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ま

え

が

き

ェ
—
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム

過
去
十
年
の
あ
い
だ
で
、
最
も
目
立
っ
た
現
象
の
一
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
体
系
の
な
か
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
再 
與
で 

あ
っ
た
。
最
も
単
純
な
用
語
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
類
の
統
一
性
へ
の
信
頼
や
、
自
分
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
み
ず
か 

ら
を
完
全
な
も
の
と
す
る
と
い
う
人
間
の
潜
在
力
へ
の
信
頼
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の 

預
言
者
た
ち
や
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
に
ま
で
遡
る
長
い
変
容
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
「お
よ
そ
人
間
的
な
も
の
で
私
の
か
か 

わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
信
ず
る
」
と
い
う
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
言
明
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
精
神
の
一
つ
の
表
明
で
あ
っ
た
。
そ 

し
て
そ
の
反
響
と
し
て
、
数
世
紀
後
に
は
ゲ
ー
テ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
現
わ
れ
た
。
「人
間
は
彼
自
身
の
内
部
に
、
彼
の
個
性
だ 

け
で
は
な
く
人
間
性
の
す
べ
て
を
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
潜
在
カ
と
と
も
に
保
持
し
て
い
る
。
た
と
え
彼
の
個
人
的
な
存
在
に
対
す
る
外 

部
か
ら
の
制
約
の
た
め
に
、
人
間
は
こ
れ
ら
の
潜
在
力
を
た
だ
限
ら
れ
た
方
法
で
し
か
現
実
化
で
き
な
い
と
し
て
も
。」 

各
時
代
を
通
じ
て
、
幾
人
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
人
間
が
生
来
も
っ
て
い
る
善
や
神
の
実
在
を
信
じ
た
が
、
他
の
ヒ
ュ 

—
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
幾
人
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
思
想
家
——

彼
ら
の
な
か
に
は
ラ
イ 

プ
ニ
ッ
ツ
、
ゲ
ー
テ
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
マ
ル
ク
ス
が
含
ま
れ
て
い
る-
-

は
、
最
高
の
調
和
と
普
遍
性
を
達
成
す
る
た
め
に
、 

個
性
を
可
能
な
極
限
に
い
た
る
ま
で
展
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
と
く
に
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス 

卜
な
ら
誰
で
も
、
人
間
が
完
全
性
に
到
達
す
る
可
能
性
を
も
っ
と
い
う
信
念
を
分
け
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
神
の
恩
寵
を
必
要
だ
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と
信
ず
る
に
せ
よ
信
じ
な
い
に
せ
よ
、
彼
ら
は
こ
の{!

兀
全
性
へ
の
接
近
は
人
間
自
身
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る 

(
ル
タ
ー
が
匕
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る)
。
ジ
ャ
ン
バ
チ
ス
タ
・
ヴ
ィ
コ
や
カ
ー
ル
・
マ 
ル
ク
ス
の
よ
う
な 

非
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
こ
の
立
場
を
さ
ら
に
進
め
て
、
人
間
は
彼
自
身
の
歴
史
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
創 

造
者
で
あ
る
、
と
述
べ
る.
に
い
た
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
人
間
性
の
統
一
を
信
じ
、
人
間
の
未
来
に
信
頼
を
お
い
た
か
ら
、
け
っ
し
て
狂
信
的
に
は
な
ら
な
か 

っ
た
。
宗
教
改
革
の
後
、
彼
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
に
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
に
も
限
界
を
見
出
し
た
。
と
い
う
の
は
、
彼 

ら
は
一
つ
の
特
殊
な
組
織
あ
る
い
は
権
力
集
団
の
狭
い
視
角
か
ら
判
断
せ
ず
に
、
人
間
性
と
い
う
一
段
高
い
観
点
か
ら
判
定
を
下
し 

た
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
類
に
脅
威
を
与
え
る
も
の
へ
の
反
発
と
し
て
つ
ね
に
現
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ 

サ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
狂
信
の
脅
威
へ
の
反
発
と
し
て
、
啓
蒙
運
動
に
お
い
て
は
、
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
機
械
お
よ 

び
経
済
的
利
害
に
よ
る
人
間
の
奴
隸
化
に
対
す
る
反
発
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
。
現
今
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
再
興
は
、
こ
の
後
者 

の
脅
威
が
よ
り
強
化
さ
れ
た
か
た
ち
で!
!

人
間
が
物
の
奴
隸
と
な
り
、
人
間
自
身
が
つ
く
り
だ
し
た
環
境
の
囚
人
と
な
る
と
い
う 

怖
れ
と
し
て
——

出
現
し
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
核
兵
器
に
よ
っ
て
人
類
の
肉
体
的
生
存
が
ま
っ
た
く
新
た
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て 

い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
新
た
な
反
発
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
反
発
は
、
す
べ
て
の
陣
営|

カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
自
由
主
義
者
——

の
な
か 

に
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
が
、
「よ
り
よ
く
理
解
し
あ
う
」
た 

め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
哲
学
的
ま
た
は
宗
教
的
な
信
念
を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が
ヒ
ュ
ー
マ 

ニ
ス
ト
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
最
も
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
る
観
点
を
最
も
明
瞭
に
理 

解
で
き
る
地
点
に
達
し
う
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
さ
い
つ
ね
に
、
最
も
重
要
な
の
は
種
々
の
概
念
の
背
後
に
あ
る
人 

間
的
現
実
な
の
だ
と
い
う
考
え
を
心
に
銘
記
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
ー
支
流
を
な
す
諸
思
想
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
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まえがき

厶
は
、
重
要
な
点
で
他
の
諸
支
流
と
異
な
っ
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
を
完
全
に
人
間
的 

な
存
在
へ
と
変
形
す
る
と
い
う
仕
事
が
、
独
占
的
に
、
あ
る
い
は
大
体
に
お
い
て
、
教
育
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
と
信
じ
て
い
た
。 

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
社
会
変
革
の
必
要
に
つ
い
て
触
れ
た
者
も
あ
っ
た
が
、
理
論 

が
実
践
か
ら
、
知
識
が
行
動
か
ら
、
精
神
的
目
的
が
社
会
組
織
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
こ
と
を
最
初
に
宣
明
し
た
の
は
、
カ
ー
ル
・ 

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
自
由
で
独
立
な
人
間
は
た
だ
社
会
的•
経
済
的
な

r  

体
制
の
な
か
に
の
み
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
合
理
性
と
豊
か
さ
に
よ
っ
て
、
「前
史
」
の
時
代
を
終
ら
せ
、
「人
間
史
」
の 

時
代
を
切
り
開
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
人
の
完
全
な
発
展
が
社
会
の
完
全
な
発
展
の
条
件
と
な
り
、
ま
た
逆
に
社
会
の
完
全
な 

発
展
が
個
人
の
完
全
な
発
展
の
条
件
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
、
資
本
主
義
経 

済
の
研
究
と
労
働
者
階
級
の
組
織
の
た
め
に
捧
げ
、
新
し
い
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
の
た
め
の
基
盤
と
な
る
は
ず
の
社
会
主
義
社 

会
を
建
設
す
る
と
い
う
希
い
を
抱
き
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

労
働
者
階
級
は
社
会
の
変
革
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
階
級
は 

ま
さ
に
最
も
非
人
間
化
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
階
級
で
あ
り
、
ま
た
社
会
の
機
能
が
こ
の
階
級
に
依
存
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
潜
在
的
に
は 

最
も
強
力
な
階
級
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会
全
体
が
極
度
に
ま
で
疎
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ー 

方
、
資
本
主
義
が
発
展
す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
階
級
が
物
質
的
に
余
裕
を
も
ち
資
本
主
義
的
精
神
を
分
ち
も
つ
よ
う
に
な
る
と
い 

う
こ
と
を
見
通
し
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、
貧
困
の
な
か
の
疎
外
と
同
様
に
人
間
を
非
人
間
化
し
う
る
豊
富
の
な
か
の
疎
外
に
気
づ
く 

こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
経
済
組
織
の
変
革
の
必
要
、
生
産
手
段
の
制
御
を
個
人(
ま
た
は
法
人)

の
手
か
ら
組
織
さ
れ
た
生
産
者
の
手
へ
と 

移
す
必
要
を
強
調
し
た
が
、
彼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
恐
怖
を
感
じ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
多
く
の
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
も
、 

誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
マ
ル
ク
ス
が
人
間
の
精
神
的
欲
求
で
は
な
く
物
質
的
欲
求
だ
け
を
尊
重
し
て
い
る
と
非
難
し 

た
。
後
者
は
マ
ル
ク
ス
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
が
も
っ
ぱ
ら
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
物
質
的
豊
富
に
あ
る
と
信
じ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が

3
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資
本
主
義
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
方
法
が
経
済
的
に
よ
り
効
果
的
で
あ
り
、
労
働
者
階
級
に
よ
っ
て
導
か
れ
う
る
と
こ
ろ
に
あ 

る
と
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
想
は
、
人
間
が
他
の
人
間
お
よ
び
自
然
と
生
産
的
に
関
係
し
、
生
き
生
き 

と
し
た
仕
方
で
世
界
に
応
答
し
、
彼
が
豊
か
な
も
の
を
所
有
し
た
か
ら
で
な
く
彼
自
身
が
豊
か
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
富
裕
で
あ
る
と 

い
っ
た
状
態
を
め
ざ
し
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
は
人
生
の
意
味
に
対
す
る
解
答
を
探
し
求
め
た
が
、
こ
の
意
味
が
神
の
存
在
へ
の
信
仰
を
通
じ
て
し
か
見
出
さ
れ
な
い 

と
い
う
伝
統
的
な
宗
教
的
解
答
を
承
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
マ
ル
ク
ス
は
、
旧
来
の
神
学
的
な
考
え
方
を
拒
否
し
て
人
生 

を
方
向
づ
け
る
新
し
い
精
神
的
枠
組
を
探
究
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
ゲ
ー
テ
に
い
た
る
啓
蒙
思
想
家
た
ち
と
、
同
じ
流
れ
に
属
し
て
い 

る
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
は
、
精
神
的
な
問
題
を
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
取
り
扱
お
う
と
し
た
ジ
ャ
ン•
ジ
ョ
レ
ー
ス
や
ル
ナ
チ
ャ
ー
ル
ス 

キ
イ
、
ゴ
リ
キ
イ
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
い
っ
た
社
会
主
義
者
た
ち
と
は
異
な
り
、
こ
の
問
題
を
直
接
に
論
議
す
る
こ
と 

を
用
心
深
く
避
け
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
が
有
害
だ
と
考
え
た
宗
教
的
ま
た
は
観
念
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
妥
協
は
、
ど
ん 

な
か
た
ち
で
も
回
避
し
た
い
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
お
そ
ら
く
」
九
世
紀
の
な
か
で
最
も
強
力
な
、
幅
広
く
無
神
論
的
な
性
格
を
も
つ
精
神
運
動
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
ー
九
一
国
年
以
後
に
は!
I

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
で
さ
え
も
—
!

こ
の
精
神
の
大
部
分
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に 

は
多
く
の
異
な
っ
た
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
最
も
重
大
な
要
因
は
、
二
つ
の
大
戦
の
あ
い
だ
の
時
期
に
資
本
主
義
社
会
に
大
き 

く
広
が
り
は
じ
め
た
消
費
の
新
し
い
拡
大
と
消
費
の
倫
理
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
つ
の
大
戦
に
よ
っ
て
第
二
次
的
〔経
済
的
〕な
か 

た
ち
で
激
し
い
動
揺
を
も
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
破
壊
と
苦
悩
の
す
ぐ
後
に
続
い
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
、 

人
生
の
意
味
や
生
活
に
お
け
る
人
間
の
目
標
に
つ
い
て
の
問
い
が
、
第
一
次
的
な
重
要
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
精
神
的
問
題
は
歴
史
上
お
れ
わ
れ
の
こ
の
現
在
の
瞬
間
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の 

大
部
分
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
カ
モ
フ
ラI

ジ
ュ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
産
諸
力
が
高
度
の
発
展
を
遂
げ
な 

か
っ
た
あ
い
だ
は
、
労
働
の
必
要
、
生
存
を
保
持
す
る
必
要
と
い
う
こ
と
が
人
生
に
十
分
な
意
味
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
人

4
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まえがき

類
の
き
わ
め
て
広
汎
な
人
た
ち
に
と
っ
て
、
い
ま
で
も
な
お
真
実
さ
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
労
働
と
余
暇
と
の
混
合
や
消
費
が
た
え 

ず
拡
大
し
て
ゆ
く
と
い
う
夢
に
よ
っ
て
、
人
間
が
本
来
あ
る
べ
き
も
の
と
な
り
う
る
真
の
人
間
的
な
潜
在
力
を
自
覚
す
る
こ
と
が
困 

難
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
工
業
的
に
発
展
し
た
諸
国
に
生
活
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
も
、
真
実
さ
を
失
っ
て
い
な
い
。 

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
全
面
的
に
工
業
化
さ
れ
自
動
化
さ
れ
た
世
界
、
つ
ま
り
週
十
時
間
か
ら
二
十
時
間
の
労
働
が
標
準
と
な
り
、 

多
く
の
物
質
的
満
足
が
誰
に
で
も
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
り
前
と
な
る
よ
う
な
世
界
に
向
か
っ
て
、
急
激
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
全
面
的
に
豊
富
な
社
会(
た
と
え
そ
れ
が
社
会
主
義
社
会
で
な
い
と
し
て
も
、
計
画
に
も
と
づ
く
社
会
と
な
ろ
う)

に 

お
い
て
は
、
人
間
の
精
神
的
問
題
は
、
過
去
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
尖
鋭
で
緊
急
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

本
書
は
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
の
問
題
を
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
側
面
に
お
い 

て
明
確
に
す
る
こ
と
、
ま
た
さ
ら
に
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
も
は
や
少
数
の
分
散
し
て
い
る
知
識
人
に
か
か
わ
る
も
の
で 

は
な
く
、
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
運
動
で
あ
り
、
異
な
る
国
々
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
運
動
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
東
と
西
と
か
ら
多
く
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス 

テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
者
が
は
じ
め
て
一
堂
に
会
し
た
。
珏
就
者
と
同
様
に
寄
稿
者
た
ち
も
、
本
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
数 

十
年
の
歷
史
と
人
類
の
物
質
的
・
精
神
的
遺
産
へ
の
現
在
の
脅
威
と
が
多
く
の
社
会
主
義
者
に
何
を
教
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ 

い
て
の
共
通
の
返
答
を
、
は
じ
め
て
十
分
に
知
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
篇
の
例
外
は
あ
る
が
、
他
の
寄
稿
者
は
す
べ
て
と
く
に
本
書
の
た
め
に
執
筆
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
私
は
ど
の
場
合
も
、
執
筆 

者
に
対
し
て
論
文
を
書
き
お
ろ
す
さ
い
の
主
題
を
示
唆
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
社4

{
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

に
連
関
す
る
と
い
う
一
般
的
な
枠
の
内
で
、
寄
稿
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
主
題
に
つ
い
て
書
い
て
も
ら
う
方
が
よ
い 

と
私
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
者
た
ち
の
主
要
な
関
心
が
ど
こ
に
あ 

る
か
を
提
示
し
た
い
と
私
は
望
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
も
し
同
じ
主
題
を
幾
度
も
異
な
る
執
筆
者
が
取
り
扱
っ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し 

て
不
都
合
と
は
私
は
思
わ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
反
対
に
、
本
書
の
な
か
で
大
部
分
の
執
筆
者
の
あ
い
だ
に
基
本
的
な
意
見
の
一
致
が

5
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提
示
さ
れ
る
の
が
見
ら
れ
れ
ば
、
ま
た
さ
ら
に
広
く
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
の
地
域
に
、
と
り
わ
け
英
語
圏
の
人
た
ち
に
著
作
を
ほ
と 

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
チ
ェ
ユ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
思
想
の
新
し
い
学
派
が
起
こ
っ 

て
き
て
い
る
の
が
見
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
興
味
深
く
、
強
烈
な
印
象
さ
え
与
え
る
現
象
だ
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
る
。 

執
筆
者
た
ち
の
共
通
の
結
び
つ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
彼
ら
の
あ
い
だ
に
も
、
編
者
と
の
あ
い
だ
に
も
、
重
要
な
意
見 

の
相
違
が
あ
る
。
執
筆
者
た
ち
は
異
な
る
政
治
的
党
派
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
執
筆
者
の
大
部
分
は
社
会
主
義
者
で
あ
る
が
、
幾
人 

か
は
そ
う
で
は
な
い
。
多
く
の
執
筆
者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
が
、
幾
人
か
は!
!

そ
の
な
か
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
独
立
の
自 

由
主
義
者
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
の
労
働
党
員
が
含
ま
れ
る
が!

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
。
こ
こ
に
寄
稿
が
出
版
さ
れ
る
者
は 

誰
一
人
と
し
て
、
他
の
執
筆
者
や
編
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
見
解
に
対
し
、
責
任
を
負
い
え
な
い
の
で
あ
る
。 

す
べ
て
の
寄
稿
者
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
人
間
お
よ
び
人
間
の
潜
在
力
の
完
全
な
展
開
に
つ
い
て
共
通
の
関
心
を
示
し
、 

政
治
的
な
現
状
に
対
す
る
批
判
的
態
度
、
と
く
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
後
者
が
と
り
わ
け 

重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
ん
に
ち
で
は
、
自
由
、
社
会
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
神
と
い
っ
た
概
念
が
、
疎
外
さ
れ
た
、
あ 

か
ら
さ
ま
に
イ
デ
オ
ロ
ギI
的
な
や
り
方
で
、
誰
が
そ
う
し
た
概
念
を
用
い
て
い
る
か
気
に
も
と
め
な
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
、 

か
っ
て
よ
り
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
概
念
の
な
か
に
実
際
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
言
葉
で
あ
り
音
声
だ 

け
で
あ
っ
て
、
言
葉
が
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
本
物
の
経
験
で
は
な
い
。
寄
稿
者
た
ち
は
人
間
存
在
の
現
実
を
取
り
扱
っ 

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
批
判
的
な
の.
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
つ
の
観
念
が
現
実
を
表
現
し
て
い
る
の
か
、 

そ
れ
と
も
現
実
を
陰
蔽
し
て
い
る
の
か
、
と
た
え
ず
問
い
た
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
寄
稿
者
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
人
類
の
最
も
緊
急
な
課
題
は
平
和
の
確
立
に
あ
る
、 

と
彼
ら
が
確
信
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
誰
一
人
と
し
て
、
ど
ん
な
方
法
に
よ
っ
て
も
冷
戦
を
説
く
者
は
い
な
い
の
で
あ 

る
。残

念
な
こ
と
だ
が
、
本
書
に
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
脱
漏
が
あ
る
。
執
筆
者
の
大
部
分
は
、
ヨ
—P

ッ
パ
人
か
北
ア
メ

6
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まえがき

リ
カ
人
で
あ
る̂

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
代
表
す
る
者
も
あ
る
が
僅
か
で
あ
る̂

同
様
に
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ 

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
組
織
の
実
践
的
・
経
験
的
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「実
践
」
と
い
う
第
五
部
の
な
か
で
取
り
扱
っ
た 

だ
け
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
と
比
較
し
て
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
側
面
が
一
方
的
と
い
え
る
ほ
ど
大
き
く
取
り
扱
わ
れ 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
社
会
主
義
的
組
織
の
重
要
問
題
の
多
く
は
、
た
だ
本
書
で
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な 

く
、
一
般
に
社
会
主
義
の
文
献
の
な
か
で
も
僅
か
し
か
論
議
さ
れ
て
い
な
い(
そ
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
現
実
的 

な
人
間
的
欲
求
と
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
欲
求
と
の
区
別
、
し
ゃ
し
品
産
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
手
仕
事
の
復
活
の
可
能
性
、
直
接 

に
顔
を
合
わ
す
小
集
団
に
基
礎
を
お
く
民
主
主
義
的
参
加
の
新
し
い
形
態
、
等
々
が
あ
げ
ら
れ
る)
。 

要
約
す
る
と
、
過
去
数
百
年
を
通
じ
、
こ
ん
に
ち
ほ
ど
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
の
問
題
が
広
汎
に
集
中
的
に
研
究 

さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
も
お
そ
ら
く
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
象
を
は
っ
き
り
と
提
示
し
、
そ
う
し
た
研 

究
の
成
果
の
一
部
を
公
開
す
る
の
が
、
本
書
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
人
間
に
対
す
る
こ
の
関
心
や
非
人
間
化
へ
の
抵
抗
に
お
い
て
、 

私
は
す
べ
て
の
ヒ
ュI

マ
ニ
ス
ト
と
の
連
帯
感
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
わ
れ
わ
れ
と
す
べ
て
の
見
解
を
共
に 

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
す
べ
て
は
わ
れ
わ
れ
と
と
も
に
人
間
の
完
全
な
発
展
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
私
の
編
集
の
仕
事
を
援
助
し
て
く
れ
た
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
私
は
し
ば
し
ば
、
ロ
ン
ド
ン
大 

学
の
ト
ー
マ
ス• B
 
・
ボ
ッ
ト
モ
ア
氏
、
ザ
グ
レ
ブ
大
学
の
ガ
ヨ
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
氏
に
助
言
を
求
め
た
が
、
両
氏
は
そ
れ
に
い 

つ
も
快
く
応
じ
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
篆
や
構
成
に
つ
い
て
の
私
の
提
案
に
よ
く
協
力
し
て
執
筆
し
て
く
れ
た
寄
稿
者
た
ち
に
対
し
、 

ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
ー
ト
語
〔
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
言
語
〕
で 

書
か
れ
た
筋
の
こ
み
い
っ
た
原
稿
を
英
訳
す
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
従
事
し
て
く
れ
た
翻
訳
者
た
ち
に
対
し
、
私
は
深
く
感
謝
し 

て
い
る
。
最
後
に
、
本
書
の
編
集
に
終
始
一
貫
た
ず
さ
わ
り
、
原
稿
を
集
め
る
た
め
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
を
傾
け
て
く
れ
た
ダ
ブ 

ル
デ
ィ
社
のA
 
・
フ
リ
—
グ
ッ
ド
氏
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
る
。 

〔城
塚 

登
訳
〕
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ン
タ
— 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
現
象 

;

ヒ 

ー
, 

—
!

人
間
の
自
由
か
疎
外
か 

マ
チ
ノ
ト
・=
—
ル 

第

五

部

実 

践

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
と
未
来 

ノI

マ
ン
・
ト
マ
ス 

計
画
と
階
級
な
き
社
会 

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ア
ー
ベ
ン
ト
ロ
ー
ト 

社
会
福
祉
と
供
与
の
方
法 

リ
チ
ャ}
ド
・M
 
・
テ
ィ
ト
マ
ス 

産
業
、
労
働
、
社
会
主
義 

T
 * B
 
・
ボ
ッ
ト
モ
ア 

豊
か
な
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
由 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
キ
ン
グ"
ホ
ー
ル
卿 

啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な 

技
レ
メ
ド
ッ 

理
想
と
数
理
経
済
学 

オ
ー
ノ
。
メ
ウ 

計
画
と
集
団
に
関
す
る
反
省 

ダ
ニ
ー:

ド
ル
チ 

社
会
主
義
の
法
哲
学 

ガ
ル
ヴ
ァ
ノ •
デ
ル
ラ•
ヴ
ォ
ル
ベ 

三
重
革
命 

W
•H

・
フ
ェ
リ
ー
ほ
か 

監
訳
者
あ
と
が
き 

城
塚
登
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凡

例

ー 

原
書
で
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
訳
書
で
は
傍
点
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
書
名
・
雑
誌 

名
に
関
し
て
は
、
『
』
で
あ
ら
わ
し
た
。

二 

原
書
で
引
用
符
号
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
訳
書
で
は
「
」
で
あ
ら
わ
し
、
引
用
文
中
の
引
用
符
号
の
部
分
の 

み
は
〈
〉
で
あ
ら
わ
し
た
。

三 

訳
書
で
〔
〕
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
部
分
は
、
訳
者
の
補
訳
し
た
個
所
を
示
し
て
い
る
。

四 

原
註
の
出
典
名
は
、
原
書
に
お
い
て
は
す
べ
て
英
訳
名
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
訳
書
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り 

そ
の
出
典
の
原
外
国
語
名
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
邦
訳
書
の
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
邦
訳
書
の
書
名
な 

ら
び
に
そ
の
引
用
べI

ジ
数
を
記
す
こ
と
に
よ
り
、
読
者
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。
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警 

部

ヒ

1
マ

ズ 

ム
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人

間

的

な

社

会

の

探

究

ヴ
ェ
リ
コ•

コ
ラ
ッ
チ

veljk。
Kora・

は
、
ベルグラード大学の哲学教授
'

ー
九
三
八
年
ま
で
ザ
グ 

リ
ブ
お
よ
び
プ
ラ
ー
グ
で
研
究
し
た
後
、
ベ
ル
グ
ラI
ド
大
学
で
哲
学
博
士
の
学
位
を
得
た
。 

第
二
次
大
戦
中
は
、
彼
は
ユ:
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
パ
ル
テ
ィ
ザ
ン
に
加
わ
っ
て
闘
っ
た
。
ー 

九
六
二
年
か
ら
六
三
年
に
か
け
て
、
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
援
助
に
よ
り
合
衆
国
で
研
究
し
た
。 

彼
の
関
心
は
、
主
と
し
て
近
代
哲
学
史
、
文
化
人
類
学
、
社
会
学
に
あ
る
。
『カ
ン
ト
の
純 

粋
理
性
批
判
』、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
の
基
礎
』、
『社
会
主
義
に
お
け
る
人
間
性
』、
『
マル 

ク
ス
と
現
代
社
会
学
』、
そ
の
他
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
に
対
し
て
最
も
頻
繁
に
む
し
か
え
さ
れ
て
い
る
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
が
人
間
と
社
会
を
ま
っ
た
く
物
質
的 

な
要
素
に
解
体
し
、
人
間
性
の
本
質
で
あ
る
べ
き
精
神
を
物
質
的
生
命
現
象
の
た
ん
な
る
副
作
用
に
お
と
し
め
た
こ
と
は
、
ヒ
ュ
— 

マ
ニ
ス
ト
の
立
場
か
ら
容
認
し
が
た
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
社
会
的
主
義
は
人
間
的
な
内
容
を
欠
い
て
お
り
、 

そ
の
理
想
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
は
ホ
モ•
サ
ピ
エ
ン
ス(
叡
知
人)

で
は
な
く
、
ホ
モ•
フ
ァ
ー
ベ
ル(
工
作
人)

で
あ
る
と
い 

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
欠
点
は
、
人
間
と
社
会
の
双
方
の
価
値
を
お
と
し
め
、
低
く
評
価
す 

る
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
す
る
唯
物
論
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
の
最
も
特
鐵
的
な
例
の
一
つ
は
、
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ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ
ッ
ク
ス•
シ
ェ
ー
ラI

の
批
判
で
あ
る
。
『宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
』
に
お
い
て
マ"
ク
ス•
シエ

1

ラ 

I

は
、
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
と
ら
え
方
を
乱
暴
な
唯
物
論
者
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
そ
れ
と
同
一
視
さ
え
し
て 

い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「人
間
が
歴
史
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
人
間
自
身
が
、
変
化
し
て
い
く
条
件
の
も
と
で
の
歴
史
に
ょ 

っ
て
、
と
り
わ
け
経
済
の
歴
史
と
経
済
的
な
構
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
マ
ル
ク
ス
が
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー 

に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
を
経
済
的
条
件
の
産
物
と
考
え
、
精
神
的
な
創
造
力!

