political Thought, Van G
orcum

, 1968, p. 
133.

（
6
）  W

. H
. G
reenleaf, 

‘Laski and British Socialism

’, History of Political Thought, II （3

）, 1981, p. 587.

（
7
）  Peter Lam

b, 

‘Laski on Sovereignty: Rem
oving the M

ask from
 Class D

om
inance

’, H
istory of Political Thought, XV

III 

（2

）, 
1997, pp. 326 -42; Peter Lam

b, 
‘Laski

’s Ideological M
etam

orphosis

’, Journal of Political Ideologies, IV
 （2

）, 1999, pp. 239 -60.

（
8
）  Lam

b, 

‘Laski on Sovereignty

’, p. 329, 334; 

‘Laski

’s Ideological M
etam

orphosis

’, pp. 249 -52.

（
9
）  H

arold J. Laski, The Foundation of Sovereignty and O
ther Essays, Routledge, 1997 ﹇1921

﹈, pp. 233 -5

〔
辻
清
明
訳
「
主
権
の
基

礎
」、『
世
界
の
名
著
　
七
二
　
バ
ジ
ョ
ッ
ト
　
ラ
ス
キ
　
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
九
六
―
八
頁
〕.

（
10
）  Laski, The Foundation of Sovereignty and O

ther Essays, p.236 〔
三
九
九
頁
〕、pp. 244 -5 〔
四
〇
六
頁
〕.

（
11
）  H

arold J. Laski, Liberty in the M
odern State, Penguin Books, 1937 

﹇1930

﹈, p. 90

〔
飯
坂
良
明
訳
『
近
代
国
家
に
お
け
る
自
由
』、

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
〇
四
頁
〕.

（
12
）  H
arold J. Laski, A

uthority in the M
odern State, Routledge, 1997 

﹇1919

﹈, p.31; Laski, The Foundations of Sovereignty and 
O
ther Essays, pp. 7 -8

〔
三
五
七
頁
〕.

（
13
）  Laski, The Foundations of Sovereignty and O

ther Essays, p. 241
〔
四
〇
三
頁
〕.

（
14
）  

こ
の
意
味
で
、
ラ
ス
キ
が
「
三
〇
年
代
」
に
お
い
て
そ
の
多
元
論
的
立
場
を
完
全
に
逆
転
さ
せ
、
主
権
概
念
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う

デ
ィ
ー
ン
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
（D

eane, The Political Ideas of H
arold J. Laski, p. 155 

〔
一
五
五
頁
〕）。
彼
は
ラ
ス
キ
の
「
三
〇
年



法学政治学論究　第100号（2014.3）

286

代
」
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
理
論
と
現
実
に
お
け
る
国
家
』（The State in Theory and Practice

）
の
中
の
、
国
家
は
「
個
人
や
集
団
に
対

し
て
法
的
に

0

0

0

（legally

）
優
越
し
て
い
る
強
制
権
力
を
持
つ
」（STP: 21 

﹇
六
﹈

―
傍
点
筆
者
）
と
い
う
一
節
を
引
用
し
て
そ
の
論
拠
と
し
て

い
る
が
、
彼
は
ま
さ
に
こ
の
「
法
的
に
」
と
い
う
重
要
な
限
定
を
見
逃
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
ス

キ
の
政
治
理
論
に
お
い
て
は
、「
三
〇
年
代
」
ま
で
一
貫
し
て
、
国
家
は
一
方
で
法
学
的
観
点
か
ら
は
他
の
集
団
に
優
越
し
て
お
り
、
他
方
で
道

徳
的
観
点
か
ら
は
他
の
集
団
と
同
等
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
前
期
に
お
け
る
こ
の
「
法
学
的
」（legal

）
範
疇
と
「
道
徳
的
」

（m
oral

）
範
疇
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
梅
澤
佑
介
「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
を
め
ぐ
っ
て
」、

『
法
学
政
治
学
論
究
』、
第
九
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
三
一
一
―
四
一
頁
を
参
照
。

（
15
）  

梅
澤
「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘
」、
三
三
八
―
九
頁
を
参
照
。

（
16
）  

ラ
ス
キ
の
思
想
に
変
遷
を
認
め
る
大
部
分
の
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
の
思
想
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
段
階
は
挙
国
政
府
が
成
立
し
た
一
九
三
一
年

八
月
二
五
日
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
終
わ
り
は
、
多
く
の
場
合
、
第
二
次
大
戦
が
本
格
化
し
、
彼
が
「
同
意
に
よ

る
革
命
」
論
の
構
想
を
練
り
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
る
一
九
三
九
年
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、D

eane, The Political Ideas of H
arold J. 