芸
術•
科
学
・
哲
学
・
法
律
等
を
通
じ
て 

示
さ
れ
る
—l

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
内
在
的
な
論
理
と
一
貫
性
と
を
も
た
な
い
と
考
え
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
そ
の
よ 

う
な
ー
貫
性
も
、
真
の
因
果
律
も
、
経
済
の
形
態
に
よ
っ
て
完
全
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
批
評
は
目
新
し
く
も
独
創
的
で
も
な
い
し
、
も
し
シ
エ1

ラ
ー
が
こ
ん
に
ち
の
哲
学
的
人
間
学
、
す
な
わ
ち
人
間
存 

在
を
現
実
の
特
殊
の
次
元
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
科
学
の
創
始
者
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
注
目
に
値
し
な 

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
哲
学
者
が
、
マ
ル
ク
ス
と
カ
・
—
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
唯
物
論
に
い
か
な
る
違
い
も
認 

め
な
い
以
上
、
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
の
な
か
に
あ
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
と
ら
え
そ
こ
ね
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ 

と
に
は
啬
睽
が
あ
る
。 

〇

マ
ル
ク
ス
の
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
の
第
三
テ
ー
ゼ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「人
間
は
環
境
と
教
育
の
所
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
を
変
え
る
の
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
環
境
と
異
な
っ
た
教
育
で 

あ
る
と
い
う
唯
物
的
な
主
張
は
、
環
境
は
人
間
に
よ
っ
て
こ
そ
変
え
ら
れ
る
こ
と
、
教
育
者
自
身
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と 

を
忘
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
唯
物
論
は
必
然
的
に
社
会
を
二
つ
の
部
分
に
分
割
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
ち
の 

一
方
の
部
分
は
社
会
を
越
え
た
も
の
に
高
め
ら
れ
る(
た
と
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
の
場
合
の
よ
う
に)
。
環
境
の
変
化
と 

人
間
の
行
為
の
変
化
の
一
致
は
、
た
だ
革
命
的
な
実
践(praxis)
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
う
る
し
、
ま
た
合
理
的
に
理
解
さ 

れ
う
る
の
で
あ
る
。」
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人間的な社会の探究

経
験
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
最
も
厳
し
い
向
う
見
ず
の
批
判
は
、
彼
の
著
作
に
ま
っ
た
く
親
し
ん
だ
こ 

と
の
な
い
反
対
者
た
ち
の
水
準
に
し
か
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
、
こ
の
文
章
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
信
じ
が 

た
い
。
し
か
し
、
も
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
実
際
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ア
ハ
論
」
を
含
め
て
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
シ
ヱ 

—
ラ
ー
は
他
の
多
く
の
ひ
と
び
と
と
同
様
、
唯
物
論
者
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
が
伝
統
的
な
唯
物
論
の
一
面
性
と
偏
狭
性
を
批
判
し
た 

点
で
、
例
外
的
な
立
場
に
い
た
こ
と
を
と
ら
え
る
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
失
敗
し
た
と
結
論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
他
の 

多
く
の
ひ
と
び
と
が
示
そ
う
と
し
た
の
と
は
反
対
に
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
は
、
明
白
に
人
間
の
歴
史
は
ま
さ
に
人
間
自
身
が
っ
く
り 

だ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
が
い
か
に
強
調
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
『資
本
論
』
第
一
巻
で
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
の
歴 

史
と
自
然
の
歴
史
の
本
質
的
な
違
い
は
、
前
者
が
人
間
の
仕
事
で
あ
り
、
後
者
は
そ
う
で
な
い
と
書
い
た
人
、
ジ
ャ
ン
バ
チ
ス
タ
・ 

ヴ
ィ
口
に
言
及
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
に
、
歴
史
を
こ
え
た
、
神
聖
な
性
質
を
備
え
た
全
能
な 

創
造
者
の
役
創
を
演
じ
さ
せ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
歴
史
そ
の
も
の
の
な
か
で
人
間
を
考
察
し
「世
界
歴
史
と
よ
ば
れ
る
も 

の
は
人
間
労
働
に
よ
る
人
間
の
創
造
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
「よ
り
高
い
」
カ
(
そ
れ
が
ど 

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
と
も)

の
産
物
で
も
な
く
、
彼
の
存
在
は
一
度
き
め
ら
れ
た
ら
そ
れ
っ
き
り
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
歴 

史
を
つ
く
り
な
が
ら
、
人
間
は
自
己
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
自
己
を
つ
く
り
つ
つ
歴
史
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
の
秘
密
は 

人
間
の
労
働
に
あ
る
。
労
働
は
、
人
間
の
利
益
の
た
め
に
作
用
す
る
よ
う
に
自
然
の
諸
力
を
方
向
づ
け
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
の 

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
、
現
実
の
特
殊
な
次
元
と
し
て
の
自
然
的
な
必
然
性
を
の
り
越
え
る
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
が
人
間
を
た
ん
に
物
質
的
な
覆
の
結
果
と
し
て
し
か
理
解
し
て
お
ら
ず
、
説
明
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
ひ
と
び
と 

は
、
人
間
の
根
底
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な
態
度
の
も
つ
意
味
を
理
解
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
理
解 

し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
人
間
の
と
ら
え
か
た
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
の
態
度
は
、
ど
の
点
で
マ
ル
ク
ス
の
唯 

物
論
が
旧
来
の
唯
物
論
と
違
う
か
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
人
間
の
見
方
こ
そ
、
こ
ん
に
ち
の
哲
学
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的
人
間
学
お
よ
び
社
会
学
の
創
始
者
の
う
ち
で
、
マ
ル
ク
ス
が
最
も
卓
越
し
た
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、 

マ
ル
ク
ス
の
定
義
で
は
人
間
が
物
質
的
な
条
件
お
よ
び
状
況
に
お
け
る
単
純
で
偶
然
的
な
産
物
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
そ
う
と 

す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
試
み
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は:

人
間
の
根
底
を
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
自
然
の
な
か
に
も
、 

同
じ
よ
う
に
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
社
会
の
総
体
の
う
ち
に
も
求
め
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
の
実
践
の
う
ち
に
人
間
の
根 

底
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
践
と
は
、
人
間
の
労
働
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
労
働
と
異
な
っ
て
い
る
点
に
お
い 

て
の
み(
つ
ま
り
、
た
と
え
蜜
蜂
が
巣
の
建
築
に
お
い
て
多
く
の
人
間
の
建
築
家
を
恥
じ
い
ら
せ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
人
間
の
ど 

ん
な
に
下
手
な
建
築
で
も
、
蜜
蜂
の
建
築
の
最
上
の
も
の
よ
り
は
優
れ
て
い
る
点
に
お
い
て)

人
間
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。 

人
間
の
自
然
、
あ
る
い
は
人
間
の
本
質
が
他
の
動
物
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
根
底
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
主
張 

に
は
、
な
ん
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
人
間
行
為
の
研
究
の
出
発
点
と
し
て
、
人
間
の 

行
為
が
目
的
を
も
つ
、
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
目
的
性
と
は
、
人
間
が
自
然
を
利
用
す
る
こ
と
、 

あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
、
自
然
を
人
間
化
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
人
間
精
神
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
。
他
の
あ
ら 

ゆ
る
動
物
は
、
い
か
に
知
恵
が
あ
る
と
心
っ
て
も
、
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
的
に
自
然
の
必
然
性
に
従
属
し
、
そ
の
属
す
る 

種
の
限
界
の
な
か
で
し
か
行
動
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
自
己
を
必
然
性
か
ら
解
放
し
、
他
の
種
族
の
特
性
を
利
用
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
だ
け
が
、
自
然
の
な
か
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
く
ま
な
く
人
間
自
身
の 

目
的
に
役
立
て
、
他
の
動
物
は
自
己
自
身
を
再
生
産
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
に
、
全
自
然
を
再
生
産
す
る
普
遍
的
な
種
と
な
る 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
の
動
物
が
直
接
的
な
必
然
性
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
、
人
間
は
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
。 

こ
の
点
で
、
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
の
み
、
人
間
は
人
間
と
し
て
労
働
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
、
人
間
の
特
殊
性
は
、
人
間
が
彼
自
身
の
生
命
に
か
か
わ
る
欲
求
に
対
し
て
も
「否
」
と 

い
い
、
「禁
欲
を
原
則
と
し
て
生
き
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
と
い
う
と
き
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
た
だ
マ
ル
ク
ス
が
ず 

っ
と
以
前
に
、
そ
し
て
い
っ
そ
う
意
味
深
く
述
べ
た
こ
と
を
、
も
っ
と
浅
薄
で
、
ぎ
こ
ち
な
く
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
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あ
る
。
人
間
の
起
源
が
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
よ
う
と
、
自
然
力
の
偶
然
的
な
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
よ
う
と
、
歴
史
の
示 

す
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
、
理
性
と
い
う
「よ
り
高
い
」
力
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
理
性
に
よ
っ
て
自
然
の
必
然 

性
を
直
接
的
に
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
存
在
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
を
考
察
す
る
に
は
、
人 

間
的
な
存
在
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
要
因
と
構
成
要
素
を
明
ら
か
に
し
、
人
間
が
自
分
自
身
を
形
成
す
る
さ
い
に
、
つ
く
り
だ
さ
れ
る
あ 

ら
ゆ
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
人
間
が
人
間
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
人
間
の
実
践
の
目
的 

性
、
あ
る
い
は
人
間
的
「本
性
」
の
根
底
を
説
明
し
な
い
限
り
、
蓋
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
解
釈
者
た
ち
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
を
マ
ル
ク
ス
の
後
継
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
に
せ
よ
、
反
対
者
と
考 

え
て
い
た
に
せ
よ
、
人
間
の
類
的
な
本
質
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
が
社
会
学
や
社
会
科
学
一
般
や
社
会
主
義
を
理
論
的
に
解
明 

し
う
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
と
ら
え
よ
う
と
試
み
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
自
分
が
最
も
首
尾
一
貫
し
た
、
あ
る
い
は
唯
一
の
マ 

ル
ク
ス
の
思
想
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
は
、
真
の
マ
ル
ク
ス
哲
学
で
は
抽
象
的
な
人
間
と
し
て
の
人
間 

と
か
、
人
間
一
般
と
か
、
人
間
の
本
性
と
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
特
定
の
社
会
経
済
的
形
成
過
程
、
特
定
の
階
級 

等
々
に
つ
い
て
し
か
問
題
に
し
え
な
い
と
断
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ー
面
的
な
態
度
が
、
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、 

マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
の
現
状
が
証
明
し
て
い
る
。 

・ 

し
か
し
な
が
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
著
作
や
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
考
え
を
通
し
て
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
著
作
か
ら
じ 

か
に
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
親
し
め
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
青
年
時
代
か
ら
そ
の
生
涯
の
ま
さ
に
終
り
ま
で
、
人
間
と
し
て
人
間
に
つ
い
て 

書
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
に
可
能
な
限
り
全
な
定
義
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
き
わ
め 

て
簡
単
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
マ
ル
ク
ス
に
は
そ
う
す
る
よ
り
外
の
道
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
は
人
間
の 

間
題
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
当
時
の
人
間
の
諸
定
義
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
こ 

そ
は
、
社
会
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
、
最
初
に
人
間
が
明
確
に
定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
最 

初
の
人
で
あ
っ
た
〇
マ
ル
ク
ス
の
著
書
を
真
剣
に
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
ひ
と
び
と
は
、
マ
ル
ク
ス
は
初
期
の
著
作
を
書
い
た
後
に
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は
、
人
間
を
人
間
と
し
て
論
議
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
全
体
と
し
て
解
釈 

し
た
場
合
正
し
く
は
な
い0

マ
ル
ク
ス
は
、
『資
本
論
』
第
一
巻
で
、
資
本
主
義
社
会
に
い
て
は
、
「将
軍
や
銀
行
家
は
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
が
、 

人
間
と
し
て
の
人
間
は
非
常
に
あ
わ
れ
な
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
」
こ
と
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
人
間
に
お
け
る 

人
間
的
な
要
素
は
、
資
本
家
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
な
ど
の
一
ハ
世
紀
フ 

ラ
ン
ス
の
哲
学
者
が
と
り
わ
け
人
間
の
概
念
に
関
し
て
機
智
の
あ
る
言
葉
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
ベ
ン
サ
ム
は
ま
わ
り
く
ど
く
繰 

り
返
し
て
い
る
だ
け
だ
と
指
摘
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「犬
に
と
っ
て
何
が
役
に
立
つ
か
を
知
る
た
め
に
は
、
犬
の
性
質
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
性
質
は
〈有
用
性
の
原
則
〉 

か
ら
ひ
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
こ
と
を
人
間
に
あ
て
は
め
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
や
人
間
関
係 

を
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
人
間
の
本
性
一
般
で
あ
り
、
第
二
に
は
歴
史
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代 

で
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
时
ム
は
こ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
。
素
朴
に
も
彼
は
現
代
の
イ
ギ
リ
ス
の 

俗
物
を
正
常
な
人
間
の
代
表
と
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。」 

人
間
本
性
一
般
の
問
題
を
無
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
考
え
な
い
人
た
ち
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク 

ス
は
ま
た
、
人
間
は
歴
史
の
一
時
点
あ
る
い
は
一
定
の
体
系
の
な
か
に
現
わ
れ
た
ま
ま
永
遠
に
同
一
で
あ
り
つ
づ
け
る
存
在
で
あ
る
、 

と
い
う
定
義
に
も
異
議
を
唱
え
た
。
マ
ル
ク
ス
が
批
判
し
た
社
会
主
義
理
論
は
、
人
間
を
永
遠
に
固
定
さ
れ
孤
立
し
た
も
の
と
前
提 

し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
人
間
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
理
想
的
な
社
会
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、 

必
要
お
修
正
を
加
え
て
、
g
u
s
多

m

旨n
&
 
ズ
ン
サ
ム
の
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
理
論
と
関
連
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
は
自
己
を
形
成
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
自
己
実
現
を
な
し
遂
げ
る
能
力
が
あ
る
と
考
え
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た
。
他
の
社
会
主
義
の
諸
理
論
が
、
人
間
が
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
根
底
に
あ
る
原
因
を
検
討
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た 

の
に
対
し
て
、
新
し
い
人
間
の
概
念
に
も
と
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
、
実
践
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
、
同
時
代
の
階
級
社
会
の 

現
わ
れ
方
を
探
求
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
人
間
か
ら
、
人
間
労
働
の
産
物
か
ら
、
そ
し
て
さ
ら
に
人
間
自
身
の
行
為
か
ら
、
人
間
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を 

批
判
的
分
析
に
よ
っ
て
立
証
し
、
こ
の
よ
う
な
非
人
間
化
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
廃
止
と
人
間
的
な
社
会
を
再
興
す
る
可
能
性
の
問
題 

を
提
起
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
他
の
社
会
主
義
者
た
ち
も
ま
た
現
実
社
会
の
批
判
者
と
し 

て
、
私
有
制
の
社
会
が
苛
酷
な
搾
取•
非
人
間
化•
人
間
の
歪
曲
の
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、 

か
か
る
事
態
の
生
じ
た
原
因
を
け
っ
し
て
深
く
分
析
し
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
。 

社
会
は
、
社
会
の
諸
関
係
を
よ
り
優
れ
た
も
の
と
す
る
理
想
的
な
計
画
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
社
会
の
諸 

関
係
は
、
理
性
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
計
画
が
提
供
す
る
も
の
を
、
人
民
が
理
解
す
る
や
い
な
や
実 

現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
な
か
に
あ
る
真
の
解
放
の
力
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
主
義
者
た
ち
に
は
理 

解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
現
実
の
非
人
間
化
と
非
人
間
性
を
克
服
す
る
真
の
方
法
も
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ 

の
よ
う
な
計
画
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
す
ぐ
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
主
義
の
理
想
は
う
や
む
や
に
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
産
主
義
的
、 

社
会
主
義
的
教
義
と
対
面
し
た
さ
い
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
は
終
始
こ
の
よ
う
な
思
想
を
批
判
し
、
そ
れ 

ら
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
平
等
主
義
的
な
独
断
論
や
幻
想
主
義
、
お
よ
び
そ
の
他
の
偏
見
の
ゆ
え
に
反
対
し
た
。
彼
は
最
初
か 

ら
く
わ
だ
て
ら
れ
て
い
る
平
等
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
独
断
論
と
見
な
し
た
。
そ
の
よ
う
な
平
等
主
義
の
独
断
論
の
か
わ
り
に
、 

マ
ル
ク
ス
は
現
実
社
会
の
非
人
間
性
を
首
尾
一
貫
し
て
批
判
す
る
道
を
選
ん
だ
。
現
実
社
会
の
基
本
的
な
矛
盾
の
根
底
を
求
め
て
、 

マ
ル
ク
ス
は
資
本
と
労
働
と
の
和
解
し
が
た
い
対
立
と
い
う
現
象
に
到
達
し
た
。
こ
れ
に
直
面
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
類
的
な 

本
質
の
説
明
を
求
め
は
じ
め
、
そ
れ
を
人
間
労
働
の
目
的
性
に
見
出
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
「労
働
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
人
は
直
接
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的
に
人
間
自
身
を
問
題
と
す
る
」
こ
と
を
考
察
し
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
「こ
の
問
題
を
新
し
く
定
式
化
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
そ 

の
な
か
に
解
決
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
問
う
。
労
働
が
金
持
ち
に
と
っ
て
は
す
ば
ら
し
い
働
き
を
し
な
が
ら
、 

労
働
者
に
は
貧
困
と
み
じ
め
さ
を
も
た
ら
す
の
は
な
ぜ
か
。
人
間
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
自
己
を
創
造
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
人 

間
自
身
の
労
働
が
、
人
間
に
疎
遠
な
も
の
と
な
り
満
足
で
は
な
く
て
苦
し
み
と
な
る
の
か
。
人
間
は
な
ぜ
人
間
お
よ
び
人
間
自
身
の 

人
間
性
か
ら
疎
外
さ
れ
る
の
か
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
問
題
が
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
の
概
念
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。 

そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
解
答
は
、
マ
ル
ク
ス
の
全
理
論
と
そ
の
実
践
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
マ 

ル
ク
ス
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
解
答
か
ら
そ
の
社
会
主
義
理
論
を
ひ
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
内
容
は
、
分
業
と
階
級
対 

立
と
い
う
一
般
的
な
条
件
の
も
と
で
は
、
人
間
の
生
活
は
部
分
的
に
し
か
自
己
の
人
間
性
を
明
ら
か
に
で
き
ず
、
自
己
自
身
を
確
か 

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
人
間
は
、
人
間
自
身
を
社
会
的•
歴
史
的
な
過
程
を
通
じ
て
創
造
し
な
が
ら
も
、
た
だ
可
能
的 

に
し
か
人
間
的
に
な
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
に
対
す
る
自
己
の
力
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
類 

的
存
在
の
領
域
を
発
展
さ
せ
は
す
る
が
い
人
間
そ
の
も
の
の
存
在
が
疎
外
さ
れ
、
知
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
人
間
の
社 

会
的
存
在
を
動
か
す
に
は
無
力
な
ま
ま
で
あ
る
。
私
有
制
と
搾
取
の
社
会
で
は
、
普
遍
的
な
疎
外
は
、
人
間
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
動
物 

の
上
に
お
く
可
能
性
の
疎
外
と
し
て
現
わ
れ
る
。
科
学
や
技
術
の
進
歩
さ
え
、
非
人
間
化
の
た
め
の
道
具
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ 

そ
疎
外
を
廃
止
し
、
自
由
な
発
展
を
保
証
す
る
と
い
う
問
題
が
、
社
会
的
自
由
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
疎
外
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
は
、
人
間
の
労
働
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
私
有
制
が
「疎
外
さ
れ
た
人
間 

生
活
の
感
覚
的
・
物
質
的
表
現
と
し
て
、
対
象
を
物
理
的
に
所
有
す
る
場
合
だ
け
、
自
分
自
身
の
も
の
と
見
な
す
と
い
う
馬
鹿
ら
し 

い
習
慣
を
生
ん
だ
」
こ
と
を
立
証
し
た
。
そ
う
し
て
彼
は
、
労
働
の
完
全
な
解
放
な
し
に
は
、
人
民
は
人
間
的
な
人
間
に
は
な
れ
ず
、 

社
会
は
人
間
的
な
社
会
と
は
な
り
え
な
い
と
結
論
す
る
。
私
有
と
搾
取
の
廃
止
は
、
そ
の
方
向
へ
の
第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
の 

人
間
化
は
、
社
会
主
義
的
実
践
の
焦
眉
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
社
会
的
な
諸
力
の
ど
れ
が
、
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そ
れ
を
達
成
で
き
る
か
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
疎
外
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
あ
ら
ゆ
る
疎
外
と
非
人
間
化 

(
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
で
は
「人
間
の
完
全
な
喪
吿)

が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
困
窮
を
ひ
き
起
こ
し
、
普
遍
的
な
も 

の
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
マ
ル
ク
ス
の
目
標
は
——

解
放
さ
れ
た
労
働
条
件
の
も
と
に
あ
り
、
分
業
に
よ
っ
て
分
解
さ 

れ
て
い
な
い
——

真
の
人
間
に
あ
っ
た
。
人
間
性
の
未
来
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
理
想
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
は
可
能
で
あ
る
ば 

か
り
で
な
く
、
社
会
の
発
展
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
り
、
真
に
人
間
的
な
社
会
の
存
立
に
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
の
上 

に
築
か
れ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
が
「古
い
唯
物
論
の
立
脚
点
は
〈ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
〉
で
あ
り
、
新
し
い
唯
物
論
の
立
脚
点
は
、
人 

間
的
な
社
会
、
あ
る
い
は
社
会
化
さ
れ
た
人
間
性
で
あ
る
」
と
書
い
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
、
社
会
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス
の
究
極
的
な
目
標
で
は
な
く
て
、
前
提
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
究
極
の
目
標
は
、 

人
間
的
な
社
会
、
す
な
わ
ち
非
人
間
化
が
な
く
な
り
、
人
間
労
働
が
真
に
解
放
さ
れ
、
人
間
が
自
己
を
発
展
さ
せ
、
自
己
を
肯
定
す 

る
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
所
有
す
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
個
々
の
人
間
の
自
由
が
自
動
的
に
達
成
さ
れ 

る
よ
う
な
理
想
社
会
を
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
妄
想
で
あ
る
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
知
っ
て
い
る
。
な
ぜ 

な
ら
、
自
由
な
社
会
は
、
も
し
、
そ
の
社
会
の
成
員
が
個
人
と
し
て
自
由
で
な
い
な
ら
ば
抽
象
物
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
マ 

ル
ク
ス
は
、
新
し
い
人
間
的
な
社
会
と
は
、
一
人
一
人
の
個
人
の
自
由
が
、
す
く
て
の
人
の
自
由
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
よ
う
な
、 

人
間
同
士
の
結
び
つ
き
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
結
論
す
る
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
格
の
自
由
は
空
虚
な
抽
象
物
で
も
な
け
れ
ば
、
保
守
的
な
露
者
が
主
張
し
た
が
る
よ
う
な
青
年
時
代 

の
夢
想
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
『資
本
論
』
で
は
っ
き
り
と
い
っ
て
い
る
。
「社
会
的
諸
関
係
の
な
か
で
の
自
由 

は
、
自
由
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
人
間
、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
に
お
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
生
産
者
た
ち
の
も
と
に
あ
る
。 

彼
ら
は
、
合
理
的
に
自
然
か
ら
事
物
を
と
り
入
れ
、
で
き
る
だ
け
労
力
を
浪
費
せ
ず
、
ま
た
そ
の
人
間
的
な
本
性
に
反
し
な
い
条
件 

の
も
と
で
、
自
然
を
社
会
的
に
支
配
す
る
の
で
あ
る
。」
労
働
者
を
貧
困
化
し
、
歪
め
、
彼
ら
の
人
間
性
を
奪
う
疎
外
さ
れ
た
労
働 

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
終
り
を
告
げ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
労
働
者
の
絶
対
的
窮
乏
化
に
言
及
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し
、
資
本
の
蓄
積
は
貧
困
の
蓄
積
に
合
致
す
る
と
宣
言
す
る
場
合
、
マ
ル
ク
ス
は
た
ん
に
経
済
的
貧
困
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る 

か
た
ち
の
非
人
間
的
な
生
活
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
が
「苦
役
、
隸
属
、
野
蛮
お
よ
び
道
徳
的
頹
廃
は
、 

資
本
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
れ
自
体
の
生
産
物
を
つ
く
り
だ
す
当
の
階
級
の
運
命
で
あ
る
」
と
書
く
と
き
に
考
え
て
い
た
こ
と
な
の 

で
あ
る
。

真
に
労
働
が
解
放
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
場
合
に
の
み
、
労
働
は
生
産
、
す
な
わ
ち
個
々
の
人
間
を
人
格
を
も
っ
た
人
間
に
変
え 

る
創
造
的
な
活
動
と
な
り
、
自
由
な
社
会
生
活
の
た
め
の
条
件
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
の
発
展
を
個
々
の
人
間 

の
発
展
と
見
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
の
発
展
の
究
極
の
目
標
と
は
、
人
格
の
完
全
な
、
そ
し
て
真
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
に 

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
自
由
の
た
め
の
本
質
的
な
条
件
な
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
が
批
判
し
た
社
会
主
義
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
理
論
は
、
こ
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な 

か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
多
く
は
、
人
格
の
自
由
を
抹
殺
す
る
と
い
う
方
法
で
、
理
想
的
な
社
会
主
義
や
共
産
主
義 

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る̂

カ
ベ
ー
や
ヴ
ァ
イ
ト
リ
ン
グ
に
対
す
る
態
度
が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
す
べ
て
の
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
社
会 

主
義
や
共
産
主
義
に
対
す
る
精
力
的
な
反
対
者
で
あ
り
批
判
者
で
あ
っ
た
。
カ
ベI

ら
の
理
想
社
会
の
体
系
を
「原
始
的
」
あ
る
い 

は
「未
熟
な
」
共
産
主
義
と
よ
ん
で
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
こ
と
を
注
意
し
た
。

「
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
人
格
性
を
否
定
す
る
こ
の
よ
う
な
共
産
主
義
は
、
ま
さ
に
人
格
性
の
否
定
そ
の
も
の
で
あ
る
私 

有
財
産
の
論
理
的
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
力
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
普
遍
的
な
妬
み
こ
そ
、
所
有
欲
が
姿
を
変
え
て
、
別
の
仕, 

方
で
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
隠
さ
れ
た
姿
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
個
人
が
私
有
財
産
を
も
っ
と•
い
う
思
想 

は
、
妬
み
の
か
た
ち
を
と
り
、
す
べ
て
を
同
一
の
水
準
に
引
き
下
げ
よ
う
と
要
求
し
て
、
少
し
で
も
自
分
よ
り
豊
か
な
私
有
財
産 

に
も
反
対
す
る
方
向
に
向
か
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
妬
み
と
均
分
化
は
、
実
は
競
争
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
粗
野
な
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共
産
主
義
者
は
、
頭
の
中
で
考
え
た
最
低
限
か
ら
出
発
し
て
こ
う
し
た
妬
み
や
均
分
化
を
完
成
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
視 

野
は
特
殊
で
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
の
財
の
所
有
と
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
私
有
制
の
廃
止
と
が
、
い
か
に
関
係
の 

な
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
教
養
と
文
明
の
全
世
界
が
抽
象
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
貧
困
で
欲
求
も
も
た
ず
、 

私
有
制
を
越
え
る
ど
こ
ろ
か
、
私
有
制
の
段
階
に
達
し
て
い
な
い
人
間
と
い
う
不
自
然
な
単
純
さ
へ
逆
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ 

と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。」

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
不
自
然
な
単
純
化
の
形
態
、
お
よ
び
非
人
格
的
・
非
個
性
的
な
集
団
の
な
か
で
、
個
人
を 

平
均
化
し
、
完
全
に
人
格
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
思
想
と
は
ま
っ
た
く
対
立
し
て
い
た
。
逆
に
マ
ル
ク
ス
は
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と 

の
自
由
の
基
本
的
な
条
件
と
は
、
個
人
が
自
由
に
あ
ら
ゆ
る
方
面
へ
発
展
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
民
の
あ
い 

だ
の
結
び
つ
き
は
、
ま
ず
第
一
に
階
級
の
廃
止
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
バ
ネ
ル
ラ
の
『太
陽
の
都
』
の
よ
う
な
原
始
的
な
平 

等
主
義
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
「社
会
的
な
諸 

階
級
の
廃
止
は
、
生
産
物
と
生
産
手
段
の
専
有
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
政
治
的
権
力
、
教
育
と
精
神
的
指
導
の
独
占
が
、
経 

済
的
・
政
治
的
そ
し
て
知
的
な
進
歩
に
と
っ
て
、
余
分
な
も
の
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
邪
魔
物
と
な
る
よ
う
な
生
産
の
水
準
を
前
提 

す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会
主
義
革
命
は
資
本
主
義
世
界
の
な
か
で
発
達
し
た
国
々
に
お
い
て
始
ま
る
こ 

と
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
社
会
主
義
革
命
は
産
業
的
に
発
達
し
た
国
々
に
お
い
て
で
は
な
く
、
産
業
革
命 

が
や
っ
と
端
緒
に
つ
い
た
国
々
に
起
こ.
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
現
代
の
社
会
主
義
の
実
情
は
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
理
論
の
基
本 

的
な
原
則
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
現
在
の
社
会
主
義
の
発
展
の
あ
る
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と 

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
い
か
な
る
社
会
主
義
と
も
和
解
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
事
実
は
、
社
会
主 

義
一
般
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
に
反
対
す
る
議
論
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
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マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
理
論
の
基
礎
と
な
っ
た
弁
証
法
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
な
逸
脱
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
マ
ル
ク 

ス
の
社
会
主
義
に
対
す
る
反
論
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
批
判
的•
革
命
的
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
哲
学
は
主
張
す
る
。
人
民
の 

必
要
を
実
現
す
る
限
り
に
お
い
て
し
か
、
一
つ
の
理
論
は
人
民
の
な
か
に
生
命
を
も
っ
こ
と
は
な
い
、
と
。 

そ
れ
ゆ
え
、
産
業
革
命
の
入
口
に
あ
る
低
開
発
国
に
お
い
て
、
何
が
社
会
主
義
を
必
要
と
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
必
要
は
ど
の
く 

ら
い
大
き
い
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
国
々
に
と
っ
て
、
第
一
義
的
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ 

ら
の
国
の
ひ
と
び
と
が
み
ず
か
ら
を
社
会
主
義
者
と
よ
ぼ
う
が
資
本
主
義
者
と
よ
ぼ
う
が
、
彼
ら
の
第
一
義
的
な
必
要
が
物
質
的
生 

産
の
発
展
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
産
業
化
の
問
題
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
、
人
間
関
係
の
問
題
を 

さ
え
も
圧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
よ
い
生
活
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、
社
会
主
義
革
命
の
勝
利
以
後
、
世
界
の
い
た
る 

と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
実
践
へ
の
強
力
な
刺
激
で
あ
り
、
社
会
的
実
践
の
動
因
と
な
り
、
社
会
の
発
展
を
促
進
す
る
。
し
か 

し
、
実
現
の
可
能
性
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
確
信
は
必
然
的
に
人
間
の
幸
福
と
い
う
観
念
に
限
定
さ
れ
た
ま
ま
で
と
ど
ま
つ 

て
い
る
。
事
情
は
、,
過
去
に
お
い
て
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
し
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
貧
し
い
社
会 

に
と
っ
て
は
、
貧
し
い
人
間
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
第
一
義
的
な
関
心
事
は
、
基
本
的
な
欲
求
の
満
足
と
物
質
的
な
享
楽
の
経
験
で 

あ
る
。
こ
ん
に
ち
の
社
会
主
義
的•
共
産
主
義
的
社
会
秩
序
の
理
想
は(
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
現
実
社
会
に
対
す
る
批 

判
的
な
分
析
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら)

生
産
力
の
高
い
水
準
で
の
発
展
を
前
提
と
し
て
招
り
、
そ
の
た
め
、
純
粋 

に
経
済
的
な
意
味
で
の
社
会
主
義
を
、
社
会
の
進
歩
の
唯
一
の
究
極
の
目
標
と
考
え
る
危
険
は
つ
ね
に
存
在
す
る
。 

技
術
の
進
歩
と
生
産
力
の
成
長(
こ
の
こ
と
自
体
を
社
会
主
義
の
目
じ
る
し
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
資
本
主
義 

の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
か
ら)

が
、
い
か
に
社
会
主
義
と
社
会
的
進
歩
が
達
成
さ
れ
た
か
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
る
社
会
主
義
諸
国 

に
よ
く
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
と
り
わ
け
人
間
性
と
人
格
の
進
展
が
、
二
次
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
、
こ
の
危
険
を
十
分 

す
ぎ
る
ほ
ど
は
っ
き
り
証
明
し
て
い
る
。
国
家
が
未
発
達
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
原
始
的
な
平
等
主
義
と
人
格
の
自
由
を
抑
圧
す
る 

傾
向
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
。
い
く
つ
か
の
国
々
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
の
理
想
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「貧
し
く
、
欲
求
を
も
た

28

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



人間的な社会の探究

ぬ
個
人
の
不
自
然
な
単
純
さ
へ
の
逆
行
」
で
あ
り
「普
遍
的
な
妬
み
で
あ
る
」
と
き
わ
め
て
精
力
的
に
批
判
し
た
よ
う
な
形
態
を
そ 

の
ま
ま
、
と
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
る(
中
国)
。
純
質
的•
技
術
的
な
発
展
を
促
進
し
た
い
と
い
う
願
い
は
、
計
画
的
に
人
間 

性
を
犠
牲
に
し
、
そ
の
よ
う
な
犠
牲
を
歴
史
的
必
然
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
帰
着
す
る
。
こ
の
正
当 

化
を
説
得
的
に
す
る
た
め
に
、
虚
構
の
歴
史
に
よ
っ
て
本
当
の
歴
史
が
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
輝
か
し
い
未
来
の
名
に
お
い
て
現
在 

が
犠
牲
に
さ
れ
る
。
現
に
生
き
て
い
る
人
間
は
——

ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
家
が
、
現
世
の
苦
し
み
の
報
い
と
し
て
天
国
を 

約
束
し
た
よ
う
に
——

後
か
ら
来
る
者
の
幸
福
の
た
め
の
犠
牲
者
と
な
る
。
遠
い
未
来
の
虚
構
さ
れ
た
目
標
は
、
現
実
の
課
題
に
優 

先
し
、
す
べ
て
を
そ
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
絶
対
的
な
理
想
と
し
て
示
さ
れ
る
。
人
民
を
よ
り
よ
い
未
来
の 

方
向
に
進
め
、
い
ま
な
お
進
め
つ
つ
あ
る
歴
史
的
な
楽
観
論
は
、
こ
う
し
て
あ
り
ふ
れ
た
現
実
政
治
の
手
段
と
な
っ
て
し
ま
い
、
社 

会
主
義
の
理
想
と
の
あ
ら
ゆ
る
結
び
つ
き
を
失
っ
て
し
ま
う
。

人
間
が
社
会
主
義
の
名
に
お
い
て
、
蠢
的
な
現
実
に
対
す
る
顧
慮
を
失
な
い
、
一
定
の
固
定
さ
れ
た
目
標
へ
の
た
ん
な
る
手
段 

と
な
る
例
は
数
え
き
れ
ぬ
ぽ
ど
あ
る
。
人
間
お
よ
び
人
間
性
の
進
歩
は
、
人
間
よ
り
上
位
に
立
つ
実
体
が
、
そ
れ
が
「社
会
」
で
あ 

れ
、
「国
家
」
で
あ
れ
、
「技
術
」
そ
の
他
の
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
進
歩
の
附
属
物
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
類
が
歴
史
の
「よ 

り
大
き
な
」
目
標
と
し
て
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
に
・
つ
け
、
個
々
の
人
間
は
そ
の
人
格
を
ま
す
ま
す
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
哲
学
・科
学
・
美
術
・
文
学-
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神
活
動-̂

—
に
み
ら
れ
る
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

的
な
便
宜
主
義
と
教
条
主
義
に
す
べ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
精
神
活
動
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
の
手
段
と
な
り
、
こ
ん
に
ち
の 

官
僚
主
義•
権
威
主
義•
全
体
主
義
の
本
質
的
な
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
た
行
動
様
式
に
首
ま
で
つ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
社
会
主 

義
の
高
度
な
倫
理
的
水
準
は
、
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
卑
俗
な
目
的
、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
こ
と
し
か
考
え
ず
、
自
己
を
社
会 

お
よ
び
社
会
主
義
と
同
一
視
し
、
こ
ん
に
ち
の
快
楽
を
享
受
し
な
が
ら
、
理
想
の
未
来
に
つ
い
て
語
り
、
自
己
自
身
が
歴
史
法
則
の 

唯
一
の
解
釈
者
だ
と
考
え
る
官
僚
主
義
の
利
益
に
一
致
す
る
卑
俗
な
目
的
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
、
現
在
で
も
非
常
に
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
防
腐
処
置
を
施
さ
れ
た
ス
タI

リ
ン
の
遺
体
が
赤
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い
広
場
の
レ
ー
ニ
ン
廟
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
後
で
も
な
く
な
り
は
し
な
い
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
者
の
行
動
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
こ 

ん
に
ち
の
中
国
の
状
況
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
統
制
主
義
を
復
活
し
、
そ
れ
を
粗
野
な
貧
し
い
平
等
主
義
の
特
殊
な
形
態
へ
変
形 

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
の
最
も
よ
い
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
現
代
の
人
類
に
向
か
っ
て
社
会
主
義
の
理
想
と 

し
て
、
冷
酷
に
自
己
を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
——

っ
ま
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
者
の
活
動
は
、
そ
れ
ま
で
支
配
し
て
い
た
国 

に
く
ら
べ
て
よ
り
低
い
段
階
に
あ
る
国
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
的
な
社
会
と
は
何
の
共
通
点
も
な
い
地
平
か
ら
自
己
を
押
し
つ
け
よ
う 

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
者
の
行
動
で
は
、
社
会
主
義
へ
の
忠
誠
は
、
独
裁
的
な
専
横
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
重 

要
な
手
段
へ
と
変
形
さ
れ
た
。
彼
ら
の
行
動
は
、
何
ら
か
の
「よ
り
大
き
な
」
目
的
と
「人
類
の
未
来
の
幸
福
」
の
名
に
お
い
て
、 

最
高
度
に
反
人
道
的
・
反
批
判
的
と
な
り
、
つ
い
に
は
、
国
家
に
対
す
る
偶
像
崇
拝
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。 

官
僚
主
義
国
家
の
側
に
立
つ
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
は
、
彼
ら
が
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
理
論
か
ら
数
多
く
の
点
で
離
反
し
て
い
る 

こ
と
を
合
理
化
し
て
き
た
。
顕
著
な
例
は
、
社
会
主
義
に
お
け
る
人
格
の
自
由
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
説
明
で
あ
る
。 

「社
会
主
義
に
お
い
て
は
人
格
は
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
民
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
。
社
会
主 

義
的
集
団
主
義
、
お
よ
び
社
会
主
義
的
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
社
会
の
一
人
の
成
員
の
自
由
は
他
の
成
員
の
自
由
を
脅
か
す
こ

(2)

と
は
な
い
し
、
ま
た
で
き
も
し
な
い
〇
」

こ
の
よ
う
に
人
格
と
社
会
と
の
関
係
は
、
人
格
を
社
会
あ
る
い
は
「人
民
」
に
絶
対
的
に
従
属
さ
せ
る
か
た
ち
で
提
起
さ
れ
る
か
、 

集
団
の
利
害
と
も
よ
ば
れ
る
「よ
り
高
い
」
利
害
の
名
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「集
団
的
」
な
利
害
は
、
個
人
の 

あ
る
い
は
人
格
の
利
害
が
除
外
さ
れ
れ
ば
、
集
団
的
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
事
実
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
こ 

そ
官
僚
主
義
が
自
己
の
利
益
を
守
る
さ
い
の
や
り
く
ち
で
あ
る
。
人
格
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
一
人
一
人
の
個
人
の
自 

由
こ
そ
す
べ
て
の
人
の
自
由
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
の
説
く
人
間
同
士
の
連
帯
が
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

3〇

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



人間的な社会の探究

と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
て
実
情
は
、
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
理
論
と
は
非
常
に
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ 

な
ら
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
格
の
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
「人
民
」
の
た
め
の
自
由
は
な
い
し
、
ま
た
あ
り 

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
に
対
す
る
批
判
者
や
反
対
者
は
、
ち
ょ
う
ど
カ
ー
ル
・
ブ
カ
ー
ク
ト
の
唯
物
論
を
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
に 

反
対
す
る
議
論
と
し
て
利
用
し
て
き
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
に
対
す
る
批
判 

の
た
め
に
、
利
用
す
る
。
彼
ら
は
何
が
マ
ル
ク
ス
自
身
に
属
す
る
か
に
注
意
を
払
わ
ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
マ
ル
ク
ス
を 

放
棄
し
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
と
何
ら
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
う
ち
た
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い 

る
。
産
業
革
命
を
達
成
す
る
以
前
に
、
社
会
主
義
革
命
を
経
験
し
た
国
々
に
、
社
会
主
義
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
歪
み
が
現
わ
れ
る
と 

し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
諸
原
則
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
諸
原
則
を
よ
り
進
ん 

だ
条
件
や
異
な
っ
た
条
件
の
も
と
で
、
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
実
現
す
る
可
能
性
を
否
認
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
ん
に
ち
の
社
会
主
義
へ
の
大
勢
に
お
け
る
諸
矛
盾
は
主
と
し
て
、
社
会
主
義
的
行
動
が
、
そ
れ
自
体
を
社
会
主
義
の
唯
一
の
可
能 

な
形
態
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る̂

こ
れ
ら
の
矛
盾
を
無
視
し
た
り
、
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
矛
盾
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
マ
ル
ク 

ス
の
弁
証
法
的
な
原
則
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る!
—

弁
証
法
の
原
則
の
創
造
的
な
カ
は
ま
さ
に
こ
の
試
み
の
な
か
に
存
在
す
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
は
、
特
定
の
国
家
に
お
け
る
社
会
主
義
あ
る
い
は
共
産
主
義
を
す
で
に
完
成
さ
れ
た
事 

実
で
あ
る
と
公
言
す
る
よ
う
な
官
僚
主
義
的
な
宣
言
と
和
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
反
対
に
、
必
要
な
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ 

れ
ば
「す
べ
て
存
在
す
る
も
の
」
に
対
す
る
無
条
件
的
な
非
妥
協
的
な
闘
争
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
が
存
在
し
う
る
限
り 

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
原
則
は
真
理
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ 

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
反
抗
の
特
色
、
す
な
わ
ち
官
僚
主
義
的
・
技
術
主
義
的
実
用
主
義
に
反
対
し
、
あ
ら
ゆ 

る
か
た
ち
の
非
人
間
化
お
よ
び
疎
外!

そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
社
会
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も!
!

に
反
対
す
る
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
反
抗
の
特
色
を
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
そ
の
人
の
著
作
に
も
ど
り
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
人
間
学
的
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
原
則
の
研
究 

に
も
ど
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
細
々
と
余
命
を
保
っ
て
き
た
過
去
に
逃
走
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
マ
ル
ク
ス
の
名
を
い
た
だ
く 

社
会
主
義
で
は
、
人
間
と
し
て
の
人
間
は
け
っ
し
て
未
来
に
お
け
る
「よ
り
高
い
」
利
益
と
称
す
る
も
の
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る 

こ
と
は
で
き
ず
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
人
間
的
な
社
会
の
実
現
に
向
か
う
こ
ん
に
ち
の
傾
向
の
究
極
目
標
で
あ
り
つ
づ
け
る
の 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
こ
ん
に
ち
、
過
去
の
い
か
な
る
時
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
対
す
る
生
き
生
き
と
し
た
関
心
が
、
も 

た
れ
て
い
る
理
由
な
の
で
あ
る
。 

〔免
取
慎
一
郎
訳
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社

会

主

義

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

源

泉

イ
ワ
ン
・
ス
ヴ
ィ
タI

ク

Ivan  svitok

は
、
一
九
二
五
年
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ア
ラ
ニ
ス
で
生
ま
れ
た
。 

プ
ラ
ー
グ
の
中
等
学
校
卒
業
後
、
鋳
物
工
場
重
労
働
班
に
く
り
入
れ
ら
れ
た
。
戦
後
、
社
会 

民
主
主
義
の
学
生
運
動
に
加
わ
り
政
治
活
動
を
し
て
い
た
が
、
同
時
に
、
プ
ラ
ー
グ
の
大
学 

で
法
学
の
学
位
、
政
治
学
大
学
で
政
治
学
の
学
位
を
得
た
。
卒
業
後
、
大
学
で
哲
学
史
を
講 

義
し
九
五
〇
〜
五
四)
、
哲
学
史
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
を
書
き
、
哲
学
教
程
を
編
集
し 

た
。
ま
た
彼
は
無
神
論
を
広
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
『現
代
に
お
け
る
無
神
論
の
諸
問
題
』、 

『宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
』、
『い
か
に
し
て
宗
教
を
克
服
す
る
か
』 

と
い
う
三
著
を
書
い
た
。
現
在
、
彼
は
プ
ラ
ー
グ
に
あ
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
科
学
ア
カ 

デ
ミ
ー
哲
学
会
会
員
で
あ
り
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
研
究
会
で
活 

動
し
た
り
、
マ
ル
ク
ス
、
シ
エt
ラ
ー
、
デ
ィ
ド
ロ
、
カ
ミ
ュ
な
ど
の
翻
訳
を
し
た
り
、
評 

論
を
書
い
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
何
も
の
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ 

れ
ら
三
つ
の
素
朴
な
疑
問
は
、
前
世
紀
の
末
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
を
去
っ
た
一
芸
術
家
の
描
い
た
絵
画
の
標
題
で
あ
っ
た
。
彼
が
ヨ
ー 
ロ
ッ 

パ
を
去
っ
た
の
は
、
タ
ヒ
チ
島
の
む
な
し
い
牧
歌
に
心
を
ひ
か
れ
た
か
ら
で
は
な
い
。
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方̂
^

そ
こ
に
お
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い
て
提
起
さ
れ
る
諸
問
題
の
根
源
性
に
導
か
れ
る
、
人
生
の
意
味
と
い
う
中
心
問
題
を
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
み 

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方!

を
追
求
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
ぽ
か
な
ら
な
い
。
芸
術
家
ポ
ー 

ル"
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
、
哲
学
的
・
宗
教
的
・
科
学
的
野
心
な
ど
少
し
も
抱
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
の
あ 

ら
ゆ
る
宗
教
の
主
要
問
題
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
哲
学
の
基
本
概
念
、
あ
ら
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
核
的
内
実
と
考
え
ら
れ 

う
る
疑
問
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

人
間
は
何
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
素
朴
な
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
む
ず
か
し
く
同
時
に
き
わ
め
て
重 

要
で
あ
る
。
思
考
の
最
も
一
般
的
な
用
具
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
ら
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
か
ら
と
か
、
も
し
く
は
き
わ 

め
て
一
般
的
な
概
念
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
科
学
的
に
厳
密
に
定
義
さ
れ
う
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー 

は
き
わ
め
て
基
礎
的
・
基
本
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
た
だ
一
つ
存
在
と
い
う
概
念
の
下
位
に
し
か
立
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ 

て
、
真
の
定
義
は
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
、
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て 

は
な
ん
の
意
味
も
も
っ
て
い
ず
、
定
義
と
し
て
は
お
よ
そ
馬
鹿
げ
て
い
る
。
人
間
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
た
ん
に
人
間 

が
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
包
括
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
人
間
自
身
が
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
造
者
で 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
定
義
す
る
こ
と
の
両
端
に
、
同
時
に
位
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、 

定
義
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
二
義
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
を
定
義
し
た
い
と
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
そ 

の
歴
史
を
通
じ
て
定
義
す
る
こ
と
が
最
良
の
方
法
と
な
る
。
人
間
と
は
自
分
自
身
の
定
義
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
一
つ
の
歴
史
で 

あ
り
、
人
間
自
身
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
歴
史
を
通
じ
、
ま
た
人
間
の
自
己
認
識
の 

発
展
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
人
間
の
定
義
の
数
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
程
度
、
社
会
的
形
成
の
歴
史
と
合
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

人
間
が
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
に
つ
い
て
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
き
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人 

間
は
自
分
が
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
社
会
的
諸
関
係
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
世
界
お
よ
び
世
界
の
な
か
に
あ 

る
自
分
自
身
に
つ
い
て
反
省
を
め
ぐ
ら
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
物
学
的
に
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
不
変
な
も
の
で
あ
る
け
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れ
ど
も
、
そ
の
自
己
認
識•
自
己
理
解
と
な
る
と
、
変
化
す
る
社
会
組
織
に
と
も
な
い
変
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、 

人
間
の
記
念
碑
的
な
自
画
像
、
人
間
の
思
惟
発
展
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
あ
る
程
度
ま
で
多
数
の
ひ
と
び
と
の
考
え 

方
の
生
き
生
き
と
し
た
中
核
を
な
し
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
考
え
方
ば
か
り
で
な
く
芸
術
・
宗
教•
哲
学
に
も
生
気
を
与 

え
る
基
礎
的
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
的
な
概
念
で
あ
る
「罪
人
」(
ぎ
意0

きa

学)
、
自
由
主
義
の
中
核
で 

あ
っ
た
「工
作
人
」(
ぎ
ほ
餐
さ)
、
つ
い
で
社
会
主
義
に
お
け
る
疎
外
か
ら
解
放
さ
れ
た
全
体
的
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、!
!

こ 

れ
ら
は
、
人
間
の
意
味
は
何
な
の
か
と
い
う
古
来
の
問
題
に
対
す
る
各
種
の
解
答
な
の
で
あ
る
。 

人
間
の
問
題
に
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
答
一̂
そ
れ
ら
の
解
答
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
ま
た
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
、
自
由 

主
義
、
社
会
主
義
に
お
い
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
——

を
知
る
こ
と
は
、
相
互
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
で
あ
る
。 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
不
在
を
非
難
す
る
声
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ 

い
だ
の
対
話
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
大
切
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
非
マ
ル
ク
ス
主
義
・
非
社
会
主
義
の
伝
統
と
同
じ
く
、 

一 A
 •
九
世
紀
の
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
古
典
的
源
泉
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。 

異
な
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
相
互
の
こ
う
し
た
共
通
の
源
泉
・
連
関
を
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
を
歴
史
の
中
心
的
な
価 

値
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
種
々
の
タ
イ
プ
相
互
の
差
異
を
研
究
す
る
こ
と
よ
り
も
、
さ
ら
に
い 

っ
そ
う
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

社
会
主
義
匕
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
発
展
し
て
き
た
の
は
、
経
済
の
歴
史
の
盲
目
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
で
は
な
く
し
て
、
人
間 

と
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
重
要
な
意
味
に
つ
い
て
の
「永
遠
」
な
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
産 

業
社
会
に
生
じ
て
く
る
社
会
問
題
を
ど
の
程
度
解
決
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
発
展
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
づ
け
て
い
る 

か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
し
た
見
か
け
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
主
義
運
動
と
社
会
主
義
的
人
間
概
念
を 

社
会
変
革
、
革
命
の
実
現
の
み
に
還
元
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
社
会
主
義
の
重
要
な
他
の
一
面
、
す
な
わ
ち
ヒ
ュ
ー
マ
二
ズ
ム
の
願 

望
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る〇

社
会
主
義
思
想
の
誕
生
は
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
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古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
啓
蒙
主
義
に
そ
の
最
も
深
い
根
を
も
つ
伝
統
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
序
章

キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
数
世
紀
に
わ
た
り
、
人
間
の
概
念
は
、
肉
体
と
霊
魂
と
い
う
二
元
論
的
理
念
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。 

人
間
学
と
い
え
ば
、
ま
ず
も
っ
て
人
間
の
神
に
対
す
る
関
係
に
関
す
る
神
学
的
教
義
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
う
は
い
っ
て 

も
、
霊
魂
に
つ
い
て
の
知
識
の
集
積
は
、
身
体
に
つ
い
て
の
有
効
な
知
識
の
積
み
重
ね
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
。
そ
の
後
一 

九
世
紀
に
入
り
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ジ
ハ
が
登
場
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
啓
蒙
主
義
の
世 

俗
的
概
念
を
保
持
し
な
が
ら
、
神
学
的
観
点
を
逆
転
さ
せ
、
人
間
が
実
は
神
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
現
代
的
人
間 

の
発
見
者
の
一
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
学
、
普
遍
的
な
人
間
科
学
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ 

っ
た
。
そ
れ
は
哲
学
的
知
識
が
、
人
類
橐
の
範
囲
と
目
標
と
を
一
つ
の
定
式
に
ま
と
め
る
に
い
た
っ
た
——

す
な
わ
ち
人
間
論
に 

到
達
す
る
に
い
た
っ
た
歴
史
的
発
展
を
物
語
っ
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
的
概
念
は
、
観
念
論
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の 

概
念
と
鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
出
発
点
が
抽
象
的
な
人
間
概
念
に
で
は
な
く
、
具
体
的
な
人
間
そ
の
も
の
に 

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
思
弁
哲
学
は
人
間
の
本
質
を
人
間
自
身
の
外
部
に
お
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
人
間
の
外
部
に
思
惟
を
お 

き
、
そ
れ
を
特
殊
な
非
人
間
的
な
実
体
と
さ
え
し
た
。
人
間
を
そ
の
本
質
か
ら
疎
外
す
る
こ
の
よ
う
な
哲
学
と
は
反
対
に
、
フ
ォ
イ 

エ
ル
バ
ッ
八
は
人
間
を
感
性
的
な
存
在
と
見
な
し
、
次
の
よ
う
な
雄
大
な
弁
証
法
的
三
要
素
の
概
念
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ 

の
自
然
的
本
性
と
調
和
を
保
ち
な
が
ら
生
き
て
い
た
原
初
的
人
間
が
宗
教
的
疎
外
に
陥
り
、
自
分
自
身
を
投
影
し
た
も
の
の
犠
牲
と 

な
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
自
分
自
身
に
立
ち
も
ど
る
必
要
か
ら
自
分
自
身
を
再
統
合
す
る
に
い
た
る
と
き
、
こ
の
犠
牲
が
廃
棄
さ
れ 

る
と
い
う
弁
証
法
的
運
動
で
あ
る
。
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フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
哲
学
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
歴
史
の
ほ
と
ん
ど
全
期
間
を
通
じ
て
つ
ね
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、 

思
弁
を
そ
の
基
礎
と
す
る
方
向
は
と
ら
ず
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
と
の
結
び
つ
き
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
人
間
は 

思
惟
す
る
自
我
と
し
て
で
は
な
く
、
実
在
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
述
べ
て
い
る
。
人 

間
は
、
個
性
的•
実
践
的
・
活
動
的
な
主
体
と
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
在
来
の
諸
体
系
が
す
べ
て
、
自
我
を
何
ら
か
の
知
的
意
識 

活
動
の
な
か
に
溶
か
し
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
具
体
的
人
間
を
た
ん
に
思
惟
の
な
か
に
だ
け
で
な
く
、 

そ
の
あ
ら
ゆ
る
現
実
性
の
う
ち
に
解
き
放
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
う
し
た
「現
実
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
う
ち
に
こ
そ
、
後
の 

マ
ル
ク
ス
主
義
と
社
会
主
義
の
基
礎
的
・
理
論
的
な
基
盤
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
体
系
に
は
「俗
流
」
唯
物
論
的
な
諸
要
素
が
、
深
い
哲
学
的
な
人
間
理
解
と
混
合
し
て
い
る
。
人
間
的
結 

合
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
社
会
主
義
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
期
待
が
、
愛
に
よ
る
人
間
復
興
と
い
う
空
想
的
な
解
決
と
い
っ
し 

上
に
な
っ
て
い
る
。
神
と
し
て
の
人
間
と
同
胞
と
し
て
の
人
間
と
の
神
秘
的
な
関
係
が
、
具
体
的
な
人
間
関
係
の
重
要
性
に
つ
い
て 

の
客
観
的•
現
実
的
な
理
解
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
人
間
の
心
の
交
わ
り
と
愛
に
つ
い
て
の
こ
の
漠
と
し 

た
見
通
し
は
、
人
間
の
科
学
的
理
解
へ
と
通
ず
る
道
の
出
発
点
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『将
来
哲
学
の
根
本
命
題
』
の
帰 

結
は
、
思
弁
を
徹
底
的
に
捨
て
さ
る
べ
き
こ
と
を
教
え
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
れ
が
カ
ー
ル•
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
将
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ 

ズ 
ム
の
発
端
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
こ
う
し
て
人
間
の
全
体I

思
考
し
、 
感
受
し
、
愛
す
る
全
体
的
人
間
が
哲
学
の
新
た
な
主
題 

と
な
り
、
無
神
論
的
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
学
の
主
題
と
な
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
は
た
ん
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
抽
象
的
思
弁
を
打
破
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
愛
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
隣
人
愛
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
変
革
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認 

識
す
る
と
き
、
彼
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
愛
と
は
た
ん
に
感
性
的
な
至 

桶
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
社
会
的
帰
属
性
の
規
定
そ
の
も
の
、
人
間
の
実
体
の
表
現
、
人
間
の
他
の
人
間
と
の
結
合
の
表 

現
な
の
で
あ
る
。
愛
は
人
間
的
自
然
で
あ
り
、
人
間
た
る
こ
と
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
人
間
は
、
つ
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ね
に
「わ
れ
と
汝
」
と
い
う
弁
証
法
的
統
一
の
な
か
に
あ
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
人
間
そ
れ
自
身
が
「わ
れ
と 

汝
」
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
関
係
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
や
哲
学
的
人
間
学
の
歴
史
上
は
じ
め
て
、 

人
間
は
た
え
ま
な
く
変
化
す
る
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
「わ
れ
」
は
「汝
」
と
し
っ
か
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
が
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
具
体
的
人
間
関
係
は
、
後
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た 

社
会
的
諸
関
係
の
総
体
と
し
て
の
人
間
概
念
ほ
ど
は
実
り
豊
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概 

念
の
基
礎
を
す
え
た
の
で
あ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
愛
を
具
体
的
人
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
変
え
、
そ
れ
を
全
体
的
人
間
の
重
要
な
一
面
と
し
た
。
し
か
し
、 

具
体
的
な
概
念
を
め
ざ
し
て
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
人
間
を
そ
の
す
べ
て
の
社
会
的
な
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を 

不
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
人
間
の
抽
象
的
な
讃
美
と
い
う
立
場
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
に
終
っ
た
。
彼
は
わ
れ
と
汝
と
い
う
狭
い
概
念 

を
も
っ
て
、
両
性
の
関
係
、
家
族
の
関
係
な
ど
と
い
う
き
わ
め
て
具
体
的
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
間
を
理
解
し
た
。
と
い
う
の 

も
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
獲
得
し
え
た
唯
一
の
具
体
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
全
体
と
し
て
一
種
の
漠
然
と
し
た
神
聖
な 

人
間
—
神
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
相
互
の
あ
い
だ
に
愛
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
空
想
的
方
法
に
か
わ
り
、
社
会
主
義
社
会 

の
実
現
の
た
め
に
闘
う
歴
史
的
運
動
が
進
む
に
と
も
な
い
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
理
論
は
人
間
み
ず
か
ら
の
革
命
的
実
践
に
道
を 

ゆ
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
歩
進
ん
だ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
理
論
的
に
表
現
す
る
も
の
は
、
人
間
と
そ
の
世
界
の
変
革 

に
お
け
る
役
割
と
を
歴
史
的•
唯
物
論
的
・
弁
証
法
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎

こ
の
新
し
い
種
類
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
一
ハ
四
四
年
の
春
パ
リ
で
、
二
十
六
歳
に
な
る
ド
イ
ツ
人
移
住
者
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク 

ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
確
な
か
た
ち
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
彼
の
こ
の
未
完
の
著
作
は
、
あ
ら
ゆ
る
著
作
の
う
ち
で
も
最
も
劇
的
な
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運
命
を
た
ど
っ
た
。
こ
ん
に
ち
で
さ
え
マ
ル
ク
ス
の
一
ハ
四
四
年
の
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
正
統
的
マ
ル 

ク
ス
主
義
者
で
あ
る
か
非
正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
双
方
の
関
心
を
そ
そ
っ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
要
旨
は 

次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
—

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
欠
く
共
産
主
義
は
、
共
産
主
義
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
共
産
主
義 

缸
父
<'
ヒ
斗
い
マる

X、
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
た
り
え
な
い
、
と
。
当
時
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ 

八
風
の
章
句
の
混
乱
を
み
せ
な
が
ら
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
混
乱
の
な
か
か
ら
少
な
く
と
も
三
つ
の
重
要
な
人
間
概
念
が
姿
を 

現
わ
し
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
人
間
概
念
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人 

類
発
展
史
の
劇
的
な
三
段
階
と
し
て
示
さ
れ
る
。a

自
然
的
存
在
と
い
う
状
態
か
ら
社
会
的
発
展
を
通
過
し
て
、
人
間
自
身
の
自
由 

へ
。
(=)
人
間
的
基
盤
の
疎
外
か
ら
、
そ
の
克
服
を
通
じ
て
歴
史
の
終
着
点
で
あ
る
共
産
主
義
へ
。®
自
然
か
ら
非
人
間
性
を
通
過
し 

て
人
間
性
へ
。
マ
ル
ク
ス
が
描
き
だ
し
た
人
間
の
自
己
理
解•
自
己
把
握
に
つ
い
て
の
雄
大
な
画
面
の
輪
郭
は
、
啓
蒙
主
義
の
諸
原 

理
が
フ
ラ
ン
ス
の
機
械
論
的
唯
物
論
の
支
流
や
ド
イ
ツ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
論
の
支
流
の
な
か
で
つ
く
り
だ
し
た
い
か
な
る
も
の
を 

も
こ
え
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
当
時
最
も
急
進
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
イ
デ
オP
ギI

で
す
ら
ま
だ
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
ブ 

ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
限
界
を
つ
き
破
っ
て
い
く
。
ば
ら
ば
ら
の
ア
ト
ム
的
個
人
と
い
う
人
間
概
念
は
踏
み
越
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
が
人
間
学
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
完
全
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
後
期
の
著
作
に
言
及 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
人
間
哲
学
を
若
い
マ
ル
ク
ス
の
著
作
だ
け
に
局
限
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ 

ズ 
厶 
を
誤
解
す
る 
こ
と
に
な
ろ
う̂ 
ラ
ン
ツ 
フ 
ー 
ト
が
倫
理
学
を
人
間
学
に
編
入
し
よ
う
と
試
み
て 
か
ら
と
い 
う
も
の
、 
反
マ
ル
ク 

ス
主
義
者
た
ち
は
、
「神
学
化
」
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
に
立
脚
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は 

原
始
的
自
由
か
ら
疎
外
態
を
く
ぐ
り
抜
け
未
来
の
自
由
へ
向
か
う
、
と
い
う
人
間
の
道
程
の
意
味
を
、
堕
落
か
ら
償
い
を
経
て
救
済 

に
い
た
る
、
と
い
う
意
味
に
誤
っ
て
理
解
し
た
。
だ
が
、
そ
の
時
代
の
科
学
の
精
神
と
一
体
と
な
っ
て
い
な
い
、
ど
の
よ
う
な
マ
ル 

ク
ス
主
義
解
釈
も
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
倫
理
学
的
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
ま
た
神
学
や
修
正
主
義
や 

正
統
的
教
条
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
に
誤
っ
て
い
る
。
同
時
に
ま
た
、
共
産
主
義
か
ら
若
い
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
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.1
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
基
礎
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
ど
の
よ
う
な
考
え
方
も
、
た
と
え
そ
れ
が
、
経
済
的
諸
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
階 

級
闘
争
、
支
配
階
級
の
利
害
、
現
代
国
家
の
国
家
権
力
、
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
も
、
そ
の
用
い
る
語
句
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
人
間
描
写
は
、
そ
れ
以
前
の
哲
学
思
想
と
く
ら
べ
、
と
り
わ
け
疎
外
態
と
闘
い
つ
つ
自
己
自
身
を
完
成
し
て
ゆ
く
活 

動
的
主
体•
自
己
自
身
の
創
造
者
と
し
て
の
人
間
概
念
と
い
う
点
で
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
根
本
的
な
変
化
は
、
一
方
で
実 

存
主
義
哲
学
の
流
派
が
な
お
別
種
の
人
間
概
念
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
認
め
る
と
し
て
も
、
力
説
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
人
間
学
は
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
知
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
科
学
の
一
部
を
な
す 

以
上
は
時
間
の
批
判
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
科
学
の
い
っ
そ
う
の
発
展
が
そ
の
知
識
を
こ
え
て
ゆ
く
か
ら
で 

あ
る
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
は
人
間
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
終
着
点
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
か
ら
人
間
学
的
類
型 

論(typology)

が
出
発
す
る
転
換
点
な
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
人
間
学
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
そ
の
モ
デ
ル
と
す
る
人
間
が
ま 

す
ま
す
複
雑
と
な
る
の
に
応
じ
て
、
た
え
ず
人
間
概
念
を
拡
張
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
六
十
年
間
を
通
じ
、
哲
学 

の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
概
念
が
示
し
て
い
る
変
遷
の
過
程
は
、
マ
ル
ク
ス
そ
の
人
を
も
そ
の
一
部
に
包
み
こ
む
よ
う
な
函
数
曲
線 

と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
に
関
す
る
科
学
的
知
識
の
成
長
を
、
開
か
れ
た
未
来
に
向
か
っ
て
人
間
自
身 

と
同
様
に
急
上
昇
し
つ
つ
あ
る
曲
線
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
概
念
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
に
根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は 

当
時
の
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
た
ん
な
る
形
而
上
学
的
思
弁
以
上
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
旧
来
の
諸
哲
学
を
こ
え
、 

反
空
想
主
義
的•
反
観
念
論
的
で
、
社
会
的•
歴
史
的
な
、
科
学
的
人
間
学
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
な
に
よ
り
ま
ず
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ 

二
ズ
ム
概
念
は
、
人
間
科
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
哲
学
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。 

- 

マ
ル
ク
ス
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
必
要
条
件
を
明
確
な
か
た
ち
に
も
た
ら
し
、
科
学
的
人
間
学
を
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち 

ろ
ん
マ
ル
ク
ス
の
後
百
年
た
っ
た
こ
ん
に
ち
で
は
、
前
世
紀
後
半
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
の
重
要
性
を
無
視
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で
き
た
よ
う
な
、
多
く
の
特
殊
科
学
部
門
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
人
間
学
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
新
た
な
経
験
的
基 

礎
を
も
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
理
念
や
諸
概
念
は
な
お
そ
の
妥
当
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
疎 

外
の
真
の
メ
カ-
ー
ズ
ム
を
発
見
し
た
人
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
は
、
基
本
的
に
現
代
科
学
と
一
致
し
て
い
る
。!
!