Laski; Zylstra, From
 Pluralism

 to Collectivism
; 

小
笠
原
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
』、
を
参
照
。
た
だ
し
、
一
九
三
一
年
と
い
う
境
界
線
を
相

対
化
し
、
ラ
ス
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
を
よ
り
緩
慢
な
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
た
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
立
場
も
あ
る
（N

ew
m
an, 

H
arold Laski

）。

（
17
）  H

arold J. Laski, I Believe: A
 Series of Intim

ate Credos, Clifton Fadim
an 

（ed.

）, Sim
on and Schuster, 1939, pp. 142 -3

〔
喜
多

村
浩
訳
『
私
は
信
ず
る
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
五
七
年
、
六
六
―
七
頁
〕.

（
18
）  Laski, I Believe, p. 143

〔
六
七
頁
〕.

（
19
）  

例
え
ば
、Harold J. Laski, A

 G
ram
m
ar of Politics, pp. 151 -2

〔
日
高
明
三
、
横
越
英
一
訳
『
政
治
学
大
綱
　
上
巻
』、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
五
二
年
、
二
二
四
―
五
頁
〕、
を
参
照
。

（
20
）  Laski, I Believe, p. 144

〔
六
八
―
九
頁
〕. 

な
お
、「
浸
透
（perm

eation

）」
に
つ
い
て
は
注
（
22
）
の
中
で
後
述
す
る
。

（
21
）  H
arold J. Laski, 

‘Som
e Im

plications of the Crisis

’, The Political Q
uarterly, II 

（4

）, p. 468

〔
岡
田
良
夫
訳
「
一
九
三
一
年
の
政
治

的
危
機
に
つ
い
て
」、『
危
機
の
な
か
の
議
会
政
治
』、
法
律
文
化
社
、
一
九
六
四
年
、
九
〇
頁
〕.

（
22
）  

「
浸
透
（perm

eation

）」
作
戦
と
は
、「
協
会
が
目
指
す
諸
政
策
の
実
現
へ
と
向
け
て
既
存
政
党
に
各
種
の
圧
力
を
行
使
し
て
い
く
」
フ
ェ
ビ

ア
ン
協
会
の
活
動
方
針
を
意
味
し
た
（
光
永
雅
明
「
社
会
主
義
運
動
の
結
社

―
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
」、
川
北
稔
編
、『
結
社
の
イ
ギ
リ
ス
史

―
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ク
ラ
ブ
か
ら
帝
国
ま
で
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
四
頁
）。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
背
後
に
は
、
資
本
家
階
級
を
説
得
し
て
議
会
を
通

じ
た
社
会
主
義
的
な
立
法
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。

（
23
）  

梅
澤
「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘
」、
三
二
六
―
七
頁
を
参
照
。

（
24
）  
こ
の
こ
と
か
ら
、「
一
九
三
二
、
三
年
に
は
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
を
採
る
の
で
、
こ
の
個
人
主
義
的
な
服
従
論
は
彼
の
著
作
か
ら
姿

を
消
し
」
た
と
す
る
デ
ィ
ー
ン
の
指
摘
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（D

eane, The Political Ideas of H
arold J. Laski, p. 172

〔
一
七
三

頁
〕）.

（
25
）  Laski, Liberty in the M

odern State, p. 88

〔
一
〇
二
頁
〕.

（
26
）  

梅
澤
「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘
」
三
二
八
―
三
〇
頁
を
参
照
。

（
27
）  Laski, A

 G
ram
m
ar of Politics, p. 288

〔
四
〇
二
―
三
頁
〕.

（
28
）  H

arold J. Laski, 
‘Introduction to the Pelican Edition

’, Liberty in the M
odern State, Penguin Books, 1937, p. 37 -8

〔
岡
田
良
夫

訳
「
自
由
の
危
機
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」、『
危
機
の
な
か
の
議
会
政
治
』、
二
三
八
―
九
頁
〕.