人
間
を
一
つ
の
過 

程
と
し
て
、
一
つ
の
開
か
れ
た
体
系
と
し
て
、
ま
た
一
つ
の
持
続
的
な
平
衡
関
係
と
し
て
理
解
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

才
気
あ
ふ
れ
る
若
き
天
才
マ
ル
ク
ス
が
ー
ハ
四
四
年
春
、
パ
リ
で
弁
証
法
的
な
具
体
性
を
も
っ
て
素
描
し
た
人
間
の
輪
郭
の
な
か
に 

は
、
現
代
科
学
が
含
ま
れ
う
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
、
さ
ら
に
は
、
ヨ
ーn

ッ
パ
の
い
わ
ば 

古
典
的
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
概
念
の
有
機
的
所
産
な
の
で
あ
る
。
も
し
こ
ん
に
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
が
、
社
会 

主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
概
念
の
定
式
化
と
、
マ
ル
ク
ス
の
草
稿
が
内
包
す
る
諸
理
想
の
解
明
と
に
と
り
か
か
る
と
す 

れ
ば
、
た
ん
に
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
の
人
間
概
念
の
古
典
的
遺
産
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
科
学
の
成
果
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
こ 

の
定
式
化
と
解
明
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「人
間
と
は
何
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
百
二
十
年
前
若
い
ド 

イ
ッ
の
一
哲
学
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
大
ま
か
な
輪
郭
よ
り
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
詳
細
な
解
答
を
定
式
化
す
べ
き
だ
、
と
い
う
事
実 

を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎

と
し
て
の
科
学
的
人
間
学

最
近
に
な
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
内
部
で
は
、
人
格
の
讃
美
に
よ
っ
て
理
論
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
問
題
が
な
お
ざ
り 

に
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
社
会
科
学
的
成
果
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
哲
学
に
十
分
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が 

た
い
。
現
代
の
哲
学
的
人
間
学
お
よ
び
実
存
主
義
に
対
し
、
評
価
を
試
み
た
ロ
ジ
ェ
・
ガ
ロ
ー
デ
ィ
、
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
フ
、
カ
レ 

ル
・
ユ
ジ
ー
ク
の
著
作
は
、
右
の
問
題
へ
の
全
般
的
な
接
近
に
重
要
な
ー
歩
を
印
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
著
者
自
身
そ
の
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結
論
を
確
定
的
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
編
纂
は
、
ま
だ
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
フ
ッ
サ
ー
ル
、
シ
ェ
ー 

ラ
ー
等
の
諸
著
作 
と
取
り
組
む
ま
で
に 
い
た
っ
て 
い
な
い 
の
で
あ
る
。

こ
こ
百
年
間
に
自
然
科
学
に
お
い
て
大
き
く
進
め
ら
れ
た
専
門
化
に
と
も
な
い
、
人
間
に
つ
い
て
の
膨
大
な
知
識
は
い
く
つ
か
の 

別
々
の
科
学
分
野
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の
哲
学
的
人
間
学
に
加
え
、
少
な
く
と
も
八
つ
の
人
間
学
の
専
門
分
野
が
出 

現
し
、
そ
れ
ら
は
哲
学
的
反
省
と
同
時
に
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
人
間
の
諸
現
実
と
取
り
組
ん
で
い
る
。
も
し
も
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク 

ス
の
後
を
継
承
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
、
出
発
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
哲
学
的
推
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も 

の
よ
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
厳
密
な
基
礎
の
上
に-
-

つ
ま
り
科
学
的
基
礎
の
上
に~~

人
間
に
つ
い
て
の
種
々
の
結
論
を
描
き
だ
そ 

う
と
す
る
試
み
だ
、
と
言
え
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
貢
献
は
、
世
界
を
全
体
性
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
熱
望
す
る 

い
か
な
る
形
而
上
学
的
企
て
も
、
不
毛
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
っ
た
。
科
学
的
見
地
に
立
つ
限
り
、
人
間
は
ど
ん
な
哲 

学
的
人
間
学
に
よ
っ
て
も
十
分
に
記
述
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
証
明
し
た
。
人
間
は
科
学
的
方
法 

に
よ
る
分
析
の
メ
ス
——

こ
れ
こ
そ
人
間
存
在
の
生
物
学
的•
心
理
学
的
組
成
な
ら
び
に
歴
史
的•
社
会
的
組
成
を
解
明
す
る
こ
と 

を
可
能
な
ら
し
め
、
哲
学
に
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
素
材
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
——

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
世 

紀
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
科
学
的
人
間
分
析
に
よ
っ
て
補
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
主
要
な
科
学
分
野
に
お
い
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
膨
大
な
量
の
知
識
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
、
そ
の
限
り
わ 

れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
学(

物
理
学
的•
生
物
学
的•
心
理
学
的•
社
会
学
的•
文
化
的•
先
史
的
・
経
済
的•
民
族
誌 

学
的
人
間
学
等
々
——

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
は
専
門
的
方
法
に
よ
っ
て
「人
間
と
は
何
も
の
な
の 

か
」
と
の
問
い
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
科
学
は
、
そ
れ
自
身
の
方
法
論
に
忠
実
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま 

な
人
間
的
事
実
—

人
間
の
起
源
、
動
物
と
比
較
し
て
の
人
間
の
特
徴
、
文
化
の
創
造
者
と
し
て
の
人
間
の
人
格
、
人
間
の
歴
史
、 

社
会
的
関
係
、
社
会
生
態
、
経
済
的
可
能
性
等
々
——

を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に 

応
じ
て
解
答
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
も
の
は
、
将
来
の
人
間
学
的
綜
合
の
た
め
の
課
題
を
な
お
広
汎
に
残
し
て
い
る
が
、
他
方
、
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あ
る
も
の
は
、
す
で
に
整
理
さ
れ
、
あ
る
程
度
一
般
化
さ
れ
た
素
材
が
存
在
し
て
い
る
。
生
物
学
的
、
歴
史
学
的
、
社
会
学
的
、
心 

理
学
的
諸
デ
ー
タ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
つ
い
て
の
現
代
の
知
識
の
最
も
重
要
な
諸
結
論 

を
一
つ
の
綜
合
的
科
学
—I

人
類
学!
!

と
し
て
提
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
現
代
哲
学
の
理
論
が
そ
の
上 

に
描
き
だ
さ
れ
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
の
量
の
知
識
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

現
代
の
生
物
に
関
す
る
諸
科
学
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
知
識
を
明
る
み
に
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
開
か
れ
た
、
分 

化
さ
れ
え
な
い
存
在
で
あ
り
、

(A 
・
ポ
ル
ト
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に)

生
命
の
発
展
の
な
か
で
独
自
な
位
置
ま
た
動
物
の
世 

界
で
は
き
わ
め
て
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
成
長
の
リ
ズ
ム
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
生
物
学
の
示
す
と
こ
ろ
に 

よ
れ
ば
、
人
間
が
生
命
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
年
は
、
人
間
の
成
長
の
上
で
こ
の
上
な
く
重
大
な
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
、 

他
の
哺
乳
動
物
の
場
合
に
子
宮
内
で
胎
児
が
成
長
す
る
過
程
と
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
知
識
を
習
得
す
る
期
間
——

人
間
の 

ば
あ
い
は
と
り
わ
け
長
期
に
わ
た
る!
I

は
、
性
的
成
熟
に
つ
い
て
も
、
世
代
の
交
代
に
つ
い
て
も
、
特
殊
な
生
命
の
リ
ズ
ム
を
生 

み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
人
間
と
動
物
と
の
区
別
に
は
生
物
学
的
基
礎
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い 

る
。同

様
に
、
人
間
に
つ
い
て
の
革
命
的
な
知
識
が
現
代
心
理
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
現
代
心
理
学
は
、
そ
の
二
つ
の
学
派
、 

パ
ヴ
ロ
フ
派
も
フ
ロ
イ
ト
派
も
、
と
も
に
従
来
抱
か
れ
て
き
た
理
性
的
な
個
体
と
い
う
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
質
的
に
変
え
て
し
ま 

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
代
心
理
学
は
、
意
識
と
は
別
に
多
く
の
力
が
人
間
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
使
用 

す
る
用
語
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
心
理
学
者
た
ち
の
も
つ
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
理
性
が
そ
の
な
か
で
は
最
も
重 

要
な
要
素
と
な
っ
て
は
い
な
い
よ
う
な
、
幾
層
も
の
内
容
を
含
む
存
在
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
た
え
ま
な
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
も
の 

と
見
な
さ
れ
、
個
人
が
そ
れ
を
演
じ
な
が
ら
発
展
し
て
ゆ
く
あ
ら
ゆ
る
多
面
的
な
役
割
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
人
格
心
理
学
は
、 

社
会
心
理
学
と
協
力
し
つ
つ
、
人
間
性
の
構
造
を
追
求
し
て
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
き
わ
め
て
多
く
の
実
験
上
の
事
実
を
提
供
し 

て
い
る
。
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生
物
学
と
心
理
学
に
つ
い
で
、
社
会
学
が
人
間
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
新
し
い
認
識
を
獲
得
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が
、
人
間
を
、 

た
ん
に
個
人
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
で
も
あ
る
諸
関
係
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
観
点
か
ら
人
間
へ
と
ア
プ
ロI

チ
を
こ
こ
ろ 

み
た
と
き
、
人
間
社
会
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
新
た
な
内
容
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
集
団
的 

階
層!

国
家
、
家
族
、
そ
の
他
大
な
り
小
な
り
の
社
会
階
層
——

の
一
員
と
し
て
の
人
間
概
念
は
、
人
間
存
在
の
社
会
的
見
地
と
、 

集
団
が
現
代
人
の
生
活
に
お
い
て
ま
す
ま
す
獲
得
す
る
重
要
性
と
を
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
人
間
の
内
的
な
変
革
は
、
与 

え
ら
れ
て
い
る
社
会
諸
関
係
の
変
革
を
要
求
せ
ず
に
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
世
界
変
革
の
プP
グ
ラ
ム
は
、
社
会
革
命
と
合 

致
す
る
も
の
だ
と
い
う
革
命
的
な
観
念
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
社
会
階
層
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
間
は
人 

間
自
身
を
、
社
会
的
諸
関
係
の
意
識
的
な
創
造
者
と
見
な
し
つ
つ
あ
り
、
し
か
も
、
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
お
か
げ
で
、
い
ま
や
、 

自
分
が
疎
外
に
よ
っ
て
不
可
解
な
カ
の
も
と
に
飜
弄
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
に
つ
い
て
の 

充
実
し
た
知
識
は
、
少
数
者
の
特
権
に
と
ど
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
生
活
上
の
理
論
、
つ
ま
り
、
人
間
的
実
践•
変
革
的
実
践
の
理
論 

と
な
っ
て
い
る
。
人
間
は
い
ま
や
、
ベ
加
ト
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
が
適
切
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
「考
え
る
と
は
変
革
す
る
こ
と
で 

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

科
学
的
人
間
学
は
、
過
去
の
思
想
家
た
ち
に
十
分
な
感
謝
の
意
を
表
し
な
が
ら
、
人
間
存
在
の
問
題
へ
の
解
答
を
定
式
化
し
は
じ 

め
て
い
る
。
人
間
は
、
開
か
れ
た
存
在
で
あ
り
、
人
格
で
あ
り
、
そ
の
と
り
結
ぶ
諸
関
係
の
総
和
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
に
、 

歴
史
に
、
そ
し
て
社
会
と
文
化
の
発
展
と
に
、
そ
の
起
源
を
も
つ
。
人
間
は
、
テ
ク
ノ
〇
ジ
ー
の
支
配
と
、
時
代
の
要
求
に
応
ず
る 

人
間
創
造
と
人
間
変
革
と
を
め
ざ
し
、
人
間
世
界
に
向
か
っ
て
前
進
し
つ
つ
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。 

わ
れ
わ
れ
は
何
も
の
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。」
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で
あ 

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
た
ち
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
に
な
ろ
う
と
し
て
前
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の 

答
え
は
、
科
学
的
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
、
ま
た
人
間
哲
学
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
人
間
の
自
由
の
哲
学
に
対
す
る
、
人
間
学 

の
序
説
で
あ
る
。
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ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
将
来

も
ち
ろ
ん
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
す
べ
て
を
、
諸
科
学
の
実
験
的
デ
ー
タ
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

と
い
う
の
は
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
価
値
の
問
題
や
、
人
類
の
未
来
へ
の
見
通
し
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で 

あ
り
、
こ
の
問
題
領
域
こ
そ
科
学
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ユ
ン
テ
・
デ
ュ
・
ニ
ュ
イ
は
、
「人
間
の
未
来
は
、
神
を
否
定
す
る
唯
物
論
者
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
先
験
的
問
題 

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
類
の
未
来
の
問
題
は
、
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ 

わ
れ
も
認
め
る
。
宗
教
思
想
家
は
、
人
間
の
歴
史
、
国
家
の
歴
史
、
人
類
全
体
の
歴
史
は
何
ら
か
の
意
味
で
あ
ら
か
じ
め
運
命
的
に 

定
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
き
た
。
歴
史
の
終
着
点
の
問
題
や
、
人
間
の
未
来
の
問
題
は
、
そ
の
確
信
か
ら
す
れ
ば
、 

無
意
味
な
こ
と
だ
っ
た
。
歴
史
は
神
の
摂
理
の
啓
示
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
後
期
に
は
、
人
類
の
進
歩
を
無
批 

判
に
信
ず
る
態
度
が
広
く
普
及
し
て
い
た
。
だ
が
二
〇
世
紀
の
ひ
と
び
と
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
信
仰
に
左
右
さ
れ
な
く
な
っ
た
。 

そ
し
て
全
体
的
壊
滅
に
対
抗
す
る
唯
一
の
選
択
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
合
理
的
未
来
を
求
め
る
努
力
を
ま
す
ま
す
強
め
つ
つ
あ
る
。 

明
日
の
世
界
は
、
戦
争
の
な
い
現
代
的
世
界
で
あ
り
、
相
互
に
文
化
的
な
繁
栄
を
高
め
る
世
界
で
あ
る
。
人
類
の
未
来
は
、
テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー
の
支
配
、
経
済
的
成
長
、
生
産
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
、
日
常
生
活
へ
の
科
学
の
滲
透
、
等
々
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ 

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
要
案
が
、
人
間
を
創
造
へ
と
解
放
し
、
人
間
の
生
活
樣
式
を
変
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
経 

済
的
繁
栄
と
階
級
な
き
社
会
と
い
う
観
点
が
、
科
学
者
に
は
失
わ
れ
て
い
る
あ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
——

彼
ら
科
学
者
は
、
宇
宙
空
間
と 

か
時
間
の
深
み
、
と
か
の
次
元
に
立
つ
——

を
提
供
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
科
学
は
沈
黙
を
守
り
、
哲 

学
者
や
詩
人
が
発
言
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
真
の
哲
学
が
出
発
す
る
地
点
な
の
で
あ
る
。
こ
の
領
域
こ
そ
、
経
験
科
学
の
及
び
え
な
い
と
こ
ろ
、
理
性
的
洞
察
が
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主
役
と
な
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
科
学
的
人
間
学
が
、
活
動
的•
具
体
的
ヒ
ュ
—
マ
ニ
ズ
ム
に
、
す
な
わ
ち
、 

社
会
主
義
へ
と
世
界
を
導
こ
う
と
す
る
実
践
的
人
間
活
動
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
主
義
の
本
領
は
物
質
的
な
富
の 

増
大
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
と
そ
の
官
由
の
十
全
な
発
展
に
あ
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
社
会
主
義
者
と
同
様
に
、
か
つ 

て
の
空
想
的
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
人
間
が
自
由
に
そ
の
才
能
と
理
性
と
を
発
展
し
う
る
社
会
主
義
社
会
を
心
に
描
い
た
。
そ
の
社 

会
主
義
社
会
で
は
、
人
間
は
そ
の
感
情
を
洗
練
し
、
世
界
の
富
と
美
と
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、 

社
会
主
義
は
つ
ね
に
人
間
の
よ
り
広
汎
な
自
由
を
求
め
る
理
念
を
意
味
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
未
来
社
会
を
、
過
去 

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
が
抱
い
て
き
た
理
想
を
実
践
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
を
真
に
解
放
す
る
共
産
主
義
と
見
な
し
た
。
も
し
社 

会
主
義
が
、
そ
の
発
祥
の
地
た
る
諸
理
想
を
人
生
に
も
た
ら
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
プ
匸
グ
ラ
ム
を
人
生
に
も
た 

ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
人
間
的
自
由
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、 

そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
未
来
査
証
す
る
も
の
は
、
行
動
す
る
ひ
と
び
と
自
身
で
あ
る
。
過
去
何
世
紀
に
も
わ
た
り
、
人 

間
は
み
ず
か
ら
の
必
要
を
満
た
す
代
償
と
し
て
、
歴
史
に
よ
っ
て
引
き
回
さ
れ
、
盲
目
的
な
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
カ̂
^

戦
争•
飢 

え•
圧
政
等
!々
！

に
対
し
、
受
動
的
な
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
違
い
、
二
〇
世
紀
は
ひ
と
び
と
に
歴
史
を
推
進
し
て 

ゆ
く
機
会
を
与
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
世
紀
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
ひ
と
び
と
は
、
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
認 

識
に
到
達
し
た
。
も
し
も
ひ
と
び
と
が
十
分
な
考
慮
を
も
っ
て
社
会
を
導
こ
う
と
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
利
益
に
反
し
て
行
動
し
た 

り
、
人
間
を
機
寓
な
ロ
ボ
ッ
ト
や
プ
レ
ハ
ブ
の
自
動
人
形
に
す
る
社
会
に
自
分
を
投
げ
込
む
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
し
な
い 

で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
対
に
、
未
来
の
社
会
を
人
間
的
な
内
実
豊
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
に
ち
の
ひ
と
び 

と
の
行
動
と
「社
会
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
ひ
と
び
と
の
知
識
は
ま
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
も 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
は
た
ん
に
生
産
力
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
諸
関
係
の
内
容
、
民
衆
の
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問
題
、
人
間
の
性
格
、
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
は
、
も
し
そ
れ
が
人
間
関
係
に
何
ら
の
変
化
を
も
も
た
ら 

さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
『
一
九
八
四
年
』
の
な
か
で
描
写
し
た
よ
う
な
暗
た
ん
た
る
未
来
を
も
た 

ら
す
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
社
会
主
義
で
は
な
い
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
悲
欝
な
ユ
ー
ト
ビ
ア
で
あ
る
非
人
間
的
な
技
術
万 

能
主
義
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
失
っ
た
世
界
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
、
そ
の
本
質
と
根
拠
を
か
た
ち 

づ
く
る
合
理
的
内
容
を
保
持
す
る
限
り
、
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と 

び
と
自
身
が
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
責
任
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
も
の
も
こ
の
責
任
を
彼
ら
か
ら
奪
い
さ
る
こ
と
は 

で
き
な
い
—

強
烈
な
個
性
で
あ
ろ
う
と
、
武
器
で
あ
ろ
う
と
、
組
織
で
あ
ろ
う
と
、
技
術
的
成
果
で
あ
ろ
う
と
も
。
ひ
と
び
と
自 

身
が
、
自
分
た
ち
の
手
で
、
行
動
を
通
じ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
主
義
的
内
容
の
た
め
に
解
答
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。 

〔五
十
嵐
靖
彦
訳
〕
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ル

ネ

サ

ン

ス

・

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

マ

ル

ク

ス

主

義

的

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

ボ
グ
ダ
ン♦

ス
ホ
ド
ル
ス
キ
ー

Bogdan  suchod-ski

は
、
ー
九
〇
三
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ソ
ス
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
に
生
ま 

れ
た
。
彼
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
教
育
科
学
研
究
所
長
で
あ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
芸
術
ア
カ
デ
ミ 

—
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
で
あ
る
。
彼
は
教
育
哲
学
と
教
育
方
法
論
に
関
す 

a 

る
多
数
の
著
書
を
出
版
し
た
。
た
と
え
ば
『社
会
化
さ
れ
た
文
化
』、
『ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お 

け
る
ポI
ラ
ン
ド
教
育
思
想
』、
『唯
物
論
的
教
育
論
の
基
礎
』、
『世
俗
的
道
徳
教
育
の
た
め 

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
な
ど
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
大
学
で
教
鞭
を
と 

" 

り
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
追
跡
さ
れ
、
地
下
に
も
ぐ
っ
て
い
た
。 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
、
二
つ
の
異
な
っ
た
態
度
の
葛
藤
に
、
わ
れ
わ
れ
は
出
会
う
。
そ
の
一 

つ
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、
永
続
的
諸
価
値
の
複
合
体
の
こ
と
を
い
い
、
何
世
紀
も
前
に
古
代
に
お
い
て
明
確 

な
か
た
ち
に
も
た
ら
さ
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
あ
る
思
想
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
態
度
—

す
な
わ
ち
、
い
つ
、 

ど
こ
に
い
よ
う
と
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
意
義
を
も
っ
と
さ
れ
る
諸
価
値
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
態
度
で
あ
るQ 

も
う
一
つ
の
態
度
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
、
一
つ
の
歴
史
的
に
変
化
し
う
る
現
象
と
見
、
世
紀
の
進
行
に
つ
れ
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て
、
あ
る
決
定
さ
れ
た
仕
方
で
、
発
展
し
変
形
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
見
る
態
度
で
あ
る
。

人
間
の
概
念
が-

し
た
が
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
概
念
も-
-

あ
る
不
変
な
諸
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な 

い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
つ
ね
に
時
代
と
場
所
と
い
う
特
定
の
諸
条
件
の
う
ち
に
具
体
的
に
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て 

そ
れ
ら
は
、
新
し
い
要
素
の
導
入
に
よ
っ
て
も
、
古
い
要
素
の
存
在
に
よ
っ
て
も
、
豊
か
に
さ
れ
る
。
人
間
は
、
つ
ね
に
「
い
ま
こ 

こ
で
」
実
存
し
て
い
る
。
彼
の
現
在
の
実
存
は
、
少
な
く
と
も
、
彼
の
本
質
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
こ
の
本 

質
が
歴
史
的
決
定
物
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
問
題
は
、
ひ
と
び
と
が
つ
ね
に
も
っ
て
い
る
も
の
や
、
つ
ね
に
評
価
し 

て
き
た
問
題
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
歴
史
的
発
展
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
び
と
が
成
り
つ
つ
あ
る
も
の
、!
I

条 

件
の
変
化
の
も
と
で!

彼
ら
が
欲
し
、
前
進
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
も
、
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人
間
の
本
当
の
自
律
が
、
た
ん
に
宗
教
的
・
哲
学
的
権
威
に
直
面
す
る
自
由
の
う
ち
に
あ
る
の
み
で
な
く
、 

人
間
性
と
矛
盾
す
る
社
会
的
世
界
の
隸
属
か
ら
の
解
放
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め
て
理
解
し
は
じ
め
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
が 

探
求
し
発
見
し
た
「真
の
人
間
」
は
、
「外
的
な
ら
び
に
内
的
な
司
祭
」
か
ら
自
由
で
あ
り
、
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
活 

形
態
——

古
い
封
建
的
特
権
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
新
し
い
貨
幣
の
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れI
—

か 

ら
も
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
や
芸
術
家
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
生
活
形
態
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る 

こ
と
に
気
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
劇
的
な
問
い
を
提
出
し
た
。
現
実
の
実
存
し
て
い
る
人
間
が
、
実
は
自
分
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て 

い
な
い
状
態
に
埋
没
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
真
の
人
間
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ょ
う
か
。

・
 

ペ
ト
ラ
ル
カ
と
ボ"
カ
ッ
チ
ョ
か
ら
、
チ
ェ
リ
ー
ニ
や
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
よ
う
な
日
記
作
家
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
一
五 

世
紀
の
画
家
か
ら
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
肖
像
画•
自
我
像
を
へ
て
、
テ
ィ
ツ
イ
ア
ー
ノ
に
い
た
る
ま
で
、
経
験
的
な
人
間
の
多
様
性
に 

つ
い
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
成
長
し
た
。

マ
キ
ャ
ザ
エ
リ
は
、
そ
の
哲
学
的
結
論
を
述
べ
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
歴
史
家•
同
時
代
の
生
活
の
観
察
者•
政
治
家
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•
政
治
家
と
し
て
、
い
か
に
し
て
ひ
と
び
と
が
権
力
の
た
め
に
闘
い
、
成
功
す
る
か
、
い
か
に
し
て
ひ
と
び
と
は
彼
ら
の
敵
に
屈
服 

す
る
か
を
見
た
。
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
人
間
は
そ
の
社
会
的•
政
治
的
生
活
に
お
い
て
ど
ん
な
人
か
、
と
い
う
問
い
と 

し
て
解
釈
さ
れ
た
。

し
か
し
、
人
間
の
認
識
の
経
験
的
概
念
が
か
た
ち
を
と
っ
て
現
わ
れ
は
じ
め
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
別
の
問
い
が
起
こ
っ
て
き
た
。 

そ
の
一
つ
は
、
真
の
人
間
は
、
あ
る
生
活
を
お
く
る
人
と
実
際
に
同
一
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
新 

し
い
経
験
主
義
は
、
人
間
生
活
の
現
わ
れ
を
す
べ
て
当
然
の
こ
と
と
見
な
し
、
そ
れ
を
頼
り
に
な
る
も
の
と
軽
々
し
く
信
じ
て
、
記 

録
し
た
。
し
か
し
あ
る
思
想
家
た
ち
は
、
人
間
の
生
活
様
式
が
人
間
の
本
性
の
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
振
舞
い
、 

あ
る
特
有
の
服
装
を
着
、
彼
の
正
体
を
現
わ
す
こ
と
な
し
に
、
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
条
件
や
環
境
の
結
果
な
の 

か
を
、
尋
ね
た
。
こ
の
問
い
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
そ
の
敵
で
あ
っ
た
卜I

マ
ス•
モ
ー
ア
に
よ
っ
て
提
出
さ 

れ
た
。
モ
ー
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
農
民
た
ち
が
、
泥
棒
を
し
た
り
犯
罪
を
犯
し
て
生
活
し
て
い
る
の
は
、
領
主
が
彼
ら
の
土
地
を
取 

り
あ
げ
、
彼
ら
の
生
活
手
段
を
運
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
、
指
摘
し
た
。
農
民
た
ち
は
自
分
で
は
抑
え
き
れ
な
い
力
で
悪
事 

へ
走
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
被
告
と
し
て
罰
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
的
偽
善
の
仮
面
を
、
モ
ー
ア
は
あ
ば
い
た
の
で
あ
る
。 

モ
ー
ア
の
友
人
で
あ
る
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
『痴
愚
神
礼
讃
』
の
な
か
で
、
人
間
の
生
活
様
式
は
、
人
間
の
本
性 

を
で
は
な
く
、
社
会
構
造
を
表
わ
す
と
い
う
思
想
を
取
り
あ
げ
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
世
界
を
愚
鈍
の
国
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
い 

か
に
司
教
や
諸
侯
、
指
導
者
・裁
判
官•
学
者•
作
家
た
ち
が
愚
行
に
屈
し
、
つ
い
に
は
「真
の
」
人
間
の
方
が
狂
人
に
見
え
る
よ 

う
に
な
り
、
滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
狂
人
の
例
に
従
う
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼 

の
生
活
と
地
位
が
要
求
す
る
仮
面
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
か
く
し
て
王
は
、
た
だ
彼
の
王
冠
と
王
権
の
お
か
げ
で 

王
と
な
り
、
司
教
は
そ
の
司
教
冠
と
笏
杖
の
お
か
げ
で
司
教
と
な
り
、
学
者
は
そ
の
法
服
と
べ
レ
ー
帽
の
お
か
げ
で
学
者
と
な
る
。 

し
か
し
こ
れ
は
、
現
世
的
な
目
で
み
た
と
き
に
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
真
理
は
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

人
間
の
認
識
の
経
験
的
理
論
へ
の
批
判
は
、
近
代
人
間
学
の
基
礎
的
な
問
題
を
、
す
な
わ
ち
「現
実
の
」
人
間
と
、
「真
の
」
人
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間
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
を
提
出
し
た
。
こ
の
問
い
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
終
り
近
く
に
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と 

に
よ
っ
て
、
最
も
劇
的
に
提
出
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
社
会
的
生
活
条
件
に
適
合
し
な
い
真
の
人
間
が
、
い
か
に
し
て
滅
び
、
あ
る
い 

は
み
ず
か
ら
に
そ
む
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
、
は
っ
き
り
と
示
し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
教
会
の
形
而
上
学
と
い
う
超
人
間
界
の
束
縛
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
と
い
う
思
想
を
も
つ 

て
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
、
す
べ
て
を
お
お
う
世
俗
的
束
縛
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
と
い
う
、
人
間
の
哲
学
の
中
心
問 

題
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

現
実
の
経
験
的
人
間
は
、
つ
ね
に
真
の
人
間
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
真
の
人
間
は
、
現
実
の
人
間
に
は
け
っ
し 

て
な
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
と
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
世
界
と
の
葛
藤
は
、
つ
ね
に
存
在
す
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら 

の
問
い
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
そ
の
終
り
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
よ
っ
て
の
み
答
え
が
与
え
ら
れ
た
。 

一
つ
の
解
答
は
ベ
ー
ユ
ン
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
彼
は
、
社
会
の
進
歩
は
、
科
学
と
技
術
が
、
自
然
の
猛
威
と
人
間
の
妄
想
と 

に
勝
利
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
達
成
さ
れ
う
る
と
信
じ
た
。
別
の
答
え
は
カ
ン
パ
ネ
ラ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
が
、
彼
は
私
的
所
有 

権
を
廃
止
し
、
科
学
・技
術
・
芸
術
の
発
展
に
門
戸
を
開
く
社
会
革
命
を
信
じ
て
い
た
。

そ
れ
に
続
く
数
世
紀
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
つ
づ
け
た
。
も
し
ひ
と
び
と
が
、
宗
教
的
権
威
へ
訴
え
る
こ
と
も
、
現
存
す 

る
す
べ
て
の
社
会
的
現
実
を
お
と
な
し
く
受
け
い
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
分
の
生
活
を
理
解
し
導
く
こ
と
の 

で
き
る
唯
一
の
力
と
し
て
、
自
分
自
身
の
知
性
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
間
の
経
験
的
概
念
を
信
じ
る
人
た 

ち
は
、
保
守
主
義
と
日
和
見
主
義
と
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
理
性
を
い
っ
そ
う
高
く
評
価
し
は
じ
め
た
の
で 

あ
る
。

か
く
し
て
、
新
し
い
逆
説
的
と
も
い
え
る
タ
イ
プ
の
合
理
主
義
が
起
こ
っ
た
。
人
間
の
運
命
は
、
現
実
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
現 

存
す
る
状
況
に
よ
っ
て
合
理
的
に
改
善
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
現
実
の
承
認
は
、
宗
教
的
も
し
く
は
形
而
上
学
的
立 

場
か
ら
の
批
判
と
同
じ
く
、
容
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
状
況
を
、
現
実
の
範
囲
内
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
困
難
な
こ
と
で
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あ
っ
た
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
と
く
に
入
り
組
ん
だ
存
在
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
自
分
自
身
が
つ
く
っ
た
世
界
の
う
ち 

に
住
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
世
界
を
彼
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
批
判
す
る
さ
い
、
彼
が
形
而
上
学
的
な
基
準
に
助
け
を 

求
め
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
が
自
由
に
扱
え
る
の
は
、
歴
史
的•
社
会
的
な
人
間
全
体
の
経
験
の
み
と
な
る
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
、 

こ
の
基
準
を
も
評
価
す
る
責
務
が
あ
る
の
で
あ
る
〇

こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
人
間
理
性
と
人
間
の
現
実
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
が
、
特
別
の
鋭
さ
を
も
っ
て
、
人
間
の
歴
史 

の
意
味
の
問
題
と
し
て
も
ち
上
っ
て
く
る
。
理
性
と
歴
史
と
の
葛
藤
に
直
面
し
た
場
合
に
、
理
性
を
選
ぶ
こ
と
は
、
歴
史
を
非
難
す 

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
宇
宙
の
な
か
に
自
分
一
人
放
置
さ
れ
た
孤
独
な
存
在
で
あ
る
人
間
が
自
由
に
扱
え
る
唯
一
の
力
で
あ
る
歴
史 

を
非
難
す
る
こ
と
と
、
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

理
性
と
歴
史
と
の
葛
藤
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
理
性
と
社
会
的
現
実
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
質
に 

お
い
て
、
現
代
の
生
活
に
現
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
葛
藤
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
は
、
と
く
に
社
会
に
対
し
て
批
判 

的
態
度
を
と
る
理
性
と
、
社
会
制
度
な
ら
び
に
普
遍
的
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
慣
習
と
、
ど
ち
ら
が
よ
り
よ
い
か
と
い
う
問
い
を
発
せ 

ら
れ
て
驚
い
た
。
社
会
的
世
界
が
、
形
而
上
学
も
し
く
は
歴
史
的
権
威
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
こ
の
問
題
は
難 

問
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
間
が
ひ
と
り
で
自
分
の
社
会
的
現
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
そ
れ
は
本 

質
的
な
問
題
と
な
っ
た
。

人
間
自
身
の
理
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
現
実
の
方
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
は
、
人
間
に
お
け
る
最
も
価
値
あ
る
も 

の
、
す
な
わ
ち
彼
の
批
判
的
意
識•
評
価
能
力•
行
為
へ
の
意
志
か
ら
、
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
社
会
的
現
実
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
理
性
の
諸
理
想
の
方
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
は
別
の
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
。
社
会
的
実
践
に
お
い
て 

ま
だ
テ
ス
ト
さ
れ
て
い
な
い
諸
理
想
の
ど
れ
が
正
し
い
か
を
、
誰
が
確
信
で
き
る
だ
ろ
う
。
保
守
主
義
者
は
、
つ
ね
に
、
ま
だ
誰
に 

よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
賢
い
こ
と
を
す
る
よ
り
も
、
他
の
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
従
来
な
さ
れ
て
き
た
愚
か
な
こ
と
を
す
る

52

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



ルネサンス・ヒューマ二ズムとマルクス主義的ヒューマニズム

方
が
、
優
っ
て
い
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
も
し
理
性
の
諸
理
想
が
形
而
上
学
的
に
保
証
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
的
現
実 

を
証
明
す
る
も
の
は
、
た
だ
そ
れ
ら
の
理
想
を
確
認
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
の
も
と
で
、
真
偽
の
社
会
的
基
準
は
否 

認
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

歴
史
お
よ
び
現
代
生
活
の
双
方
に
お
け
る
、
人
間
理
性
と
人
間
の
現
実
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
は
、
啓
蒙
思
想
の
哲
学
者
た
ち
が
、 

文
明•
社
会
組
織
な
ら
び
に
人
間
に
関
し
て
お
こ
な
っ
た
討
論
の
、
原
理
的
主
題
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
思
想
は
、
人
民
が
そ
こ
で
生
活 

し
て
い
る
現
実
、
彼
ら
の
制
度
と
見
解
が
、
理
性
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
変
形
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
思
想
を
強
調
し
た
。
こ
の
理 

性
概
念
を
永
久
化
し
て
、
啓
蒙
思
想
は
、
歴
史
の
う
ち
に
そ
れ
の
実
行
の
舞
台
を
見
、
未
来
へ
導
く
進
歩
の
大
道
と
想
像
し
た
の
で 

あ
る
。

こ
の
お
か
げ
で
、
人
間
の
哲
学
は
、
歴
史
上
は
じ
め
て
新
し
い
次
元
を
獲
得
し
た
。
た
し
か
に
、
進
歩
の
理
論
の
系
譜
は
、
ず
つ 

と
初
期
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
概
念
が
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
、
実
り
あ
る
歴
史
の
哲
学
と
人
間
の
哲
学
と
な 

っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
八
世
紀
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
人
間
は
、
た
だ
た
ん
に
自
分
の
生
活
諸
条
件
を
創
造
す
る
存
在
と
し
て
の 

み
で
は
な
く
、
生
活
諸
条
件
の
歴
史
的
変
形
に
お
い
て
、
一
つ
の
存
在
形
態
か
ら
別
の
そ
れ
へ
と
進
歩
す
る
存
在
と
し
て
見
ら
れ
る 

よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
と
き
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
哲
学
者
た
ち
は
、
ひ
と
び
と
が
ど
ん
な
人
か
を
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「人
間
と
は
何 

か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
を
や
め
た
。
歴
史
家
や
民
俗
学
者
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
人
類
に
お
け
る
分
化
が
理
解
さ
れ
る 

よ
う
に
な
る
の
は
、
人
間
と
は
進
化
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
見
な
さ
れ
え
た
と
き
の
み
で
あ
る
、
と 

い
う
こ
と
を
哲
学
者
は
認
識
し
た
。
人
間
の
本
性
は
、
資
料
を
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
定
義
で
き
ず
、
人
間
の
発
展
を
追
跡
し
、 

そ
の
進
化
の
段
階
の
特
性
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
定
義
で
き
る
。
か
く
し
て
啓
蒙
思
想
は
、
再
び
人
間
理
性
の
問
題
を
、 

人
間
の
現
実
と
の
関
係
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
新
し
い
分
析
を
通
じ
て
、
従
来
適
用
さ
れ
て
き
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
十
分
に
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
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ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人
間
の
活
動
性
の
役
割
を
発
見
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
困
難
な
諸
問
題
を
認
識
す
る
こ
と
に 

は
失
敗
し
た
。
ベI

ユ
ン
だ
け
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
人
間
の
知
的
活
動
と
い
う
ー
側
面
か
ら
の
み
で
あ
っ
た
。 

人
間
は
そ
の
活
動
に
お
い
て
虚
偽
や
幻
想
を
考
案
す
る
が
、
の
ち
に
な
っ
て
彼
は
そ
れ
ら
に
屈
服
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
ベ
ー
コ
ン 

は
気
づ
い
て
い
た
。

ベ
ー
ロ
ン
の
批
判
は
、
人
間
の
活
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
求
し
、
人
間
の
創
造
的
達
成
そ
の
も
の
が
、
自
分
自
身
の
発
展
を
妨
げ 

る
特
殊
な
寄
生
物
を
養
育
す
る
こ
と
を
示
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
よ
そ
よ
そ
し
い
、
威
嚇
す
る
自
然
だ
け
で
な
く
、
人
間
自 

身
の
産
物
も
ま
た
、
人
間
の
敵
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
産
物
を
負
か
す
こ
と
は
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
の
創
作
で
あ
る
だ
け 

に
、
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。

疎
外
理
論
の
こ
の
最
初
の
萌
芽
は
、
そ
の
後
継
者
を
誰
も
も
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
ハ
世
紀
に
は
、
こ
の
問
題
を
再
び
前
面
に 

も
た
ら
す
条
件
が
出
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
寄
生
物
は
、
た
だ
た
ん
に
知
的
活
動
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
他
の
領
域
に
お
い
て
も
、
と
く
に
社
会
的
活
動
に
お 

い
て
も
現
わ
れ
る
と
思
わ
れ
た
。
啓
蒙
田5
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
有
力
な
社
会
組
織
へ
攻
撃
を
浴
び
せ
た
が
、
そ
の
攻
撃
は
、
哲
学 

者
た
ち
、
と
く
に
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
発
展
の
あ
る
段
階
に
お
け
る
社
会
的
現
実
の
頹
廃
に
反
対
す
る
闘
争
と
し
て
説
明
さ 

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、
人
間
の
活
動
の
結
果
に
判
決
を
下
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
活
動 

の
本
物
の•
価
値
あ
る
産
物
を
、
か
か
る
活
動
の
寄
生
物
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。 

つ
ま
り
、
価
値
の
あ
る
人
間
諸
活
動
の
表
現
を
、
そ
れ
ら
の
頹
廃
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
生
活
が
評
価
さ
れ
る
よ
う 

に
な
っ
た
。
人
間
の
哲
学
は
、
歴
史
の
影
響
の
も
と
で
、
人
間
が
発
展
す
る
仕
方
と
、
人
間
が
頹
廃
す
る
仕
方
と
の
双
方
を
指
摘
で 

き
る
。
社
会
が
人
間
を
つ
く'5

仕
方
と
、
社
会
が
人
間
の
人
間
性
を
破
壊
す
る
仕
方
と
の
双
方
を
指
摘
で
き
る
。
経
験
的
な
人
間
認 

識
と
、
形
而
上
学
的
な
人
間
認
識
と
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
以
前
の
矛
盾
は
、
過
ぎ
去
っ
た
。
「本
質
」
と
い
う
概
念
は
つ
ね
に
形
而
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上
学
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
学
者
た
ち
は
、
人
間
を
彼
の
「実
存
」
に
し
た
が
っ
て
定
義
し
よ
う
と
し
、
当
然
、
と
く
に
人 

間
の
本
質
を
探
求
し
た
学
者
を
批
判
し
た
。
人
間
は
、
事
実
上
、
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
を
そ
の
実
存
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
人
た
ち
も
、
同
じ
く
誤
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の 

実
存
が
人
間
を
制
限
し
、
彼
の
十
分
な
発
展
を
妨
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
潜
在
的
に
は
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、 

い
ま
や
そ
れ
に
続
い
て
、
人
間
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
彼
の
存
在
あ
る
い
は
、
あ
る
べ
き
彼
の
存
在
を
決
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
し 

て
、
人
間
を
、
彼
自
身
の
世
界
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
活
動
的
存
在
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
、
そ
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
克
服
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
産
物
を
変
革
し
発
展
さ
せ
つ
つ
あ
る
活
動
的
存
在
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に 

な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
己
自
身
と
、
そ
の
実
存
と
を
、
そ
し
て-
-

そ
れ
ゆ
え-
-

自
己
自
身
の
本
質
を
発
展
さ
せ
る
の
で 

あ
る
。

人
間
の
活
動
と
、
そ
の
結
果
に
打
ち
勝
つ
能
力
と
の
両
方
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
で 

は
サ
ラ
ヴ
ィ
ユ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
同
時
期
に
明
確
な
か
た
ち
で
も
た
ら
さ
れ
た
。 

前
者
は
そ
れ
と
、 
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
家
と
い
う
観
点
か
ら
表
現
し
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
文 

化
な
ら
び
に
教
育
の
研
究
に
従
事
す
る
学
者
の
言
葉
で
表
現
し
た
。
し
か
し
両
者
と
も
に
、
同
じ
基
礎
的
な
発
見
を
し
た!

す
な 

わ
ち
、
人
間
を
、
彼
自
身
の
産
物
の
創
造
者
で
あ
る
と
同
時
に
奴
隸
と
し
て
み
る
こ
と
を
発
見
し
た
。 

こ
の
新
し
い
人
間
の
哲
学
の
社
会
的
な
帰
結
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
、
啓
蒙
思
想
の 

偉
大
さ
——

な
ら
び
に
限
界!

と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
限
界
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個 

人
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
集
産
主
義
と
の
諸
理
想
に
対
し
、
同
等
に
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
「真 

の
人
間
」
は
滅
ぼ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
個
人
主
義
は
、
や
は
り
一
種
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
し
て
愛
国
心•
国
民 

性
・
国
家
と
い
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
集
産
的
に
翻
訳
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
ぽ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
、 

封
建
社
会
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
と
に
存
在
し
た
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム(
個
人
主
義
と
集
産
主
尋
と
い
う
両
極
端
の
矛
盾
を
克
服
す
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る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
、
真
の
人
間
と
現
実
の
人
間
に
つ
い
て
の
偉
大
な
ル
ネ
サ
ン
ス
の
あ
の
議
論
を
引 

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
「真
の
人
間
」
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
没
落
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、 

す
べ
て
の
人
民
の
活
力
あ
る
要
求
に
適
合
し
た
新
し
い
社
会
的
現
実
が
成
立
し
た
と
き
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。 

葛
藤
の
本
質
的
原
因
が
、
人
間
性
の
否
定
を
と
も
な
う
社
会
の
階
級
的
組
織
に
あ
る
こ
と
を
勇
敢
に
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
お
こ
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
人
間
の
理
想
の
批
判
や
、
フ
ラ
ン
ス
番
蒙
思
想
に
よ
っ
て
歓
迎
さ 

れ
た
「市
民
」(
a.f
^
e
A
の
批
判
と
同
様
の
考
察
を
し
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
そ
の
弟
子
た
ち
と
の
有
名
な
論
争
の
過
程
で
基
礎
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
人
間
の
哲
学
の
上
に
、 

彼
の
理
論
の
基
礎
を
お
い
た
。
こ
の
哲
学
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
啓
蒙
思
想
の
哲
学
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
た
諸
問
題
を
も
ち
だ
し
、 

解
決
し
な
が
ら
、
活
動
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
科
学
的
な
説
明
を
準
備
し
た0

そ
れ
は
、
現
代
の
人
間
概
念
の
出
発
点
と
な
っ
た 

も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
多
様
な
人
間
の
活
動
を
分
析
し
な
が
ら
、
人
間
が
い
か
に
し
て
人
間
生
活
の
特
殊
な
環
境
を
つ
く
り
だ
す
か
を
示 

し
た
。
そ
れ
は
、
人
間
存
在
の
自
然
的
環
寛
と
生
物
学
的
欲
求
に
基
礎
を
お
く
が
、
そ
れ
ら
の
予
備
的
な
条
件
を
越
え
、
人
間
の
物 

質
的
・
社
会
的
活
動
の
発
展
と
と
も
に
進
化
す
る
個
々
の
現
実
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
歴
史
的
発
展
の 

す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
人
間
は
こ
の
現
実
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
創
造
者
で
も
あ
る
。
「人
間
と
は
、
人
間 

の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。」

マ
ル
ク
ス
は
、
い
っ
そ
う
深
く
定
義
し
な
が
ら
、
「人
間
の
世
界
」
の
葛
藤
と
、
そ
れ
に
照
応
し
た
人
間
の
内
的
葛
藤
を
あ
ば
い 

た
。
人
間
の
世
界
は
、
社
会
関
係
と
そ
れ
に
照
応
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
固
定
し
た
組
織
が
、
生
産
力
の
発
展
に
対
し
て
抵
抗
す 

る
こ
と
か
ら
生
じ
る
基
本
的
矛
盾
を
通
し
て
、
発
展
す
る
。
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
社
会
制
度
と
社
会
理
想
と
い
う
世
界
が
、 

人
間
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
現
実
と
な
り
、
人
間
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
一
つ
の
世
界
と
な
り
、
こ
の
世
界
の
方
が
自
分
の
要
求 

を
人
間
に
押
し
つ
け
て
く
る
。
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人
間
の
発
展
の
無
尽
蔵
の
源
泉
で
あ
る
労
働
と
社
会
生
活
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
も
の
で
、
非
人
間
化
へ
導
く
要
因
に
変
化
す
る
。 

か
く
し
て
人
間
の
歴
史
的
発
展
を
決
定
す
る
す
べ
て
の
も
の
が!

人
間
が
動
物
的
な
無
為
の
生
活
の
レ
ベ
ル
を
越
え
、
人
間
的
な 

欲
求
と
抱
負
と
い
う
富
を
増
す
こ
と
が!
!

同
時
に
、
人
間
か
ら
彼
の
人
間
性
を
奪
い
、
資
本
主
義
経
済
の
要
求
に
人
間
を
従
属
さ 

せ
る
要
因
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
人
間
の
歴
史
的
発
展
は
、
人
間
が-
-

そ
の
本
質
に
お
い
て-
-

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
人
間
が 

定
義
さ
れ
る
人
間
活
動
の
頹
廃
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た
。 

ル
ネ
サ
ン
ス
の
著
述
家
た
ち
は
、
こ
れ
を
見
て
、
人
間
の
世
界
は
「あ
べ
こ
べ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
こ
の 

葛
藤
の
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
唯
一
の
希
望
が
ユI

ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
マ 

ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
経
済
と
階
級
組
織
と
の
条
件
の
も
と
で
、
い
か
に
「真
の
」
人
間
が
「非
人
間
化
」
の
過
程
に
属
さ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
か
、
そ
し
て
「真
の
」
社
会
が
「表
面
的
な
」
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
、
つ
ま
り
人
間
の
資
源
と
人
間
的
な
共 

同
体
が
、
か
か
る
条
件
の
も
と
で
は
破
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
を
説
明
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
現
実
生
活
は
非
人
間
的
と
な
り
、 

彼
の
人
間
的
な
抱
負
と
欲
求
と
は
非
現
実
的
と
な
る!
!

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
頹
廃
す
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
、
世
界
を
変
革
す
る
た
め
に
世
界
を
哲
学
的
に
分
析
し
た
。
彼
の
世
界
理
解
は
、
革
命
的
活
動
に
彼
が
向
か
う
に
つ 

れ
て
増
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
組
織
に
反
対
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
労
働
と
社
会
生
活
の
疎
外
、 

人
間
の
非
人
間
化
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
「革
命
的
実
践
」
と
よ
ん
だ
も
の
は
、
既
存
の
歴
史
的
条
件
の
も
と 

で
、
人
間
を
圧
倒
し
て
い
る
社
会
的•
知
的
生
活
形
態
へ
の
隸
属
か
ら
、
人
間
を
解
放
す
る
社
会
的
変
革
の
主
な
要
因
で
あ
り
、
基 

本
的
な
カ
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間
学
は
、
人
間
の
「本
質
」
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
思
弁
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
こ
の 

よ
う
な
概
念
は
、
つ
ね
に
、
あ
る
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
、
あ
る
社
会
階
級
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
経
験
を
、
絶
対
的
真
理
だ
と
し 

て
不
当
に
受
け
い
れ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
は
指
摘
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
、
経
験
を
、
客 

観
的
で
不
変
の
原
理
の
位
置
に
ま
で
高
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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人
間
の
本
質
に
関
す
る
諸
概
念
は
——

マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に!

社
会
的•
政
治
的•
教
育
的
活
動
の
土
台
と
し
て
役 

立
つ
、
真
の
人
間
の
本
性
の
発
見
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
る
社
会•
政
治
的
状
況
の
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
永
久
化
さ
せ
よ 

う
と
す
る
見
方
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
ま
た
、
人
間
を
経
験
だ
け
に
頼
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
試
み
を
も
批
判
し
た
。
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
形 

而
上
学
的
理
論
と
同
じ
く
、
歴
史
的
な
事
態
を
当
然
の
こ
と
と
前
提
し
、
そ
れ
ら
を
不
変
の
も
の
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ 

ら
の
試
み
は
、
人
民
は
彼
ら
が
生
活
し
て
い
る
ま
ま
の
様
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
、
誤
っ
て
前
提
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
歴
史
的 

発
展
の
異
な
る
諸
段
階
に
お
け
る
人
間
的
世
界
内
部
で
の
内
的
矛
盾
を
、
何
ら
認
識
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
の 

背
景
に
反
対
す
る
人
間
の
う
ち
に
起
こ
さ
れ
る
変
形
を
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間
学
は
、
人
間
を
、
「人
間
の
世
界
」
に
関
連
づ
け
て
決
定
し
、
そ
の
世
界
に
お
け
る
変
形
過
程
の
内
的
メ 

カ
ニ
ズ
ム
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
本
質
の
変
わ
り
や
す
さ
を
示
し
た
。
そ
れ
は
人
間
が
、
客
観
的 

な
人
間
世
界
の
創
造
に
参
与
す
る
こ
と
を
'®
し
て
、
人
間
世
界
の
要
求
に
し
た
が
う
と
同
時
に
、
そ
の
腐
敗
形
態
を
克
服
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
発
展
す
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
。
人
間
の
発
展
は
、
彼
の
夢
や
希
望
の
自
発
的
で
純
粋
に
精
神 

的
な
投
影
で
は
な
く
、
ま
た
個
人
あ
る
い
は
集
団
の
主
観
的
願
望
の
表
現
で
も
な
い
。
人
間
の
発
展
は
人
間
の
諸
活
動
を
通
じ
て
実 

現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
客
観
的
基
準
の
テ
ス
ト
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
科
学
的
活
動
に
と
つ 

て
は
真
理
の
基
準
を
、
技
術
的
活
動
に
と
っ
て
は
効
率
の
基
準
を
、
芸
術
活
動
に
と
っ
て
は
形
式
の
基
準
を
、
経
済
活
動
に
と
っ
て 

は
生
産
力
と
社
会
関
係
の
基
準
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
も
の
も
任
意
で
は
あ
り
え
ず
、
人
間
の
勝
手
に
は
な
り
え
な
い
。
た 

だ
客
観
的
世
界
の
法
則
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
は
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
の
創
造
が
永
久
化
さ 

れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
勇
気
と
創
造
的
能
力
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
は
自
分
自
身
の
創
造
物
に
属
し
て
は
な
ら
な
い
。
技
術
者
が 

す
で
に
す
た
れ
た
解
法
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
科
学
者
は
科
学
理
論
を
拒
否
す
る
権
利
と
義
務
と
を
も
つ 

て
い
る
。
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人
間
の
発
展
に
お
け
る
こ
の
二
重
性
が
——

客
観
的
現
実
の
要
求
を
受
け
い
れ
る
こ
と
と
、
先
行
せ
る
業
績
や
形
式
を
拒
否
す
る 

勇
気
と
が
——

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
人
間
の
哲
学
の
根
本
的
な
教
義
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
発
展
は
、
人
間
の
社
会
的
活
動
に
も
と
づ 

い
て
い
る
。
か
か
る
活
動
は
、
生
産
力
に
お
け
る
変
化
と
大
衆
の
抱
負
と
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
、
固
定
し
た
社
会
制
度
と
諸
形
態
、 

な
ら
び
に
そ
れ
に
照
応
し
た
社
会
的
帰
結
を
変
革
す
る
の
で
あ
る
。

古
い
も
の
を
破
壊
し
、
新
し
い
も
の
を
創
造
し
、
永
続
的
な
も
の
を
保
存
す
る
と
い
う
複
雑
な
過
程
に
お
い
て
、
あ
る
諸
要
素
が 

互
い
に
補
完
す
る
と
同
時
に
矛
盾
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
生
産
諸
力
の
要
求
で
あ
り
、
経
済
的
「土
台
」
内
部
で
の
多
様
な
傾
向
、
イ 

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
「上
部
構
造
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
、
一
般
的
な
社
会
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
、
人
間
に
対
す
る 

内
的
緊
張
と
矛
盾
と
を
十
分
に
も
ち
つ
つ
、
物
質
的•
社
会
的
・
精
神
的
状
況
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。

〔堀 

孝
彦
訳
〕
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義

と

ヒ

ュI

マ
ニ
ズ
ム

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン

Lucien  G-dm
ann

は
、
パ
リ
等
六
区
に
あ
る
高
等
研
究
院
の
文
化
社
会
学
お
よ
び 

哲
学
の
教
授
。
ま
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
学
社
会
科
学
研
究
所
内
の
文
化
社
会
学
セ
ン
タ
ー
を 

主
宰
し
て
い
る
。
ー
九
一
三
年
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ボ
ト
サ
ニ
に
生
ま
れ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
で
マ
ッ 

グ
ス
・
ア
ド
ラi
の
教
え
を
受
け
、
ブ
カ
レ
ス
ト
と
パ
リ
で
法
律
を
、
ウ
ィ
ー
ン
、
チ
ュ
— 

リ
ッ
ヒ
、
パ
リ
で
哲
学
を
専
攻
し
た
後
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
と
と
も
に
研 

究
を
進
め
た
。
彼
の
著
書
に
は
、
『カ
ン
ト
に
お
け
る
人
間
共
同
体
と
世
界
』、
『人
間
の
科 

学
と
哲
学
』、
『隠
れ
た
る
神
』、
『弁
証
法
の
研
究
』、
『文
学
の
社
会
学
に
関
す
る
三
つ
の 

研
究
』
が
あ
る
。

ー
九
一
七
年
以
前
の
指
導
的
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
た
ち
は
、
社
会
の
未
来
像
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
た
——

プ
ロ
レ
タ
リ
ア 

革
命
が
勝
利
を
お
さ
め
、
生
産
手
段
が
国
有
化
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
中
央
統
制
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
民
主
独

6o

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



社会主義とヒューマニズム

裁
と
い
う
予
備
的
な
段
階
を
経
た
後
、
必
然
的
に
社
会
は
階
級
に
分
裂
す
る
こ
と
を
や
め
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
は
廃
止
さ
れ 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
中
産
階
級
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
継
承
し
た
主
要
な
諸
価
値(
普
遍
性
、
個
人
の
自
由
、
平
等
、
人 

格
の
尊
厳
、
表
現
の
自
由)

は
完
全
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
価
値
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
よ
う 

に
た
ん
な
る
形
式
的
な
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
類
史
上
は
じ
め
て
十
分
な
内
容
を
と
も
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
で
あ 

ろ
う
。

た
し
か
に
、
民
主
主
義
的
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
も
、
全
市
民
が
法
の
前
で
平
等
で
あ
り
自
由
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
各
人
が 

自
由
に
そ
の
思
想
を
表
明
す
る
権
利
を
も
っ
こ
と
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
平
等
と
個
人
の
自
由
と
は
、 

経
済
的
な
不
平
等
に
よ
り
ま
っ
た
く
形
式
的
な
状
態
に
お
と
し
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
市
民 

は
、
少
数
の
富
め
る
者
と
相
対
的
に
貧
し
い
大
量
の
労
働
者
と
に
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
そ
の
貧
困
の
た
め
に
大
量 

の
労
働
者
は
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
自
由
を
実
際
に
享
受
し
、
み
ず
か
ら
の
思
想
を
表
明
す
る
権
利
を
実
際
に
行
使
す
る
可
能 

性
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

と
こ
ろ
が
、
社
会
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
真
の
平
等
が
確
立
し
、
最
も
早
い
段
階
で
富
の
顕
著
な
不
平
等
が
す
べ
て
抹
殺
さ
れ 

て
い
る
か
ら
、
自
由
、
平
等
、
人
間
の
尊
厳
は
そ
の
十
全
な
意
味
に
姦
い
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
搾
取
は
廃
止
さ
れ
、
生
産
は 

合
理
的
に
計
画
さ
れ
る
。
ま
た
市
場
生
産
は
抑
制
さ
れ
、
そ
こ
で
は
人
間
と
財
貨
あ
る
い
は
人
間
と
人
間
と
の
関
係
の
質
的
な
性
格 

が
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
い
っ
て
、
社
会
主
義
社
会
は
、
そ
こ
に
い
た
る
過
去
の
社
会
の
主
要
三
形
態
の 

積
極
的
要
素
を
い
っ
そ
う
高
い
レ
ベ
ル
で
綜
合
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
主
要
三
形
態
の
積
極
的
要
素
と
は
、

闾 

原
始
社
会
に
お
け
る
無
階
級
性

⑹

人
間
が
他
人
お
よ
び
自
然
と
質
的
に
関
係
す
る
こ
と̂

こ
れ
は
前
資
本
主
義
社
会
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

⑹
 

資
本
主
義
社
会
に
な
っ
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
合
理
性
の
理
念
。
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
普
遍
性
、
平
等
、
自
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由
、
と
い
っ
た
諸
価
値

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び
そ
の
後
継
者
は
、
社
会
主
義
革
命
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ 

は
「歴
史
以
前
」
を
終
末
さ
せ
、
必
然
の
国
か
ら
自
由
の
国
へ
の
移
行
点
と
な
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た
。 

ー
九
世
紀
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
こ
う
し
た
図
式
は
、
現
代
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
社
会
主
義
思
想
を
支
配
し
つ
づ
け
て 

い
る
。
し
か
し
ー
九
一
七
年
以
来
、
ま
ず
一
つ
の
国
家
が
、
続
い
て
い
く
つ
か
の
国
家
が
、
社
会
主
義
国
と
し
て
登
場
し
た(
こ
れ 

ら
の
国
家
は
政
治
的
、
社
会
的
に
は
非
常
に
複
雑
な
現
実
の
枠
組
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
社
会
主
義
的
な
性
格 

を
も
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
そ
の
点
を
誇
り
と
し
て
い
る)
。
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
国
家
が
実
際
に
現
わ
れ
た
結
果
、
こ
れ
ら 

の
社
会
な
い
し
国
家
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
現
実
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
構
造
と
の
あ
い
だ
の
著 

し
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
は
っ
き
り
と
露
呈
さ
れ
て
き
た
。
現
実
を
理
解
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
神
秘
化
を
あ
ば
こ
う
と 

す
る
現
在
の
社
会
主
義
哲
学
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
重
要
な
第
一
義
の
課
題
た 

る
べ
き
で
あ
る
。

現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ}

の
不
一
致
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
新
し
い
も
の
で
も
驚
く
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
社
会
的
、
政
治
的
な 

大
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
、
未
来
に
つ
い
て
、
お
よ
び
事
件
の
原
動
力
と
な
っ
た
諸
価
値
を
達
成
す
る
可 

能
性
に
つ
い
て
、
い
く
ぶ
ん
単
純
化
さ
れ
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
勝
利
を
か
ち
と
っ
た
の
ち
、
社
会
的
現 

実
が
予
期
し
た
よ
り
も
複
雑
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
指
導
者
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
、
そ
の
と
き
の
状
況
を
正
当
化
し
、
そ
の 

状
況
が
革
命
に
よ
っ
て
望
ま
れ
、
予
期
さ
れ
た
も
の
と
正
確
に
一
致
し
て
い
る
と
主
張
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
進
歩
的
な
思
想
家
は
、
つ
ね
に
そ
う
し
た
主
張
が
現
実
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
革
命
的
イ
デ
オn 

ギ
ー
が
弁
明
的
「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
な
る
可
能
性
を
含
む
よ
う
な
機
構
を
攻
撃
し
、
こ
う
し
て
思
想
と
現
実
の
調
和
を
あ
ら
た
め 

て
確
立
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
だ
。
こ
の
調
和
に
よ
っ
て
の
み
、
思
想
は
真
に
進
歩
的
な
性
格
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
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ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
当
時
有
力
だ
っ
た
中
産
階
級
の
理
論
家
に
対
抗
し
て
果
た
し
た
役
割
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
。
彼
ら
偉 

大
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
確
立
者
の
正
当
性
を
効
力
あ
る
生
き
た
も
の
と
し
て
保
持
し
よ
う
と
す
る
思
想
家
は
、
い
ま
や
次
の
よ
う
な 

弁
明
に
専
念
す
る
者
に
対
し
て
こ
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑻
 

反
資
本
主
義
革
命
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
社
会
主
義
国
家
内
に
お
い
て
弁
明
に
専
念
す
る
者
。

⑹

変
化
を
蒙
り
つ
つ
あ
る
西
側
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
弁
明
に
専
念
す
る
者
。

⑹
 

「第
三
の
世
界
」
に
お
い
て
弁
明
に
専
念
す
る
者
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、
さ
し
迫
っ
た
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
課
題
と
は
、
社
会
主
義
運
動
の
政
治
生
命
、
思
想
、 

お
よ
び
理
論
を
混
乱
に
陥
ら
し
め
る
よ
う
な
す
べ
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
う
し
て 

こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
一
九
一
七
年
以
来
の
社
会
的
・
政
治
的
変
化
を
積
極
的
か
つ
正
確
に
分
析
す
る
と
い
う
課
題
に
戻
り
う
る
の
で 

あ
る
。
こ
の
課
題
に
関
し
て
、
私
は
、
い
く
ぶ
ん
図
式
的
な
か
た
ち
で
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
問
題
を
と
り
上
げ 

て
み
よ
う
と
思
う
。

資
本
主
義
社
会
は
ー
九
世
紀
末
以
来
、
社
会
主
義
社
会
は
ー
九
一
七
年
以
来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
相
当
の
変
化
を
蒙
っ
て
い
る
。 

そ
う
し
た
現
実
の
変
化
と
マ
ル
ク
ス
が
残
し
た
分
析
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
彼
の
分
析
に
非
常
に
重
要
な
二
つ
の
修
正
を
加
え
ね 

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
理
論
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
修
正
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
奉
ず
る
社
会
組
織
内
部 

で
簡
単
に
解
決
し
う
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
社
会
主
義
者
の
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
彼
ら 

の
行
動
の
目
的
と
展
望
に
著
し
い
変
革
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
二
つ
の
修
正
は
、
い
ず
れ
も
社
会
の
現
実
と
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
に
裏
付
け
ら
れ
た
諸
価
値
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
問
題
で 

あ
り
、
社
会
主
義
的
性
格
を
も
つ
社
会
に
お
い
て
と
同
様
、
西
側
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
事
柄
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
社
会
に
つ
い
て
二
つ
の
重
要
な
分
析
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
た
。 

⑻
 

商
品
の
物
神
性
の
理
論!