（
29
）  Laski, The Foundation of Sovereignty and O

ther Essays, p. 209

〔
三
七
七
頁
〕.

（
30
）  

こ
こ
で
の
「
中
産
階
級
（m

iddle class

）」
と
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
の
第
一
身
分
た
る
聖
職
者
、
第
二
身
分
た
る
貴
族
か
ら
区
別
さ
れ
た
、

第
三
身
分
た
る
「
平
民
」
を
指
す
概
念
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
ラ
ス
キ
思
想
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
新
興
中
産
階
級
」
と
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
異
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（
31
）  Laski, 

‘Som
e Im
plication of the Crisis
’, pp. 468 -9

〔
九
〇
―
一
頁
〕.

（
32
）  Laski, Liberty in the M

odern State, pp. 66 -7
〔
七
四
―
五
頁
〕.

（
33
）  H

arold J. Laski, 

‘Marxism
 after Fifty Years

’, Current H
istory, XXXV

II, 1933, p. 695

〔
服
部
辨
之
助
訳
「
マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年
」、

『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』、
角
川
書
店
、
一
九
五
七
年
、
八
三
頁
〕.

（
34
）  Laski, Liberty in the M

odern State, pp. 90 -1

〔
一
〇
四
―
五
頁
〕.

（
35
）  Laski, A

uthority in the M
odern State, p. 32; Laski, A

 G
ram
m
ar of Politics, p. 21

〔
四
七
頁
〕.

（
36
）  

デ
ィ
ー
ン
は
、
資
本
主
義
の
枠
内
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
改
善
の
歴
史
を
指
摘
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
予
言
の
失
敗
を
非
難
し
て

い
る
。「
こ
の
改
良
的
な
傾
向
は
、
革
命
感
情
の
一
般
的
な
衰
退
を
伴
っ
て
き
た
。（
…
…
）
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
、
労
働
者
階
級
は
決
し
て

同
質
的
な
集
団
で
は
な
い
。（
…
…
）
現
実
に
は
、
現
代
国
家
は
一
八
五
〇
年
の
国
家
よ
り
も
労
働
者
か
ら
の
圧
力
に
は
る
か
に
影
響
を
受
け
や
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す
い
の
で
あ
る
」（D

eane, The Political Ideas of H
arold J. Laski, pp. 165 -7

〔
一
六
三
―
五
頁
〕）.

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
そ
の
ま
ま
ラ
ス
キ
に
も
向
け
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
は
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
誤
り
を
認
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
資
本
主
義
の
「
膨
張
期
」
と
「
収
縮
期
」
と
い
う
枠

組
み
を
持
ち
出
し
て
、
こ
の
よ
う
な
資
本
家
に
よ
る
譲
歩
は
「
膨
張
期
」
に
の
み
可
能
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
収
縮
期
」
に
入
っ
た
ラ

ス
キ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ま
だ
社
会
問
題
が
資
本
主
義
の
枠
内
で
も
解
決
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
た
の

で
あ
る
。

（
37
）  H

arold J. Laski, 

‘The Present Position of Representative D
em
ocracy

’, G. Bernard Shaw
 

（ed.

）, W
here Stands Socialism

 To-
day, Rich &

 Cow
an, 1933, p. 12

〔
岡
田
良
夫
訳
「
議
会
政
治
の
崩
壊
と
社
会
主
義
」、『
議
会
政
治
の
崩
壊
と
社
会
主
義
』、
九
頁
〕.

（
38
）  

「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
に
重
点
を
置
い
た
ラ
ス
キ
研
究
と
し
て
は
、
小
笠
原
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
』、
毛
利
智
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
社

会
変
革
論

―
議
会
主
義
と
革
命
主
義
の
は
ざ
ま
で
」、『
政
治
思
想
研
究
』、
第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
三
〇
―
六
五
頁
、
が
あ
る
。

（
39
）  N

ew
m
an, H

arold Laski, p. 158.

梅
澤
　
佑
介
（
う
め
ざ
わ
　
ゆ
う
す
け
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
政
治
思
想
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史

　
主
要
著
作
　
　 「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
を
め
ぐ
っ 

て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
十
六
号
（
二
〇
一
三
年
）