ル
カ
ー
チ
が
後
に
修
正
し
た
言
葉
を
使
え
ば
、
商
品
の
物
象
化
の
理
論
。
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⑹

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
漸
進
的
窮
乏
化
の
理
論
、
お
よ
び
そ
の
結
果
、
彼
ら
が
必
然
的
に
革
命
的
役
割
を
自
覚
す
る
に
い
た 

る
と
い
う
理
論
。 

・ 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
う
ち
、
最
初
の⑻

の
理
論
に
立
ち
返
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
こ
の
命
題
は
た
ん
に
確
固
と
し
て
正 

し
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
〇
世
紀
の
資
本
主
義
の
発
展
を
理
解
す
る
の
に
、
ー
九
一
七
年
以
前
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
が 

考
え
た
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
一
方
、
後
者⑹

の
命
題
は
、
社
会
が
発
展
し
て
そ
の
構
造
の
様
相
が
変 

わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
生
命
を
失
い
現
実
と
矛
盾
す
る
命
題
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

正
統
的
に
マ
ル
ク
ス
を
理
解
し
て
い
た
と
は
い
え
、
レ
ー
ニ
ン
が
彼
の
時
代
の
社
会
的
・
政
治
的
現
実
を
説
明
す
る
必
要
か
ら
マ 

ル
ク
ス
の
分
析
に
次
の
よ
う
な
二
つ
の
重
要
な
見
解
を
加
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を
よ
く
示
し
て
い
る
。 

阅 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
然
発
生
的
発
展
は
、
革
命
的
階
級
で
は
な
く
労
働
組
合
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
こ
と
。 

⑹
 

数
に
お
い
て
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
西
側
に
は
「労
働
貴
族
」
を
か
た
ち
づ
く
る
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
カ
テ 

ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
資
本
主
義
社
会
内
部
で
醸
し
だ
さ
れ
、
改
良
主
義
的
運
動
の
社
会
的
地
盤
を
か
た
ち
づ
く 

っ
て
い
る
。 

a

二
〇
世
紀
前
半
に
起
こ
っ
た
発
展
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
観
察
を
明
ら
か
に
し
、
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。 

だ
が
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
の
終
末
以
来
、
西
側
の
資
本
主
義
が
蒙
っ
た
変
化
に
つ
い
て
何
ら
か
の
所
見
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

こ
れ
に
つ
い.
て
私
の
考
え
を
十
分
に
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
私
は
た
だ
次
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、 

正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
期
待
し
た
革
命
が
起
こ
る
一
方
、
資
本
主
義
社
会
は
一
九
二
九
—
三
三
年
の
大
恐
慌
を
経
験
し
、
経
済 

膨
張
に
よ
る
圧
迫
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
お
よ
び
全
社
会
主
義
陣
営
の
軍
事
力
の
脅
威
と
を
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
い
ま
や
資
本
主
義
世
界
は
、 

多
か
れ
少
な
か
れ
何
ら
か
の
経
済
的
自
己
規
制
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
過
剰
生
産
に
よ
る
構
造
的
な
危
機
を
回
避
す
る
よ
う
非 

常
な
努
力
を
傾
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
西
側
の
工
業
国
で
は
、
生
産
力
が
非
常
な
発
達
を
遂
げ
る
と
と
も
に
、
労
働
者
階
級
を
含 

む
多
数
の
人
口
の
生
活
水
準
が
絶
え
ず
向
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
生
産
力
の
発
達
と
民
衆
の
福
祉
の
増
大
は
、
社
会
生
義
経
済
に
よ
る
方
が
い
っ
そ
う
早
く
促
進
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
そ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
と
に
か
く
、
西
側
工
業
社
会
に
お
け
る
社
会
主
義
的
活
動
は
、 

も
は
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
窮
乏
化
が
進
ん
で
彼
ら
が
革
命
的
勢
力
へ
と
必
然
的
に
転
化
す
る
と
い
う
前
提
の
上
に
立
つ
こ
と
は 

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
現
代
社
会
は
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
に
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
し
た
方
向
と
は
違
っ
た
発
展
を 

遂
げ
つ
つ
あ
り
、
現
代
社
会
の
も
つ
展
望
と
そ
れ
が
含
む
危
険
に
し
て
も
彼
の
考
え
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
社
会
に
あ
っ
て
は
、
貧
窮
の
増
大
に
よ
り
労
働
者
が
必
然
的
に
社
会
主
義
へ
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
と
確
言
す
る 

こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
真
の
社
会
主
義
社
会
は
労
働
者
に
何
ら
か
の
経
済
的
利
益
を
与
え
、
福
利
を
向
上
さ
せ
る
か
も 

し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ー
九
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
が
信
じ
た
よ 

う
に
、
労
働
者
が
必
然
的
に
こ
の
自
覚
を
得
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
闘
争
は
、 

い
ま
や
労
働
者
お
よ
び
全
民
衆
の
階
級
意
識
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
闘
争
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
や
伝
統
的
な
マ
ル 

ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
こ
の
闘
争
に
お
い
て
下
部
構
造
が
社
会
主
義
勢
力
に
有
利
に
働
く
と
考
え
た
。
し
か
し
上
述
し
た
経
済
的
な 

変
化
は
、
非
常
に
深
く
社
会
的
・
心
理
的
態
度
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
の
思
惑
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
下
部
構
造
は
む 

し
ろ
現
存
の
社
会
秩
序
の
完
成
に
有
利
に
働
い
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。 

一
方
、
商
品
の
物
神
性
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
西
側
の
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
い
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
の
正
し
さ
が
立
証
さ 

れ
、
ー
九
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
が
考
え
た
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。 

市
場
の
出
現
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
超
個
人
的
な
諸
価
値
は
主
体
的
な
性
格
を
失
い
、
し
だ
い
に
現
象
的
で
量
的
な
様
相
を
も
つ
よ 

う
に
な
り
、
新
た
に
二
つ
の
惰
性
的
対
象
、
す
な
わ
ち
財
貨
を
商
品
化
し
て
し
ま
う
価
値
と
価
格
と
い
う
姿
を
と
る
。
こ
う
し
て
す 

ベ
て
の
超
個
人
的
な
諸
価
値
が
、
市
場
の
出
現
に
よ
り
ど
れ
ほ
ど
漠
と
し
た
何
も
の
か
へ
と
お
と
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
を
、
マ
ル
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ク
ス
は
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が!

お
よ
び
彼
を
承
け
た
ル
カ
ー
チ
が!
—

と
く
に
強
く
主
張
し
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど 

宫
然
法
則
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
た
市
場
の
経
済
法
則
に
従
う
諸
個
人
の
生
活
態
度
は
、
物
象
化
の
発
展
に
よ
り
受
動
的
な
性
格
を 

も
た
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
が
一
方
で
、
市
場
生
産
の
発
達
は
、
い
ま
や
歴
史
上
は
じ
め
て
社
会
生
活
内
部
に
新
し
い
諸
価
値
を
導
入
す
る
土
含
を
つ
く
り

〈4
〉

だ
し
、
そ
の
後
、
こ
の
土
台
は
平
等
、
自
由
、
寛
容
と
い
っ
た
諸
価
値
を
含
む
ほ
ど
に
発
展
し
た
。
こ
れ
ら
諸
価
値
は
西
側
ヒ
ュI
 

マ
ニ
ズ
ム
の
構
成
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。

し
か
し
、
市
場
生
産
を
お
こ
な
う
職
人
社
会
は
、
そ
の
後
工
業
的
資
本
主
義
社
会
へ
と
移
行
し
た
。
こ
こ
で
は
経
済
的
不
平
等
が 

き
わ
め
て
強
く
、
工
場
内
部
の
生
産
組
織
は
階
層
的
な
土
台
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
そ 

の
現
実
の
適
用
に
お
い
て
も
、
そ
の
本
質
的
な
本
性
に
お
い
て
も
、
薄
弱
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
適
用
に
つ
い
て
い
え
ば
、
個
人 

主
義
は
生
産
の
領
域
と
は
切
り
離
さ
れ
、
現
実
の
市
場
の
領
域
、
お
よ
び
法
律
、
政
治
と
い
っ
た
抽
象
的
・
周
辺
的
分
野
へ
の
適
用 

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
本
性
に
お
い
て
も
、
個
人
主
義
は
か
っ
て
の
よ
う
に
十
分
な
内
容
を
も
た
ず
、
ま
っ
た
く
形
式
的 

な
性
格
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。e

以
上
が
彼
ら
の
分
析
で
あ
る
が
、
こ
の
分
析
の
正
し
さ
に
つ
い
て
論
駁
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
マ
ル
ク 

ス
も
ル
カ
ー
チ
も
彼
ら
が
分
析
し
た
社
会
に
お
い
て
次
の
点
は
見
抜
き
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
確
認
し
て
お
か 

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
由
な
市
場(
後
に
は
ご
く
少
数
の
国
家
が
支
配
す
る
独
占
市
場)

の
み
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
で 

も
な
お
個
人
に
主
体
性
を
与
え
う
る
よ
う
な
個
人
の
活
動
と
価
値
の
分
野
が
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
維
持
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点 

で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
と
く
に
顕
著
と
な
っ
た
独
占
資
本
主
義
の
発
展
と
国
家
の
大
幅
な
介
入
と
は
、
自
己
規
制
の
方
策
が
現
わ
れ
た
こ 

と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
生
産
お
よ
び
市
場
に
お
け
る
個
人
の
責
任
と
い
う
機
能
は
実
際
上
す
べ
て
無
視
さ 

れ
、
個
人
は
み
ず
か
ら
の
自
律
的
、
内
的
な
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
個
人
の
受
動
性
は
、
今
世
紀
初
頭
の
聂
も
悲
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観
的
な
理
論
家
で
さ
え
想
像
し
が
た
か
っ
た
よ
う
な
程
度
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
衆
の
受
動
性
が
こ
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
こ
と
は
、
文
化
に
と
っ
て
、
と
く
に
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
に
と
っ
て
、
非
常
に 

危
険
な
状
態
を
つ
く
り
だ
す
。
個
人
は
自
分
、
あ
る
い
は
そ
の
家
族
の
消
費
生
活
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
問
題 

に
関
心
を
寄
せ
な
く
な
っ
て
い
く
。
と
同
時
に
彼
ら
の
生
活
水
準
は
次
第
に
向
上
し
て
い
る
.0
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
は
、
労
働
者 

が
現
存
の
社
会
秩
序
に
順
応
す
る
傾
向
を
助
成
し
、
社
会
主
義
へ
の
発
展
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
社
会
主
義
者
は
政
治
・
社
会•
文
化
的
思
想
と
い
っ
た
上
部
構
造
の
水
準
に
立
っ
て
、
個
人
の
主
体
性 

に
働
き
か
け
る
力
を
得
よ
う
と
努
め
、
そ
の
方
向
に
計
画
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
西
側
世
界
の
労
働
者
は
、
意
識
的 

で
あ
ろ
う
と
漠
然
と
で
あ
ろ
う
と
、
二
つ
の
可
能
な
社
会
の
二
者
択
一
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
技
術
主
義
的
な
社
会
で
あ 

る
。
こ
こ
で
は
決
定
権
は
ご
く
少
数
の
技
術
家
に
与
え
ら
れ
、
彼
ら
は
大
多
数
の
ひ
と
び
と
の
生
活
水
準
の
絶
え
ざ
る
向
上
を
保
証 

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
た
と
え
必
然
と
は
い
え
な
い
に
し
ろ
、
彼
ら
が
文
化
の
可
能
性
を
ま
っ
た
く
最
小
限
に
お
さ
え
る
よ
う 

な
非
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
へ
と
ひ
と
び
と
を
導
く
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
可
能
な
社
会
は
社
会
主
義 

的
・
民
主
主
義
的
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
技
術
主
義
的
社
会
と
同
様
、
平
等
で
し
か
も
お
そ
ら
く
い
っ
そ
う
高
度
の
福
祉
が
保
証 

さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

世
の
中
が
ま
す
ま
す
便
利
に
な
り
、
み
ず
か
ら
の
利
益
の
追
求
が
い
っ
そ
う
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は
い
え
、
各
人
自
身
の 

尊
厳
と
過
去
か
ら
継
承
し
た
偉
大
な
文
化
価
値
と
を
守
る
た
め
に
は
、
各
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
関
心
は
こ
う
し
た
流
れ
に
反
抗
す 

る
方
向
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
す
べ
て
の
問
題
は
、
こ
の
点
を
賃
金
労
働
者
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
帰
す
る
。 

結
論
と
し
て
、
こ
の
新
し
い
状
況
が
政
治
的
な
目
的
と
展
望
の
水
準
で
生
み
だ
し
て
い
る
非
常
に
重
要
な
変
化
に
つ
い
て
ご
く
簡 

単
に
述
べ
よ
う
。
絶
対
的
な
窮
乏
化
の
消
滅
、
経
済
的
自
己
規
制
の
創
出
、
民
衆
全
体
の
無
関
心
と
受
動
性
と
平
均
化
が
進
む
こ
と 

—

こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
主
義
革
命
な
い
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
伝
統
的
プP
グ
ラ
ム
は
そ
の
伝
統
的
価
値
と
政
治
的 

な
成
功
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
点
は
自
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
•
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そ
れ
ゆ
え
、
西
側
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
現
在
唯
一
の
現
実
的
な
社
会
主
義
的
プ
戸
グ
ラ
ム
と
は
、
次
の
よ
う
な
構
造
的
斑
革
」 

を
姦
こ
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
た
め
ら
わ
ず
は
っ
き
り
と
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
改
革
と
は
、
労
働
者
が
ま 

ず
工
場
を
支 

配
し
、
つ
い
で
管
理
す
る
に
い
た
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
は
絶
対
に
彼 

ら
の
利
益
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
権
利
に
よ
っ
て
の
み
、
労
働
者
は
経
済
的 

に
優
位
に
立
ち
う
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
生
活
、
社
会
生
活
、
政
治
生
活
に
お
け
る
重
要
な
決
定
に
効
果
的
に
参
与
し
て
責
任
を 

負
う
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
て
真
の
人
間
的
文
化
の
発
展
に
対
し
積
極
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
。 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
主
義
に
通
ず
る
道
を
概
念
的
に
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
た
。
こ
の
道
は
封
建
社
会
の 

な
か
で
中
産
階
級
が
た
ど
っ
た
道
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
を
た
ど
れ
ば
、
経
済
的
変
革
は
た
と
え
そ
れ
が
闘
争
か
ら
生 

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
漸
進
的
、
平
和
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
潜
在
的
に
政
治
革
命
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と 

に
な
る
だ
ろ
う̂
^
—
こ
の
政
治
革
命
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
も
は
や
避
け
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ー
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
産 

階
級
の
興
隆
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
。

n

次
に
わ
れ
わ
れ
は
社
会
主
義
的
性
格
を
も
つ
社
会
の
分
析
に
移
ろ
う
。
こ
の
社
会
に
あ
っ
て
も
そ
の
発
展
の
仕
方
は
き
わ
め
て
複 

雜
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
た
ち
が
必
然
的
な
図
式
と
簡
単
な
方
法
と
に
よ
っ
て
予
見
し
叙
述
し
た
も
の
と 

は
非
常
に
異
な
っ
た
発
展
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

彼
ら
の
叙
述
と
現
実
と
の
あ
い
だ
に
は
多
く
の
く
い
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
い
か
に
偉 

大
な
理
論
家
と
い
え
ど
も
身
を
も
っ
て
す
る
具
体
的
な
経
験
な
く
し
て
は
、
現
実
に
つ
い
て
非
常
に
簡
単
か
つ
一
般
的
な
図
式
を
し 

か
与
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
は
、
彼
ら
の
図
式
が
現
実
の
本
質
的
構
造
に
照
応
し
て
い
る
限
り
、
い
か
に
一
般

68
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的
で
あ
ろ
う
と
た
い
し
て
問
題
で
は
な
い
。 

•

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
の
哲
学
は
、
社
会
主
義
社
会
に
つ
い
て
、
さ
ら
に 

何
よ
り
も
未
来
の
共
産
主
義
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
生
産
手
段
が
社
会
化
さ
れ
て 

生
産
が
計
画
的
に
お
こ
な
わ̂

i・

る
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
組
織!
!

こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
し
ば
し
ば
「人
間
の
前
史
」
と 

よ
ぶ
が
——

の
主
要
な
三
形
式
の
積
極
的
性
質
を
す
べ
て
現
実
に
も
た
ら
し
う
る
の
で
あ
る
。

(a)
社
会
階
級
お
よ
び
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
の
消
滅
—（

こ
の
状
態
は
す
で
に
原
始
社
会
が
、
極
度
の
貧
窮
と
い
う
水
準
の 

も
と
で
は
あ
る
が
実
現
し
て
い
た
。

⑹

人
間
と
自
然
の
あ
い
だ
の
人
間
同
士
の
よ
う
な
関
係
が
質
的
に
し
て
ま
だ
物
象
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
性
格
を
も
っ
こ
と 

—I

こ
れ
は
生
産
と
分
配
が
、
前
資
本
主
義
的
か
つ
伝
統
的
な
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
た
社
会
に
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
野
蛮 

で
不
正
な
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
た
。

©

市
場
生
産
、
と
く
に
資
本
主
義
生
産
の
も
た
ら
し
た
二
つ
の
偉
大
な
貢
献!
—

①
 

そ
れ
は
生
産
の
合
理
的
組
織
と
生
産
性
の
急
速
な
発
展
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会 

が
導
入
し
た
合
理
化
は
、~
つ
の
工
場
内
部
に
だ
け
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
工
場
相
互
間
、
あ
る
い
は
生
産
全
体
に
わ 

た
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
未
来
の
社
会
主
義
社
会
で
は
、
合
理
化
が
商
品
生
産
の
全
領
域
に
お
よ
ぶ
も
の
と
さ 

れた
"'

②
 
西
側
世
界
で
は
、
市
場
生
産
の
出
現
と
発
展
に
平
行
し
て
、
人
間
的
価
値
—！

と
く
に
、
普
遍
性
、
平
等
、
個
人
の
自 

由
お
よ
び
そ
の一

部
と
し
て
の
表
現
の
自
由
—̂
—
が
生
ま
れ
、
発
達
し
た̂ 

真
の
共
同
体
と
真
の
自
由
に
根
ざ
す
社
会
に
歴
史
上
は
じ
め
て
到
達
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
原
理
が
同
時
に
適
用
さ
れ
る
結
果 

と
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
理
と
は
、
搾
取
の
廃
止
、
階
級
的
差
別
の
消
滅
、
人
間
と
自
然
の
質
的
な
関
係
の
確
立
、
生
産
の
合
理 

的
組
織
、
お
よ
び
生
産
性
の
非
常
な
高
ま
り
と
と
も
に
、
真
の
普
遍
性
、
平
等
、
自
由
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

3
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社
会
主
義
社
会
は
、
西
側
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
価
値
を
復
活
し
発
展
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
搾
取
と
階
級
差
別 

を
す
べ
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
価
値
の
た
ん
な
る
形
式
的
性
格
を
は
ぎ
と
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
諸
価
値
は
、
そ
れ
を
十 

分
に
自
分
の
も
の
と
自
覚
し
た
真
の
人
間
的
共
同
体
へ
と
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
に
こ
こ
で
、
諸
価
値
は
、 

前
資
本
主
義
時
代
に
貧
困
と
搾
取
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
重
い
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
論
文
の
結
論
と
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
実
験
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
比
較
的
小
さ
な
国
家
内 

部
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
理
論
と
政
策
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
中
央
集
権
化
に 

反
発
し
て
ユI

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
生
産
手
段
の
社
会
化
に
と
っ
て
、
集
権
的
統
制
と
市
場
の
御
*'
が
、
『
ル 
ハ
ス
杂
歓
ひ
い
い
ハ 

ス
主
義
者
た
ち
が
考
え
た
よ
う
に
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
発
見
を
、
社
会
主
義
思
想
の
う
ち
に
と
り
入
れ 

た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
社
会
民
主
主
義
の
最
も
偉
大
な
業
績
は
、
労
働
者
に
よ
る
自
B'
管
郵
を
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は 

効
果
的
な
民
主
主
義
を
保
証
す
る
ー
手
段
で
あ
り
、
か
つ
生
産
手
段
所
有
権
の
社
会
化
を
著
し
く
促
進
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
人
間 

に
よ
る
人
間
の
搾
取
を
消
滅
さ
せ
、
さ
ら
に
何
よ
り
も
物
象
化
の
現
象
の
相
当
部
分
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
同
時
に 

こ
こ
で
は
市
場
生
産
—

こ
れ
は
「自
由
」
と
く
に
表
現
の
自
由
が
真
の
姿
で
発
展
す
る
た
め
の
土
台
を
構
成
し
う
る
——

が
維
持 

さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
に
よ.
る
自
己
管
理
こ
そ
、
現
代
に
お
け
る
真
の
社
会
主
義
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
り
、
唯
一
の
可
能
な
基
礎
で
あ
る
と
私
に 

は
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
形
式
的
民
主
主
義
を
も
つ
資
本
主
義
社
会
、
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
に
独
裁
的
組
織
を
も
つ
国
家
、
集
権
的 

な
統
制
下
に
あ
る
社
会
主
義
社
会
、
あ
る
い
は
現
在
発
展
途
上
に
あ
る
国
家
社
会
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
出
発
点
は
異
な
る
か
ら
、
自
己 

管
理
の
性
格
と
そ
こ
に
い
た
る
方
策
と
が
国
情
に
よ
り
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
市
場
生
産
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
た
と
え 

生
産
手
段
の
私
的
所
有
が
消
滅
し
た
場
合
に
も
重
要
な
困
難
を
ひ
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
困 

難
は
、
真
剣
な
経
験
的
か
つ
理
論
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
〔片
山
洋
之
介
訳
〕
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?

) 
中
産
階
級
に
強
制
を
加
え
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
は
独
裁
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国
家
は
国
民
の
太 

多
数
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
強
制
が
史
上
は
じ
め
て
た
だ
少
数
の
反
動
的
分
子
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
は
民
主
独
裁 

で
あ
る
。

(2) 

か
つ
て
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
名
言
を
吐
い
た
。
「法
は
す
べ
て
の
人
間
に
同
じ
権
利
を
与
え
る
。
ル
ン
ベ
ン
や
浮
浪
者
に
パ
リ
の 

橋
の
下
で
眠
る
権
利
を
与
え
る
」
と
。

(3) 

西
側
世
界
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
な
か
に
は
、
本
質
的
に
改
良
主
義
を
奉
ず
る
社
会
層
が
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
植
民
地
市
場
の
存
在 

と
組
合
活
動
の
お
か
げ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
予
期
し
た
よ
う
な
窮
乏
化
過
程
か
ら
免
れ
る
西
側
の
労
働
者
の
数
が
、
レ
ー
ニ
ン
の
考
え
た
よ
り
も
は
る 

か
に
多
い
、
と
い
う
点
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(4) 

期
容
と
想
お
い
内
卦
瑯
ふ
自
由
と
の
対
立
は
、
中
産
階
級
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
社
会
主
義
的
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
と
の
相
違
を
か
た
ち 

づ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

驚
容
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
い
く
ぶ
ん
過
失
へ
の
無
関
心
と
い
う
意
味
を
含
む
。
こ
の
語
は
宗
教
的
な
信
仰
と
か
信
念
の
領
域
か
ら
生
じ
た
も 

の
で
、
興
隆
す
る
中
産
階
級
の
無
神
論
的
・
合
理
主
義
的
性
格
に
照
応
し
、
そ
し
て
ま
た
超
個
人
的
諸
価
値
を
お
さ
え
つ
け
て
き
た
社
会
的
・
経
済 

的
秩
序
に
照
応
す
る
の
で
あ
る
。 

、

一
方
、
社
会
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
各
人
が
自
由
に
そ
の
信
条
を
表
明
す
る
権
利
を
も
た
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
寛
容
と
い
う
言 

葉
の
示
す
よ
う
な
他
人
の
意
見
に
対
す
る
無
関
心
は
許
さ
れ
ず
、
真
理
を
見
出
し
、
自
由
で
卒
直
か
つ
公
平
な
討
論
を
通
じ
て
同
意
に
達
す
る
た
め
、 

共
同
し
て
絶
え
ず
努
力
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

(5) 

こ
れ
ら
の
現
実
は
、
現
代
の
最
も
重
要
な
小
説̂

—

カ
フ
カ
に
は
じ
ま
り
、
ベ
ケ
ッ
ト
、
イ
オ
ネ
ス
コ
、
ロ
ブ
グ
リ
エ
、
ア
ダ
モ
フ
、 

さ
ら
に
は
サ
ル
ト
ル(
嘔
吐
で)
、
カ
ミ
ュ(
異
邦
人
で)
——

に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
無
縁
の
社
会
学
者
—

た
と
え 

ば
、
内
部
か
ら
規
定
さ
れ
る
社
会
か
ら
、
外
部
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
へ
の
移
り
行
き
を
観
察
し
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
も 

表
明
さ
れ
た
現
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
美
術
の
発
展
を
研
究
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
現
象
を
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
エ
ー
リ
ッ
匕•
フ
ロ
ム 

が
デ
ュ
ブ
ロ
ヴ
ィ
ニ
ク
会
議
に
出
席
し
た
さ
い
に
も
、
見
事
な
言
葉
で
、
同
様
の
現
象
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。
「学
び
、
知
識
を
広
め
る
た
め 

に
旅
行
す
る
人
た
ち
が
、
最
初
の
こ
ろ
は
い
た
。
次
に
は
カ
メ
ラ
を
手
に
す
る
旅
行
者
が
い
た
。
し
か
る
に
現
在
で
は
、
旅
行
者
に
つ
き
そ
わ
れ
て 

彼
ら
に
奉
仕
す
る
カ
メ
ラ
だ
け
が
旅
行
し
て
い
る
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(6) 

私
は
最
初
、
「改
良
主
義
者
」
と
書
い
た
。
し
か
し
幾
人
か
の
社
会
主
義
者
、
と
く
に
イ
タ
リ
ア
の
社
会
主
義
者
と
討
論
し
た
結
果
、
こ 

の
言
葉
は
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
気
が
つ
い
た
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
文
脈
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
二
〇
世 

紀
前
半
の
社
会
主
義
思
想
の
な
か
で
、
改 
革
と
革 

命
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
関
し
て
議
論
が
あ
っ
た
。
前
者
に
は
、
主
と
し
て
内
乱
と
無
産 

政
党
の
政
権
掌
握
を
通
じ
、
資
本
主
義
体
制
内
部
の
多
少
と
も
重
要
な
要
素
を
修
正
し
て
社
会
主
義
体
制
へ
と
導
く
こ
と
、
後
者
に
は
何
よ
り
も
生 

産
手
段
を
社
会
化
す
る
も
の
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
樹
立
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
い
ま
私
の
使
っ
て
い
る
改 

革
の
意
味
は
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
の
い
ず
れ
と
も
違
う
、
第
三
の
概
念
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
概
念
と
は
工
場
管
理
を
労
働
者
の
手
に
移
す
と
い
う
理
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
分
野
か
ら
次
の
分
野
へ
と
漸
次
的
に
達
成
さ
れ 

う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
内
乱
を
必
然
的
に
起
こ
す
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
激
し
い
闘
争
を
ひ
き
起
こ
す
可
能
性
を
も
つ
し
、 

こ
う
し
た
経
済
的
変
化
に
先
立
っ
て
社
会
全
体
の
同
時
的
変
革
を
ひ
き
起
こ
す
可
能
性
を
含
む
。
も
ち
ろ
ん
管
理
の
移
行
に
よ
り
、
あ
る
特
殊
な
国 

は
内
乱
に
ひ
き
こ
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
冒
険
を
や
ら
ず
と
も
こ
れ
が
達
成
さ
れ
る
国
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
過
程
は
一
般 

的
に
見
て
封
建
社
会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
漸
進
的
な
経
済
的
変
革
は
、
と
き
に
は
内
乱
を 

と
も
な
っ
た(
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス)
が
、
他
の
国
で
は
激
し
い
革
命
を
経
ず
に
達
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
変
革
は
あ
る
煬
合
に
は 

改
革
と
よ
ば
れ
他
の
場
合
に
は
革
命
と
よ
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
い
ず
れ
も
、
ー
九
世
紀
お
よ
び
二
。
世
艇
刖
半
の 

マ
ル
ク
ス
主
義
的
革
命
文
学
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
意
味
を
、
将
来
は
も
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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社

会

主

義

は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

で

あ

る

レ
オ
ポ
ル
ド
・
セ
ン
ゴI

ル

Leopold  S

かdar  Senghor

は
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
大
統
領
。
セ
ネ
ガ
ル
独
立
の
立
役 

者
で
、
ア
フ
リ
カ
連
邦
党
と
セ
ネ
ガ
ル
進
歩
同
盟
の
指
導
者
。
ア
フ
リ
カ
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

同
盟
の
た
め
尽
力
し
、
ま
た
後
に
モ
ン
ロ
ヴ
ィ
ア
・
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
よ
り
大
き
な
親 

西
欧
ア
フ
リ
カ
国
家
集
団
の
建
設
の
た
め
尽
力
し
た
。
五
巻
の
詩
集
の
著
者
で
あ
り
、
『
ニ 

グ
ロ
と
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
詩
集
』
と
『ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
論
集
』
を
編
集 

し
た
。

以
前
に
つ
く
ら
れ
た
諸
党
の
そ
れ
ぞ
れ
の
綱
領
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
、
社
会
主
義
へ
の
愛
着
を
表
明
し
て
い
た
。
こ 

れ
は
よ
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
科
学
的
社
会
主
義
と
よ
ぶ
も
の
に
つ
い 

て
の
常
套
的
な
き
ま
り
文
句
や
、
漠
然
と
し
た
抱
負
で
満
足
し
て
い
た
。
あ
た
か
も
社
会
主
義
が
最
初
の
源
泉
へ
の
復
帰
を
意
味
し 

は
し
な
い
か
の
よ
う
に
。
と
り
わ
け
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ーーグロ 
・
ア
フ
リ
カ
の
現
状
に
鑑
み
て
、
基
本
的
な
主
題
の
再
考
に
努
め
る 

必
要
が
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
主
要
な
問
題
を
考
察
し
よ
う
。

反
連
邦
主
義
者
た
ち
は
わ
れ
わ
れ
を
無
神
論
者
で
あ
り
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
ま
た
宗
教
を
法
律
の
保
護
の 

外
に
お
い
た
と
し
て
非
難
し
て
き
た
。
こ
こ
に
は
、
明
白
に
宣
伝
臭
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ニ
グ
ロ 
・
ア
フ
リ
カ
の
文
化
的
な
価
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値
、
と
く
に
宗
教
的
な
価
値
を
社
会
主
義
の
な
か
へ
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
き 

つ
ば
り
と
、
率
直
に
、
然
り
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
が
無
神
論
的
形
而
上
学
、
世
界
の
総
体
的
か
つ
全
体
主
義
的
見
地
、
す
な
わ
ち
、
値
ヤ
兼
ラ
蹴
」
と
し
て
表 

わ
さ
れ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
ん.
に
ち
そ
の
言
葉
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
自 

身
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「私
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
」
と
。
わ
れ
わ
れ
は
批4f

主
齧
誉
な 

の
で
あ
る
。
他
の
言
葉
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
源
泉
か
ら
マ
ル
ク
ス
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
排
除
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

T

空
想
的
社
会
主
義
者
た
ち
」
の
著
作
か
ら
と
同
様
に
、彼
ら
の
著
作
か
ら
出
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、こ
れ
ら
の
源 

泉
に
、
彼
ら
の
後
継
者
と
彼
ら
の
註
釈
者
の
著
作
を
加
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
方
法
と
諸
概
念
だ
け
を
継
承
す
る 

で
あ
ろ
う
。
方
法
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
状
況
を
分
析
す
る
の
に
役
立
つ
し
、
諸
概
念
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
を
解
決
す 

る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
彼
ら
に
限
界
や
不
適
当
な
点
、
あ
る
い
は
誤
謬
が
ど
ん
な
に
あ
る
と
し
て
も
、
彼 

ら
は
、
他
の
だ
れ
よ
り
も
大
き
く
、
「
九
世
紀
の
政
治
お
よ
び
経
済
思
想
に
革
命
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
革
命
の
諸
結 

果
は.
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
も
ま
だ
そ
れ
と
わ
か
る
ほ
ど
で
あ
る
。
聖
職
者
た
ち
で
さ
え
、
マ
ル
ク
ス
の
寄
与
し
た
も
ろ
も
ろ
の
貢 

献
を
否
定
で
き
な
い
し
、
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
の
積
極
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
次
大
戦
で
の
解
放
以
来
、
お
そ
ら
く 

聖
職
者
た
ち
は
マ
ル
ク
ス
理
解
に!

少
な
く
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
——

最
も
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と 

の
証
明
と
し
て
は
、
た
だ
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る 

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
大
家
」
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「決
定
的
な
逆
説
は
、
最
近
出
版
さ
れ
た
マ 

ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
著
作
の
最
も
重
要
な
も
の
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、 

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
、
同
じ
こ
れ
ら
の
書
物
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
次
の
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
作
が 

「こ
ん
に
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
主
要
な
貢
献
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」。〉私
は
、
と
く
に
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社会主義はヒュIマニズムである

『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
と
題
さ
れ
た
ビ
ゴ
神
父
の
書
物
に
読
者
の
注
意
を
う
な
が
し
た
い
。
そ
れ
は
、
私
が
以
前 

『社
会
評
論
』
に
発
表
し
た
論
説
と
同
じ
題
名
を
も
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
諸
概
念
、
一
般
的
理
論
、
個
別
的
諸
理
論
を
出
発
点
に
し
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
経
済
学
の
諸
概
念
と 

用
語
を
彼
の
先
行
者
た
ち
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
彼
は
、
そ
れ
ま
で
忘
却
の
淵
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
統
計
に
関
心 

を
抱
い
て
い
る
が
、
実
証
し
た
り
、
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
事
実
や
数
字
を
引
用
し
て
い
る
。
彼
の
関
心
を
ひ
く
も
の
は
、 

物
そ
の
も
の
よ
り
も
、
人
間
と
他
の
人
間
お
よ
び
物
と
の
関
係
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
学
の
真
の
創
始
者
な
の
で
あ
る
。
有
名 

な
表
現
に
し
た
が
え
ば
、
彼
の
目
標
は
「ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
生
産
関
係
の
全
体
を
真
実
に
か
つ
詳
細
に
洞
察
す
る
こ
と
」 

で
あ
る
。
だ
が
事
実
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
哲
学
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
疎
外
の
理
論
を
借
り
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
、 

彼
に
実
践
の
重
要
性
を
教
え
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
を
迂
回
し
て
、
経
済
学
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
社
会
学
は
疎
外
の
ー 

般
的
理
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
一
般
的
理
論
を
、
価
値
と
資
本
と
に
つ
い
て
の
特
殊
な
理
論
を
通
じ
て
発
展
さ
せ
た 

の
で
あ
っ
た
。
私
は
後
者
を
出
発
点
に
と
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
商
品
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
富
の
基
本
的
形
態
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
商
品
は
使
卧
価
値
と
交
換
価
値 

と
い
う
二
つ
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
対
象
の
使
用
価
値
は
人
間
の
必
要
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「商
品
体
の
属
性
に
よ
つ

(3
〉

て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
商
品
体
な
し
に
は
実
存
し
な
い
」。
そ
れ
は
、
交
換
価
値
の
物
質
的
土
台
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
に 

お
い
て
は!
!

す
な
わ
ち
貨
幣
市
場
経
済
に
お
い
て
は
一̂

換
価
値
は
使
用
価
値
の
代
用
と
さ
れ
、
価
値
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ 

し
て
、
「あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
量
、
ま
た
は
、
そ
の
生
産
の
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働 

(4) 

、
、 

I 

時
間
で
あ
る
」。
こ
れ
が
、
労
働
価
値
説
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
家
父
長
制
的
共
同
経
済
の
内
部
に
お
い
て
は
、
人
間
的
必
要 

か
ら
生
産
さ
れ
た
物
品
は
人
間
の
手
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
市
場
経
済
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
同
じ
商
品
が
、
人
間
の
意 

識
的
な
決
定
か
ら
脱
出
し
、
貨
幣
の
交
換
法
則
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ら
自
身
の
あ
い
だ
で
客
観
的
な
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
で
あ 

る
。
物
の
世
界
が
人
間
の
世
界
の
か
わ
り
に
な
り
、
人
間
の
世
界
を
支
配
す
る
。
人
間
た
ち
は
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
相
互
に
断
絶
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さ
れ
る
。
彼
ら
は
資
本
の
世
界
に
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

資
本
は
生
産
手
段
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
生
産
手
段
は
、
家
父
長
制
的
共
同
体
に
お
い
て
さ
え 

も
同
じ
よ
う
に
存
在
し
た
。
資
本
は
少
数
の
人
間
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
生
産
手
段
で
あ
る
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
資 

本
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
資
本
は
生
命
を
膏
し
た
人
格
化
さ
れ
た
観
念
で
あ
り
、
肉
体
を
も
っ
て
怪
物
の
よ
う
な
力
に
な 

っ
た
意
識
的
で
無
慈
悲
な
意
志
で
あ
る
。
貨
幣
の
窮
極
の
目
標
は
貨
幣
を
生
み
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
標
は
人
の
必
要
を
満
た 

す
こ
と
で
も
動
物
的
必
要̂

—
食
物
、
衣
料
、
住
居
の
必
要̂

—
を
満
た
す
こ
と
で
さ
え
も
な
く
、
む
し
ろ
労
働
者
の
労
働
か
ら
剩 

余
価
値
を
奪
い
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
剰
余
価
値
の
理
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
る
商
品
の
価
値
は
、
そ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
労
働
の
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
価
値
は
、 

普
通
、
こ
の
商
品
を
つ
く
る
の
に
必
要
な
時
間
数
に
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
の
営
み
に
お
い
て
は
、
こ
の
価
値
は
、
労
働
者 

と
彼
の
家
族
の
生
活!

彼
の
物
質
的
お
よ
び
精
神
的
生
活
を
保
障
す
る
の
に
必
要
な
時
間
数
に
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時 

間
数
を
五
時
間
と
仮
定
し
よ
う
。
資
本
家
は
五
時
間
を
基
礎
と
し
て
労
働
者
に
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
資
本
家
は
労
働
者
に
五 

時
間
を
基
礎
と
し
て
支
払
う
に
も
か
か
れ
ら
ず
、
労
働
者
を
八
時.H

働
か
せ
る
。
そ
し
て
、
余
分
の
三
時
間
の
価
値
は
、
雇
主
の
も 

と
に
帰
属
し
、
労
働
者
に
は
帰
属
し
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
し
た
が
え
ば
、
「資
本
の
蓄
積
」、
資
本
化
を
可
能
に
す
る
の
が
、
ま
さ
に 

こ
の
剰
余
価
値
な
の
で
あ
る
。
雇
主
は
、
自
分
が
危
険
を
冒
し
た
の
で
あ
り
、
生
産
手
段
を
準
備
し
た
の
だ
か
ら
当
然
だ
と
抗
弁
す 

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
社
会
主
義
者
は
、
剰
余
価
値
は
変
動
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
投
資
は
、
数
年
の
後
に
は
償
却
さ 

れ
る
と
答
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
本
質
的
な
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
一
般
理
論
は
、
巨
視
眇
経
済
学 

の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
が
考
察
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
労
働
者
の
総
体
と
資
本
家
の
総
体
で
あ
り
、
こ
の
総
体
は
、
危K

と
い
う
要
素
を 

考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

• 

こ
う
し
た
分
析
に
照
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
や
こ
れ
ら
の
分
析
の
基
礎
と
な
る
疎
外
の
一
般
的
理
論
を
説
明
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。
疎
外
の
理
論
は
『資
本
論
』
に
お
い
て
で
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
の
死
後
出
版
さ
れ
た
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
よ
ば
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社会主義魔ヒューマニズムである

れ
る
手
稿
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
哲
学
的
著
作
に
お
い
て
、
精
密
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
れ
ら
初
期
の
著
作
な
く
し 

て
は
、
『資
本
論
』
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
本
質
的
に
生
産
し
つ
つ
あ
る
芸
術
家
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
人
間
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
も
の
で 

あ
る̂

人
間
も
動
物
も
と
も
に
自
然
の
う
ち
に
お
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
両
者
と
も
自
然~~~

地
理
と
歴
史~~~

の
産
物
で
あ 

り
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
潜
在
力
を
自
然
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
自
然
を
通
じ
て
の
み
、
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
は
わ
れ
わ 

れ
に
対
し
て
、
最
初
は
非
有
機
的
な
客
観
的
世
界
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
動
物
は
、
自
然
を
変
形
さ
せ
は
し
な
い
。
動
物
は
そ
の
本 

能
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
然
の
ま
ま
に
、
自
然
か
ら
そ
の
「生
存
の
直
接
の
手
段
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。 

動
物
は
、
そ
の
物
質
的
欲
求
の
満
足
以
上
の
も
の
を
め
ざ
す
こ
と
は
し
な
い
。

他
方
、
人
間
は
自
然
に
お
い
て
彼
自
身
を
実
現
す
る
と
す
れ
ば
、
自
然
を
通
じ
て
さ
ら
に
多
く
の
も
の
を
実
現
す
る
。
人
間
は
自 

然
の
生
産
的
諸
力
に
受
動
的
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
力
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。

「〔動
物
が
〕
直
接
的
な
肉
体
的
欲
求
の
強
制
の
も
と
で
の
み
生
産
す
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
、
肉
体
的
欲
求
か
ら
自
由
で 

あ
る
さ
い
に
も
生
産
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
欲
求
か
ら
自
由
で
あ
る
場
合
に
の
み
真
に
生
産
す
る
の
で
あ
る
。.
.
 

動
物
が
、
自
分
た
ち
の
属
す
る
種
属
の
基
準
と
欲
求
に
従
っ
て
し
か
、
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
人
間
は
、 

あ
ら
ゆ
る
種
属
の
基
準
に
従
っ
て
ど
の
よ
う
に
生
産
す
べ
き
か
を
知
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
対
象
に
適
し
た
基
準
を
ど
の
よ
う
に

(5
》 

し
て
対
象
に
あ
て
が
う
か
を
知
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
ま
た
、
美
の
法
則
に
従
っ
て
、
も
の
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。」 

人
間
は
、
自
然
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ま
た
自
然
を
彼
の
寸
法
に
合
う
よ
う
に
変
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ 

し
て
文
化
と
文
明
の
創
造
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
分
自
身
を
人
間
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
意
識
を
も
つ
生
産
者
と
し
て
の
彼
の
活
動
の
上
に
、
彼
の
「労
働
を
支
出
し
た
も
の
」
の
上
に
そ
し
て
彼
の
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生
産
す
る
対
象
物
の
上
に
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
は
、人
間
は
、す
べ
て
の
人
間
的
富
の 

源
泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「労
働
力
」
を
資
本
家
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
二
重
の
疎
外
、
二
重
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ 

ョ
ン
を
こ
う
む
る
。
人
間
の
労
働
の
生
産
物
は
、
資
本
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
、
剰
余
価
値
の
か
た
ち
で
生
産
者
か
ら
強
奪
さ
れ
る
。 

「労
働
の
実
現
は
、
価
値
の
非
常
な
低
下
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
、
労
働
者
は
餓
死
す
る
ほ
ど
に
ま
で
価
値
を
低
め
ら
れ
拒
」 

疎
外
は
、
生
産
物
の
な
か
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
間
的
な
性
質
に
よ
っ
て
自
由
な
活
動
で
あ
る
は
ず
の
生
産
活
動
そ
の 

も
の
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
は
、
生
産
活
動
は
外
部
か
ら
生
産
者
に
強
制
さ
れ
る
。
「そ
れ
は
、 

強
制
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
。」
そ
れ
は
、
創
造
の
た
め
の
内
的
欲
求
の
満
足
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
「外
面
的
な
諸
欲
求
の
満 

足
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
「〔生
産
活
動
は
〕
労
働
者
自
身
の
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
彼
自
身
に
反
逆
し
、 

彼
か
ら
独
立
し
、
彼
に
属
し
て
い
な
い
活
動
と
し
て
の
彼
の
人
格
的
生
命(
生
命
と
は
活
動
以
外
の
な
に
も
の
で
あ
ろ
う
か)

で
あ 

る
。
こ
れ
が
、
物
の
疎
外
に
対
す
る
自
己
疎
外
で
あ
る
。」

自
己
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
、
賃
金
を
与％

ら
れ
て
い
る
生
産
者
は
、
客
体
的
な
生
産
物
と
い
う
衝
立
て
の
背
後
に
い
る
他
の
ひ
と 

び
と
に
対
し
て
、
疎
遠
な
人
間
と
な
っ
て
し
ま
う
。
受
動
的
に
は
、
彼
は
彼
の
生
産
物
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
能
動
的
に
は
、
生
産 

物
が
帰
属
す
る
雇
主
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
人
間
は
人
間
に
対
し
て
狼
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
疎
外
は
他
方
ま
た
そ
の 

人
間
的
本
性
に
そ
む
い
て
い
る
雇
主
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
雇
主
は
、
思
索
し
た
り
着
想
を
得
た
り
す
る
と
い
う
彼
自
身
が
演
ず
べ
き 

役
割
を
専
門
家
に
委
ね
て
、
ま
す
ま
す
寄
生
物
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
人
間
と
物
と
の
自
然
的
な
調
和
を
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。 

ど
う
す
れ
ば
、
こ
の
相
互
に
促
進
し
あ
う
疎
外
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
家
父
長
制
的 

経
済
の
自
然
的
な
均
衡
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
ほ
ど
徹
底
し
て
考
え
て
は
い 

な
い
が
、
し
ば
し
ば
よ
り
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
と
く
に
引
用
し
よ
う
。
資
本
主
義
の
確
立
以
前
に
は
、
生
産
諸
力
— 

—
す
な
わ
ち
生
産
の
道
具
！

は
貧
弱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
道
具
は
、
家
族
の
協
同
と
い
う
枠
内
で
の
個
人
か
、
家
族
か
に
属
し 

て
い
た
。
だ
が
、
し
だ
い
に
工
場
が
個
人
の
道
具
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
か
つ
て
個
人
的
、
あ
る
い
は
協
同
的
で
あ
っ
た
労
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社会主義はヒューマニズムである

働
は
集
団
的
に
な
る
の
に
、
他
方
、
生
産
諸
力
と
生
産
物
は
個
人
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
私
有
財
産
は
保
持
さ
れ
て
い
く
。 

こ
れ
が
自
然
的
な
諸
法
則
を
破
壊
し
、
労
働
者
と
雇
主
の
両
方
を
同
時
に
疎
外
す
る
不
均
衡
な
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
お
け 

る
疎
外
は
、
彼
を
め
ざ
ま
す
か
わ
り
に
、
眠
る
よ
う
に
な
だ
め
る
の
で
あ
る
が
、
反
対
に
、
よ
り
深
刻
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
ー
ト
は
、
彼
の
肉
体
的
お
よ
び
道
徳
的
苦
痛
を
自
覚
す
る
。
そ
こ
か
ら
階
級
対
立
が
、
す
な
わ
ち
資
本
の
蓄
積
と
周
期
的
な 

不
景
気
を
つ
の
ら
せ
る
と
同
時
に
、
革
命
的
な
解
決
を
要
求
す
る
階
級
対
立
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
不
可
避
的
に
、
プ
ロ
レ
タ 

リ
ア
ー
ト
は
、
い
っ
か
は
政
治
的
権
力
を
奪
取
し
、
そ
の
「独
裁
権
」
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「現
実
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
、
実
践
的
方
法
で
攻
撃
を
加 

え
る
こ
と
、
そ
し
て
諸
条
件
を
変
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
実
践
的
唯
物
論
者
の
任
務
で
あ
る
。」
そ
れ
は
生
産
諸
力
と
生
産
物
そ
の
も 

の
に
、
そ
の
本
来
の
占
有
の
仕
方
を
回
復
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
本
来
の
占
有
の
仕
方
は
、
集
団
的
な
労
働
の
組
織
の
も 

と
で
は
、
集
団
的
な
か
た
ち
で
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
自
然
的
な
均
衡
が
回
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、 

彼
の
生
産
物
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
、
そ
し
て
、
生
産
物
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
計
画
的
で
合
理
的
な
生
産
の
組
織
を 

設
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
彼
は
自
然
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
か
わ
り
に
、
自
然
に
働
き
か
け 

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
各
人
の
能
力
に
応
じ
て
人
間
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
財
物
の
全
体
は
、
各
人
の
必
要
に
応
じ
て
人 

間
全
体
に
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
間
は
全
体
の
な
か
で
の
彼
の
位
置
と
役
割
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、
自
由 

の
支
配
が
必
然
性
の
支
配
の
後
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

私
は
た
だ
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
思
想
を
数
ペ
ー
ジ
に
圧
縮
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
が
普
通
主
張
し
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
豊
か
で
あ
る
し
、
よ
り
多
く
の 

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
こ
の
思
想
は
矛
盾
し
て
い
る
と
さ
え
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
、 

こ
の
思
想
を
批
判
的
な
眼
を
も
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
と
経
済
学
が
、
は
た
し
て
真
に
「科
学
的
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
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う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
然
り
で
あ
り
同
時
に
否
で
も
あ
る
。
科
学
的
と
い
う
こ
と
を
、
均
衡
の
と
れ
た
経
済
を
予
知
し
、
組
織
す
る 

こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
諸
法
則
に
お
け
る
経
済
的
事
実
の
正
確
な
知
識
と
定
式
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
否
で 

あ
る
。
科
学
が
現
実
の
理
解
と
し
て
定
義
さ
れ
、
経
済
的
事
実
の
基
礎
を
な
す
複
雑
な
関
係
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
経
済
的
事
実
に
対 

す
る
人
間
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
成
り
立
ち
、
そ
し
て
、
科
学
の
目
的
が
「近
代
社
会
の
運
動
の
基
本
的
経
済
法
則
」
を
暴 

露
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
然
り
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
、
『資
本
論
』
に
お
い
て
さ
え
、
経
済
的
諸
法
則
の
解
明
を
さ
が
し
求
め
て
は 

な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
ら
の
法
則
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
附
随
的
な
「現
象
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
こ
れ
ら
の
法
則
に
は
関 

心
を
も
た
な
か
っ
た
。
彼
は
さ
ら
に
、
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
変
化
を
予
言
す
る
こ
と
ま
で
あ
え
て
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

『世
紀
の
闘
争
』
の
な
か
で
、
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ク
は
、
『資
本
論
』
出
版
以
来
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
政 

治
的
現
実
に
お
い
て
生
じ
た
変
化
の
大
部
分
を
分
析
し
て
い
る(
こ
れ
ら
の
変
化
は
他
の
著
作
家
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
て
き
た)
。 

こ
れ
ら
の
変
化
は
重
要
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
諸
理
論
を
要
約
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
に
触
れ
な 

い
で
来
た
。
こ
れ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
主
的
社
会
党
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
最
近
の
研
究
に
注
目
し
な
が
ら
、
二
、
三
の
点
に
つ
い 

て
だ
け
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴
 

「階
級
闘
争
」
は
マ
ル
ク
ス
が
考
え
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
。
実
際
、
労
働
者
階
級
は
単
純
な
実
在
で
は
な 

い
。
さ
ら
に
ま
ま
、
相
互
に
異
な
っ
た
諸
利
害
を
も
つ
賃
金
労
働
者
を
区
別
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
数
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
一
方
、 

労
働
者
階
級
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

⑵
 

革
命
的
動
乱
に
対
し
て
多
少
と
も
鈍
感
で
あ
り
、
「田
舎
の
生
活
の
愚
昧
さ
に
」
一
生
を
捧
げ
る
人
た
ち
で
あ
る
と
マ
ル 

ク
ス
が
考
え
て
い
た
小
作
人
・
農
民
が
、
低
開
発
諸
国
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
判
断
をW

K

切
っ
た
。 

⑶
 

資
本
集
中
の
理
論
は
、
事
実
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
反
対
に
、
西
ヨI
 
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
中
小
企
業 

の
数
が
増
大
し
つ
づ
け
て
い
る
。
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⑷
 

周
期
的
な
経
済
危
機
は
続
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
れ
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
体
制
を
終
ら
せ
る 

よ
う
な
一
般
的
大
変
動
を
理
性
的
に
予
見
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
い
ま
や
資
本
主
義
体
制
は
経
済
的•
社
会
的
進
化
に
適
応
し 

つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑸
 

マ
ル
ク
ス
が
そ
う
な
る
だ
ろ
う
と
予
言
し
た
よ
う
に
、
「社
会
主
義
」
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
業
諸
国
に
お
い
て
勝
利
を 

得
た
の
で
は
な
く
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
低
開
発
諸
国
に
お
い
て
勝
利
を
得
た
。

「階
級
闘
争
」
理
論!

Klassenkam
pf

の
よ
り
厳
密
な
意
味
は
「階
級
戦
争
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
—

の
過
度 

の
単
純
化
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
物
質
の
決
定
性
の
役
割
を
過
大
評
価
し
、
ま
た
人
間
の
自
由
と
資
本
主
義
国
家
の
組
織
す
る
カ 

を
過
小
評
価
し
た
。
労
働
組
合
の
活
動
と
教
化
さ
れ
た
中
間
階
級
の
お
か
げ
で
、
ま
た
経
済
へ
の
干
渉
と
合
理
的
な
組
織
化
の
政
策 

に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
国
家
は
剰
余
価
値
を
徐
々
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
よ
り
公
正
な
税
制
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
こ
の
剰
余 

価
値
は
、
戦
後
の
時
期
に
は
生
産
的
な
投
資
を
可
能
に
し
社
会
保
障
の
設
立
を
可
能
に
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
立
法
を
歓
迎
し
た
。 

彼
の
意
見
で
は
、
社
会
立
法
は
、
失
業
の
増
大
、
厳
し
い
階
級
対
立
、
そ
し
て
最
後
に
は
革
命
と
い
う
結
果
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
改
革
は
ま
っ
た
く
反
対
の
事
実
を
生
み
だ
し
て
き
た
。

ま
た
、
空
想
社
会
主
義
者
た
ち
が
説
い
た
ほ
ど
に
は
、
マ
ル
ク
ス
が
協
同
組
合
の
役
割
に
十
分
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
も 

つ
い
で
に
述
べ
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
社
会
主
義
的
民
主
主
義
を
通
じ
て
、
協
同
組
合
が
そ
の
存
在
意
義 

を
ー
証
明
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
西
側
諸
国
の
労
働
組
合
で
は
、
改
革
す
る
意
志
が
反
乱
す
る
意
志
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
で
あ 

る
。
共
産
主
義
諸
国
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
教
説
に
反
し
て
、
「プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の
独
裁
が
、
人
類
の
自
然
的
自
由
を
窒
息
さ 

せ
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
活
が
生
き
る
に
値
し
な
い
も
の
と
な
る
芸
術
の
源
泉
を
枯
渇
さ
せ
る
よ
う
な
、
全
能
で
非
情
な
怪
物
に
、 

国
家
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
最
後
に
一
言
し
て
お
こ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
時
代
に
お
い
て
は
、
植
民
地
政
策
は
ち
ょ
う
ど
始
ま
っ
た
ば
か
り 

で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
一
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
の
植
民
地
政
策
の
普
遍
的
な
発
展
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
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ろ
ん
、
彼
は
「近
代
的
植
民
論
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
言
葉
の
語
源
的
な
意
味
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
い
。 

彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
た
だ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヨ
ー
口
ッ
パ
人
の
植
民
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
の
巨
視
的
経
済
理
論 

と
、
プP
レ
タ
リ
ア
の
寛
大
さ
と
良
心
へ
の
ほ
と
ん
ど
盲
目
的
な
信
頼
は
、
彼
が
、
支
配
国
か
ら
の
入
植
者
と
被
支
配
地
域
の
プ
ロ 

レ
タ
リ
ア
と
の
あ
い
だ
に
発
展
し
た
対
立
を
予
期
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
。
ヨ
—P

ッ
パ
の
大
衆
の
生
活
水
準
は
、
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ 

力
に
お
け
る
大
衆
の
生
活
水
準
の
犠
牲
に
よ
っ
て
の
み
上
昇
し
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
や
常
識
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ 

る
。
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
は
、
製
造
加
工
さ
れ
た
製
品
を
低
開
発
諸
国
に
高
い
値
段
で
売
る
こ
と
、
そ
し
て
低
開
発
諸
国
か
ら 

原
料
を
で
き
る
だ
け
低
い
値
段
で
買
う
こ
と
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
私
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た 

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
は
、
原
料
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
価
格
に
助
成 

金
が
附
加
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
製
品
の
価
格
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
般
的
に
い
っ
て
最
も
高
い 

と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
一
方
が
他
方
を
償
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、 

植
民
地
体
制
か
ら
利
益
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
植
民
地
体
制
に
実
際
に
は 

効
果
的
に
は
と
い
う
意
味
だ
が-
け
っ
し
て
反
対
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
、
す
な
わ
ち
低
開
発
諸
国
に
生
ま
れ
た
人
間
、
社
会
主
義
に
よ
っ
て
魂
を
吹
き
こ
ま
れ
た
人
間
が
考
え
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
一
連
の
事
実
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
を
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
経
済
学
者
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
社
会
学 

者
で
あ
り
、
哲
学
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「科
学
的
社
会
主
義
」
の
創
始
者
を
驚
か
す
こ
と
で 

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
「哲
学
す
る
こ
と
」
を
避
け
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
彼
の
思
想
は
、
哲
学
者
の
思
想
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
「現
象
」
を
越
え
て
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、 

経
済
的
「現
象
」
を
生
み
だ
す
人
間
的
現
実
の
内
部
へ
と
突
き
進
む
。
彼
は
事
物
の
事
実
的
観
察
の
か
わ
り
に
、
人
間
的
必
要
へ
の 

深
い
洞
察
を
お
く
。彼
の
思
想
は
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
・
あ
る
。新
し
い
と
い
う
の
は
彼
の
思
想
が
肉
化
し
で
い
5'
か
ら
で
あ
る
。 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
ヒ"一—

マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
が
、
経
済
学
よ
り
も
む
し
ろ,

マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
根
本
的
な
性
格
で
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あ
り
、
積
極
的
な
貢
献
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
経
済
的
事
実
か
ら
法
則
を 

公
式
化
し
は
し
な
い
。
彼
は
「近
代
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
」
を
定
義
す
る
。
そ
れ
は
、
法
則
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
種
の 

社
会
的
「傾
向
」
で
あ
る
。
そ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
事
実
を
説
明
す
る
仮
定
と
理
論
に
よ
っ
て
彼
は
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。 

ヒ
ュ
ー
マー

I

ズ
ム
の
哲
学
の
よ
り
よ
き
理
解
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
労
働
の
概
念
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

こ
こ
で
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
か
ら
の
抜
粋
に
、
『資
本
論
』
の
一
節
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
も
の
の
な
か
で
、
最
も
美 

し
く
、
最
も
深
遠
な
も
の
の
一
つ
を
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
労
働
が
人
間
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
原
始
人
は
ま
だ
、
動
物
と 

ほ
と
ん
ど
区
別
の
で
き
な
い
「プ 
作 
ん
」
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
労
働
は
自
然
の
同
化
で
あ
り
、
彼
の
生
命
に
か
か
わ
る
必
要
を
満 

足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
の
変
革
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
動
物
的
な
活
動
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
に
働
き
か
け
、
自
然
を
人
間
化
す
る
が
、 

そ
れ
と
同
じ
程
度
に
人
間
は
「彼
自
身
の
自
然
」
に
働
き
か
け
、
同
時
に
人
間
化
す
る
。
こ
う
し
て
「工
作
人
」
は
「叡
知 
人
」 

に
な
る
。
彼
は
、
彼
の
労
働
の
な
か
に
、
芸
術
的
感
覚
と
同
じ
く
、
「意
識
と
自
由
」
を
導
き
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を 

通
じ
て
、
人
間
は
自
分
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

「し
か
し
、
最
も
無
能
な
建
築
家
を
、
最
も
優
れ
た
蜜
蜂
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
、
建
築
家
は
、
小
部
屋
を
ろ
う
で
築
く
以
前 

に
、
す
で
に
彼
の
頭
の
な
か
で
、
こ
の
小
部
屋
を
築
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
過
程
の
終
り
に
は
、
そ
の
過
程
の
初 

め
に
す
で
に
労
働
者
の
表
象
と
し
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
観
念
的
な
形
態
で
存
在
し
て
い
た
も
の
が
結
果
と
し
て
出
て
く
る
の
で 

あ
る
。
労
働
者
は
自
然
の
対
象
の
形
態
変
化
だ
け
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
自
身
と
は
別
に
存
在
す
る
自
然
の
う
ち
に
、
労 

働
者
は
彼
自
身
の
目
的
、す
な
わ
ち
、法
則
と
し
て
彼
の
活
動
の
仕
方
を
規
定
し
、
彼
自
身
の
意
志
を
従
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
目 

的
を
、実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
従
属
は
、け
っ
し
て
瞬
間
的
な
行
為
で
は
な
い
。
彼
の
肉
体
の
諸
器
官
の
力
の
発
揮
の 

ほ
か
に
、
注
意
力
と
し
て
現
わ
れ
る
合
目
的
的
な
意
志
が
労
働
の
全
継
続
期
間
に
わ
た
っ
て
活
動
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
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こ
の
よ
う
に
、
労
働
が
人
間
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
労
働
は
人
間
を
人
間
以
上
の
も
の
に
つ
く
り
あ
げ
る
。
人
間
は
、 

労
働
の
分
割
と
社
会
化
が
進
む
に
っ
れ
て
、
彼
の
潜
在
力
を
完
全
に
実
現
す
る
。
家
父
長
制
的
協
働
か
ら
工
場
に
い
た
る
ま
で
、
人 

間
は
良
心
と
自
由
を
通
じ
て
し
だ
い
に
成
長
す
る
。
そ
し
て
道
具
の
主
人
か
ら
、
世
界
の
主
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時 

に
人
間
は
世
界
と
彼
自
身
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
偉
大
さ
と
悲
惨
さ
は
労
働
の
な
か
に
、
労
働
を
通
じ
て
生
ま 

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
独
創
性
は
、
純
粋
に
唯
物
論
的
な
仮
定
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
真
実
さ
に
お
い
て
も
深
さ
に
お 

い
て
も
、
最
も
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
の
人
間
観
に
劣
ら
な
い
人
間
観
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
人
間
観
は
、 

パ
ス
カ
ル
の
人
間
観
を
思
い
起
さ
せ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
積
極
的
な
貢
献
は
、
物
質
的
お
よ
び
社
会
的
規
定
に
も
と
づ
く
肉
化
さ
れ
た 

人
間
概
念
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
概
念
は
、
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
必
以
上
に
豊
か
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
読
者
に
リ
ュ

(1)

シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
論
文
「物
象
化
論
」
を
引
用
し
よ
う
。
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
彼
が
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
か
ら
こ
の
用
語
を
借 

用
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
物
象
化
は
マ
ル
ク
ス
の
価
値
の
分
析
の
な
か
で
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会 

に
お
い
て
は
、
商
業
的
関
係
が
人
間
的
関
係
に
し
だ
い
に
と
っ
て
か
わ
る
。
そ
こ
で
は
、
思
考
と
感
覚
の
諸
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る 

意
識
は
、
内
部
か
ら
空
洞
化
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
意
識
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
明
——

宗
教
、
倫
理
、
芸
術
そ
し
て
文N

は
、
経
済 

の
「幽
霊
の
よ
う
な
現
実
」
に
侵
さ
れ
て
、
そ
の
現
実
的•
自
律
的
な
性
格
を
失
っ
て
ゆ
く
。
距
虾
人
は
變
齊
ペk

な
り
、
動
物 

の
状
態
に
ま
で
後
も
ど
り
す
る
の
で
あ
る
。

「商
品
経
済
、
そ
し
て
と
く
に
資
本
主
義
経
済
は
、
生
産
者
の
意
識
に
お
い
て
、
使
用
価
値
を
交
換
価
値
で
お
き
か
え
、
具
体 

的
な
有
意
味
な
人
間
関
係
を
、
販
売
者
と
購
買
者
と
の
抽
象
的•

一
般
的
な
関
係
で
お
き
か
え
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し 

て
、(
侖
品
経
済
は
、
す
べ
て
の
人
間
生
活
を
一
貫
し
て
、
質
的
な
も
の
の
代
わ
り
に
量
的
な
も
の
を
用
い
る
傾
向
を
生
み
だ
す
の 

で
あ
る
。」(
傍
点
は
引
用
者)
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社会主義はヒューマニズムである

ゴ
ル
ド
マ
ン
の
思
想
は
、
し
だ
い
に
変
化
し
て
い
る
が
、
彼
が
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
全
面
的
に
は
承
認 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「古
典
的
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
アI

卜
だ
け
が
物
象
化
を
拒
否
し
、 

す
べ
て
の
精
神
的
な
問
題
に
対
し
て
真
に
人
間
的
な
性
格
を
回
復
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
」
(
傍
点
は
引
用 

者)
。
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
実
際
に
は
、
最
も
大
き
な
疎
外
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ブ 

ロ
レ
タ
リ
ア
は
労
働
を
回
避
し
、
動
物
的
な
欲
求
の
満
足
に
逃
避
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
優
越 

し
て
い
る
唯
一
の
点
は
、
彼
が
自
分
の
疎
遠
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
い
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
こ
の
疎
外
を 

拒
否
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
度
合
が
よ
り
少
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
解
放 

へ
の
道
を
指
示
し
、
主
導
権
を
と
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
問
題
に
つ
い
て
熟
考
す
る
労
働
者
は
す
べ
て
、
す
で
に
知
識
人
で
あ
る
、 

と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
何
重
も
の
疎
外
の
犠
牲
で
あ
る
植
民
地
の
住
民
に
つ
い
て
も
同
樣
の
こ
と
が
い
え
る
。
知
識
人
た
ち 

——

多
く
の
場
合
は
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
た
ち
で
あ
る
が
——

は
植
民
地
の
住
民
を
め
ざ
め
さ
せ
、
彼
ら
に
み
ず
か
ら
の
精
神
的 

な
、
人
間
的
な
豊
か
さ
を
発
見
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
分
析
か
ら
当
然
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、 

す
べ
て
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
、
す
べ
て
の
機
械
文
明
、
す
べ
て
の
工
場
文
明
は
物
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、 

さ
ら
に
、
物
象
化
か
ら
の
解
放
の
闘
い
の
な
か
で
、
植
民
地
住
民
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
て
み 

よ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
積
極
的♦
革
命
的
な
貢
献
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
消
極
的
な
面
も
示
し
て
い 

る
。
そ
の
弱
点
は
、
人
間
と
宇
宙
の
一
面
的
な
把
握
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
多
義
的
な
把
握
か
ら
出
発
し
て
い
る
と 

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
意
図
—

お
よ
び
彼
の
逆
説!

は
、
全
作
業
を
通
じ
て
つ
ね
に
人
間
の
尊
厳
と
そ
の
精
神 

的
必
要
を
、
形
而
上
学
あ
る
い
は
倫
理
学
あ
る
い
は
宗
教
、
さ
ら
に
哲
学
に
さ
え
ま
っ
た
く
頼
ら
ず
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

マ
ル
ク
ス
は
、
自
分
で
は
否
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
者
で
あ
る
。
抒
情
的
な
多
く
の
文
章
の
な
か
で
、
彼
が
用
い
て
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い
る
言
葉
が
、
道
徳
的
な
も
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
た
め
に
、
憤
り
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
と
る
に
は
、
注
意
深
く
マ 

ル
ク
ス
を
再
読
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
だ
れ
の
名
、
何
の
名
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
あ
え
て
、
人
間
の
尊
厳
と
、
自
分
の
労
働
の
全
生
産
物
を
専
有 

す
る
と
い
う
人
間
の
権
利
を
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
マ
ル
ク
ス
の
お
こ
な
う
非
難
が
、
何
ら
か
の
本
質
あ
る
い
は
人
間 

を
超
越
し
た
あ
る
も
の
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
だ
れ
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
何
の
名
に
お
い
て
、
夜 

間
労
働
、
児
童
の
労
働
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
の
奴
隸
貿
易
を
マ
ル
ク
ス
は
非
難
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
は
諸
事
実
と
そ
れ
ら
の 

関
係
を
記
述
す
る
。
科
学
は
説
明
す
る
が
、
要
求
は
し
な
い
。
科
学
は
事
実
の
判
断
か
ら
価
値
の
判
断
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
で
き 

な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
が
論
文
「弁
証
法
論
」
匐
題
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
社
会
学
は
存
在 

す
る
か
」)

の
な
か
で
示
し
て
い
る
主
張
の
力
強
さ
を
過
小
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
と
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル 

カ
ー
チ
に
拠
り
な
が
ら
、
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
学
で
あ
り
、
同
時
に
歴
史
的
知
識
と
行
動
、
理
論
と
実
践
、
科 

学
と
論
理
学
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

「
ル
カ
ー
チ
の
弁
証
法
的
立
場
を
应

に
は
っ
き
り
と
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
手
段
を
目
的
に
、
目
的
を
手
段
に
従
属
さ
せ 

る
こ
と
、
集
団
を
個
人
に
、
あ
る
い
は
個
人
を
集
団
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
目
的
、
手
段
、 

集
団
、
個
人
、
党
、
大
衆
な
ど
は
、
弁
証
法
的
思
考
に
お
い
て
、
力
動
的
な
全
体
を
構
成
す
る
諸
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の 

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
な
る
の
は
、
他
の
要
素
と
の
、
そ
し
て
総
体
と
の 

連
関
の
な
か
で
、
諸
要
素
の
う
ち
の
あ
る
一
要
素
が
、
あ
る
い
は
他
の
一
要
素
が
、
卓
越
し
た
位
置
を
占
め
て
し
ま
う
と
い
う
、 

つ
ね
に
存
在
す
る
危
険
で
あ
る
。」

ル
カ
ー
チ
の
立
場
が
、
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
の
な
か
に
「真
に
内
的
な
一
貫
性
」
を
回
復
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
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も
ゴ
ル
ド
マ
ン
に
同
意
す
る
。
だ
が
、
ル
カ
ー
チ
の
立
場
が
「い
わ
ゆ
る
二
重
性
」
を
除
去
す
る
と
は
私
は
思
わ
な
い
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
、
歴
史
的
な
方
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク 

ス
の
生
涯
と
業
績
と
は
、
彼
が
ま
ず
最
初
に
哲
学
者
で
あ
っ
た
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
八
の
生
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
明 

ら
か
に
示
し
て
い
る
。
後
に
パ
リ
で
彼
が
学
ん
だ
の
は
「経
済
学
、
革
命
の
歴
史
、
お
よ
び
社
会
主
義
で
あ
っ
た
。
偉
大
な
思
想
家 

サ
ン
・
シ
モ
ン
は
、
彼
に
最
も
重
要
な
影
響
を
お
よ
ぽ
し
胪
。」
フ
ラ
ン
ス
の
観
念
論
的
社
会
学
者
、
後
に
よ
ば
れ
た
言
葉
を
使
え 

ば
「空
想
的
」
社
会
学
者
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
倫
理
に
対
す
る
関
心
を
継
承
し
た
。
彼
は
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
の 

哲
学
と
フ
ラ
ン
ス
の
倫
理
を
同
化
し
、
一
方
で
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
彼
の
著
作
、
と
く
に
『資
本
論
』
に
お
い
て
は
繊
細
な
糸
と 

し
て
だ
け
示
さ
れ
る
ほ
ど
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

生
活
の
歩
み
を
進
め
る
に
つ
れ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
し
だ
い
に
唯
物
論
、
実
現
の
諸
手
段
、
お
よ
び
実
践
に
い
っ
そ
う
力
点
を
お
く 

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
、
彼
の
初
期
の
著
作
の
哲
学
的
思
想
と
倫
理
的
関
心
は
和
ら
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、 

強
調
さ
れ
な
く
な
り
、
隠
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
の
を
恐 

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
包
み
こ
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
な
か
に
は
、
哲
学
と
道
徳
— 

—
形
而
上
学
、
股
泉
観
、
と
は
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
神
か
ら
人
間
へ
、
超
越
的
な
も
の
か
ら
内
在
的
な
も
の
へ
取
り
戻
さ
れ
た
も
の 

で
あ
る
が
——

以
上
の
も
の
が
あ
る
。
ビ
ゴ
神
父
は
、
妥
当
に
も
「
マ
ル
ク
ス
の
二
面
性
」
忙
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
一
ハ 

六
七
年
十
二
月
二
十
七
日
付
、
シ
ュ
テ
エ
ッ
ガ
ル
ト
『"
へ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
紙
に
発
表
さ
れ
た
『資
本
論
』
に
対
す
る
掂
評
の
な
か
で
、 

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
こ
の
二
面
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「本
書
自
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
確
実
な
実
証
的
展 

開
と
、
そ
こ
か
ら
著
者
が
引
き
出
し
て
く
る
示
唆
に
富
む
結
論
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
深
く
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。 

さ
ら
に
続
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

「現
在
の
社
会
の
発
展
過
程
の
最
終
結
果
を
著
者
が
想
像
し
、
他
の
ひ
と
び
と
に
提
示
す
る
仕
方
、
つ
ま
り
著
者
の
主
観
的
な
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結
論
は
、
実
証
的
部
分
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
書
の
実
証
的
な
部
分
と
わ
れ
わ
れ
が
よ
ぶ
も
の
と
は
な 

ん
の
関
係
も
な
い
。
実
際
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
だ
け
の
紙
面
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
主
観
的
な
気
ま
ぐ
れ
が
、
彼
自
身 

の
客
観
的
な
説
明
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。」(
傍
点
は
エ
ン
ゲ
ル
ス) 

マ
ル
ク
ス
の
最
も
忠
実
な
協
力
者-
ま
さ
し
く
共
著
者
で
あ
る
が-
-

に
よ
る
こ
の
批
評
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ 

れ
わ
れ
は
、
こ
の
批
評
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
言
う
必
要
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
の
な
か
に
は
、
実
証
的
な
貢
献
と
、 

こ
れ
に
矛
盾
し
論
争
の
余
地
の
あ
る
結
論
へ
と
到
達
す
る
主
観
的
な
傾
向
と
が
あ
る
。
だ
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
し
り
ぞ
け
た
結
論
を
、 

わ
れ
わ
れ
が
し
り
ぞ
け
る
必
要
は
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
無
神
論
は
、
こ
の
主
観
的
傾
向
の
成
果
な
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
ま
た
、
無
神
論
は
マ
ル
ク
ス
の
う
ち
に
深
く
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
無
神
論
が
、
彼
の
す
べ
て
の
仕
事
、
と
く
に
哲
学
的
著 

作
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
最
も
完
全 

な
疎
外
は
宗
教
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
潜
在
力
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
抽
象
的
な
世
界
へ
と
人
間
を 

閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
た
め
に
、
宗
教
は
人
間
を
自
然
か
ら
、
社
会
か
ら
、
そ
し
て
彼
自
身
か
ら
引
き
離
す
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス 

の
見
方
で
は
、
宗
教
的
行
為
は
最
も
絶
対
的
な
非
人
間
化
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
論
点
を
証
拠
立
て
よ
う
と
思
え
ば
、
多
く
の
文
章 

を
引
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
た
だ
「宗
教
は
、
大
衆
の
阿
片
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
文
章
だ
け
を
引
用
し
よ
う
。
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
見
か
け
と
は
反
対
に
、
無
神
論
は
マ
ル
ク
ス
の
仕
事
の
「実
証
的
部
分
」
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
。
い
く 

っ
か
の
著
作
の
な
か
で
は
、
彼
は
無
神
論
と
「実
証
的
部
分
」
と
の
調
停
を
拒
絶
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

歴
史
的
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
無
神
論
は
、
彼
の
家
庭
環
境
と
実
践
上
の
理
由
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
彼
の
父
は
、
キ
リ 

ス
ト
教
を
奉
じ
る
よ
う
強
制
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
宗
教
に
つ
い
て
外
面
的
な
礼
拝
以
外
の 

も
の
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
け
っ
し
て
宗
教
の
な
か
に
生
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
歴
史
的
な
事
実
は
、 

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
勝
利
は
、
深
刻
な
宗
教
的
逸
脱
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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社会主義はヒューマニズムである

る
。
マ
ル
ク
ス
の
無
神
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
逸
脱
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
源
泉
の
反
動
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ 

し
て
、
こ
の
反
動
は
、
疎
外
の
観
念
が
宗
教
的
な
起
源
を
も
っ
て
い
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
激
し
く
宗
教
の
本
質
を
攻
撃
し
た
の
で 

あ
る
。 

〔幸
津
国
生
訳
〕 

(
1
)

Henri  Lefebre

ヘ Le  M
arxism

e  ef  la  pens

小e  franca}

お
よ
び Lucien  Gdm

ann

ヘ Propos  dialect:  

aue%
 in  Les  Tem

ps  w
 
〇e   ヽNew No・

137  
〜38  (July,AUust  1957)  

2ヽ
)
 

Pierre  Bigo,  M
ayxis-neHttm

anism
e

 (Paris  :  Presses  Universitaires  de  Franc
1953)

お
よ
び 

LG
〇

—  

pold  Sedar  sengho

ズ M
arxism

e  et  Hum
anism

こ La  Reeae  socialds

ヲ M
arch  194  

(3) 
K
a

M
arx'  Das  K

是
ヨ
厂
邦
訳
『資
本
論
』(
岩
波
文
庫
版)
㈠

七
五
ペ
ー
ジ
。

(4) 

同
邦
訳
書
、
八
一:

ジ
。

(5) 

Karl  M
ar  

ギ Dieentfrem
de  

什 e  Arbeikonom
isch

，philosophche  M
a  

能一1ri.pE

邦
訳
『経
済
学•
哲
堂 

草
稿
』(
岩
波
文
庫
版)
九
六
—
七
ペ
—
ジ0

参

14 13 12 1110 9 聰 8 7 6

同
邦
訳
書
、
八
七
ペ
ー
ジ
。

同
邦
訳
責
九
三;

ジ
。

Andrvane"  W
edoctwe

 de  Karl  M
arx  Qari

上 Editions  de  la  NOUVIe  France“46
315  

を

『資
本
論
』
上
掲
邦
訳
書㈣

三
五
ー
ペ
ー
ジ
。

同
邦
訳
書㈡

六
六
べ
ー
ジ
。

Lucjen  Goldm
anデ

ご La  RGcat
、Les  Teans  m

odeyneNo
・
一56  
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(February,M

arc  
尸
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Ibid

こ p
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毀
こ
p
・1465
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a
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マ

ル

ク

ス

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

現

代

的

意

義

ラ
ー
ヤ
・
ド
ナ
エ
フ
ス
カ
ヤ

Raya  Dunayevskaya

は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
に
お 

い
て
、
こ
ん
に
ち
ま
で
広
く
講
演
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
彼
女
の
著
作
は
、
『
一
七
七

• 

六
年
か
ら
今
日
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
自
由
』、
『民
族
主
義
、
共
産
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主 

義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
諸
革
命
』、
『実
存
主
羣
ジ
ャ
ンH
ポ 

—
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
的
著
作
と
展
開
に
つ
い
て
の
批
判
的
評
論
』
等
で
あ
る
。

(
エ)

マ
ル
ク
ス
が
『資
本
論
』
に
関
す
る
多
く
の
手
稿
を
構
成
し
な
お
し
、
『資
本
論
』
第
一
巻
の
最
初
の
ニ
版
を
世
に
送
り
だ
し
た 

の
は
、
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル(
一
ハ
六
四
—
七
四
年)

の
十
年
の
あ
い
だ
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
年
は
、
世
界
が
ア
メ
リ
カ
に 

お
け
る
南
北
戦
争
と
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
い
う
二
つ
の
大
事
件
を
経
験
し
た
時
期
で
あ
る
。 

『資
本
論
』
は
、
理
論
の
新
し
い
概
念
、
す
な
わ
ち
理
論
と
実
践
と
の
あ
い
だ
の
新
し
い
弁
証
法
的
関
係
、
理
論
の
歴
史
と
い
う 

歴
史
観
か
ら
、
生
産
の
歴
史
と
い
う
歴
史
観
へ
の
視
点
の
移
行
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
、
経
済
学
と
彼
の
時
代
の 

階
級
闘
争
の
実
証
的
な
研
究
と
に
十
年
あ
ま
り
精
力
を
集
中
し
て
い
た
後
、
彼
自
身
の
哲
学
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
「復
帰
」
し
た 

こ
と
を
意
味
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
復
帰
は
よ
り
具
体
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
へ
の
復
帰
で
あ
っ
て
、
初
期
の
マ
ル
ク
ス
の
ヒ 

ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
概
念
の
内
容
を
狭
く
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次

9エ
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の
箇
所
に
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
が
ー
八
六
六
年
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
南
北
戦
争
終
結
後
に
起
こ
っ
た 

労
働
日
短
縮
を
要
求
す
る
大
衆
運
動
の
影
響
の
も
と
に
、
書
く
こ
と
を
は
じ
め
て
決
意
し
た
「労
働
日
」
と
題
さ
れ
た
節
の
な
か
に
、 

ま
た
パ
リ
・
ヨ
ン
ミI

ン
の
後
マ
ル
ク
ス
が
「き
わ
め
て
重
要
な
点
で
」
変
貌
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「商
品
の
勃 

神
性
」
の
節
の
な
か
に
、
さ
ら
に
ま
た
経
済
分
析
の
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
創
造
的
に
実
践
す
る
た
め
に
彼
が
つ
く
り
だ
し 

た
独
創
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
、
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『資
本
論
』
と
い
う
偉
大
な 

著
作
に
力
と
方
向
と
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
西
欧
の
大
部
分
の
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
者
は
、
こ
ん
に
ち
著
名
な
『
ー 

ハ
四
四
年
の
経
済
学•
哲
学
草
稿
』
と
『資
本
論
』
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
ま
っ
た
く
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
す
る
か
、
あ
る
い
は
マ 

ル
ク
ス
主
義
の
倫
理
的
基
礎
と
い
う
点
に
限
っ
て
の
み
両
者
の
連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
の
態
度
に
甘
ん
じ
て
い 

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
哲
学
と
し
て
の
、
ま
た
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
一
つ
の
抽 

象
物
へ
と
変
化
さ
せ
、
具
体
的
な
経
済
的
搾
取
、
政
治
的
自
由
の
事
実
上
の
欠
如
を
お
お
い
隠
し
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
要
求
を 

お
お
い
隠
そ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
の
勝
手
な
ふ
る
ま
い
を
黙
認
す
る
こ
と
に
な
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
要
求
と
は
、
マ
ル
ク 

ス
哲
学
の
「実
現
」、
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
を
体
現
す
る
と
こ
ろ
の
「全
面
的
」
個
人
自
身
の
も
つ
精
神
的
な
ら
び
に
肉 

体
的
な
諸
能
力
を
再
統
合
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
対
し
障
害
と
な
っ
て
い
る
諸
条
件
を
除
去
し
よ
う
と
い
う
要
求
で
あ
る
。 

一
ハ
四
四
年
の
『草
稿
』
は
、
た
ん
に
「科
学
的
社
会
主
義
」
へ
の
「道
を
拓
い
」
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
—
マ
二
ズ
ム
は
、 

「科
学
的
経
済
学
」
あ
る
い
は
「真
に
革
命
的
な
政
治
学
」
発
見
へ
の
旅
の
途
上
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
た
だ
た
ん
に
「通
過
し 

た
」
一
段
階
で
は
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
い
う
完
全
な
る
統
一
体
の
ま
さ
に
基
礎
を
な 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
統
一
体
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「経
済
学
」
「政
治
学
」
「社
会
学
」
等
に
分
割 

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
、
毛
沢
東
の
両
者
と
も
に
固
執
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
一
党
独
裁
的
な 

創
造
物
と
同
一
で
は
な
い
。

ー
ハ
六
七
年
の
最
初
の
出
版
か
ら
、
ー
ハ
八
三
年
マ
ル
ク
ス
の
死
の
直
前
の
最
後
の
版
に
い
た
る
ま
で
の
『資
本
論
』
の
す
べ
て
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マルクスのヒューマニズムの現代的意義

の
版
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
版(
ー
八
七
二
—
七
五
年)

の
み
が
、
マ
ル
ク
ス
の
あ
と
が
き
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「原
著
に
は 

な
か
っ
た
科
学
的
価
値
」
を
示
す
変
貌
を
表
わ
し
て
い
た
。
パ
リ
大
衆
の
革
命
活
動
は
、
結
集
し
て
「天
を
震
憾
せ
し
〈双
ー
、
運
命 

を
彼
ら
み
ず
か
ら
の
手
に
ひ
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
か
ら
、
資
本
の
蓄
積
と
商
品
の
物
神
性
と
い
う
二
つ 

の
最
も
基
本
的
な
理
論
的
問
題
を
察
知
し
た
の
で
あ
っ
た
。
労
働
日
の
短
縮
を
要
求
す
る
闘
争
に
関
す
る
彼
の
分
析
が
、
あ
た
か
も 

『資
本
論
』
構
成
上
の
枢
軸
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
付
加
さ
れ
た
理
論
的
問
題
は
、
『資
本
論
』
の
精
神
す
な
わ 

ち
現
在
に
内
在
す
る
未
来
を
決
定
す
る
役
割
を
演
じ
た
。
そ
の
変
貌
は
二
つ
の
分
野
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
ニ
資 

本
家
あ
る
い
は
一
企
業
の
手
中
へ
の
」
資
本
の
集
中
お
よ
び
集
積
に
関
す
る
法
則
を
窮
極
ま
で
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
こ
ん
に
ち
国

(6) 

家
資
本
主
義
と
よ
ば
れ
る
事
態
に
関
す
る
予
言
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
「商
品
形
態
そ
の
も
の
」
か
ら
発
す
る
価 

値
の
形
態
に
内
在
す
る
商
品
の
物
神
性
に
照
明
を
あ
て
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由
に
結
合
し
た
労
働
の
み
が
価
値
の
法
則
を
廃
止
し
、

(
7
)

、
、

「自
由
に
結
合
し
た
ひ
と
び
と
」
の
み
が
商
品
か
ら
物
神
性
を
除
去
し
う
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
結
ん
で
い
る
。 

す
で
に
確
立
さ
れ
た
国
家
権
力
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
「実
践
す
る
」
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
礎
を
お
く
と
宣
言
す
る
に 

い
た
っ
た
現
在
で
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
実
践
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
を
再
び
確
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
れ
は
自
由
で
あ
っ
た
。
自
由
と
い
う
概
念
は
、
つ
ね
に
マ
ル
ク
ス
の
出
発
点
で
あ
り
帰
着
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
資
本
主
義
的
発 

展
の
「容
赦
な
き
法
則
」
の
分
析
と
い
う
き
わ
め
て
苦
難
に
満
ち
た
独
創
的
な
仕
事
を
通
し
て
の
み
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ 

の
分
析
に
お
い
て
、
「存
在
物
」
(
あ
る
い
は
搾
取
的
社
会
の
搾
取
の
た
ん
な
る
対
象)

と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
如
何
に 

し
て
「主
体
」
と
な
る
か
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
「否
定
の
否
定
」
あ
る
い
は
自
己
解
放
を
な
し
遂
げ
う
る
と
こ
ろ
の
疎
外
さ 

れ
た
労
働
の
諸
条
件
へ
の
抵
抗
を
如
何
に
し
て
試
み
る
か
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
『資
本
論
』
は
二
十
五
年
の 

•
労
苦
の
集
大
成
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
八
四
三
年
、
マ
ル
ク
ス
が
最
初
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
と
袂
別
し
、
彼
が
思
想
上
最
も
重
要
で 

あ
る
と
考
え
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
的
諸
学
説
、」
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
、
解
放
の
理
論
す
な
わ
ち
彼
が
「徹 

底
し
た
自
然
主
義
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ー
と
よ
ぶ
新
し
い
人
間
活
動
の
哲
学
を
あ
ざ
や
か
に
つ
く
り
あ
げ
た
そ
の
時
に
は
じ
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ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ー
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
を
、
学
問
上
の
論
争
か
ら
現
実
の
生
と
死
の
問
題
へ
と
転 

化
さ
せ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
関
心
は
急
速
に
高
ま
り
、
ひ
き
つ
づ
き
中
国
に
お
い
てF

百
花
」
が
斉
放
さ
れ
て
咲
き 

ほ
こ
っ
た
僅
か
の
あ
い
だ
、
そ
れ
は
最
高
潮
に
達
し
た
が
、
全
体
主
義
国
家
の
成
立
は
そ
れ
ら
の
花
を
突
然
に
凋
落
さ
せ
る
こ
と
と 

な
つ
か
。•

ー
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
一
年
に
い
た
る
あ
い
だ
ア
フ
リ
カ
に
起
こ
っ
た
諸
革
命
は
、
新
し
い
第
三
の
世
界
の
存
在
を
実

(9) 

証
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
の
根
底
に
あ
る
哲
学
も
ま
た
、
同
じ
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

ー
九
四
〇
年
代
中
葉
か
ら
ー
九
五
〇
年
代
初
頭
の
西
欧
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
一
ハ
四
四
年
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
草
稿
が 

再
発
見
さ
れ
た
の
に
対
し
、
冷
た
い
戦
争
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
イ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
を
そ
う
し
た
動
き
か
ら
孤
立
さ
せ
る
働
き
を
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
い
ま
や
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
の
幅
広
さ
に
よ
っ
て
、
出
発
が
立
ち
遅
れ
た
た 

め
に
失
っ
た
も
の
を
補
う
機
会
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
「
い
ま
こ
そ
自
由
を
」
と
い
う
黒
人
た
ち
の
運
動
、
そ
し
て
他
方
で 

は
、
核
の
脅
威
を
現
実
の
も
の
と
し
た
ー
九
六
二
年
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
ミ
サ
イ
ル
の
危
機
、
こ
れ
ら
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
争
を 

再
び
燃
え
あ
が
ら
せ
た
。
学
者
た
ち
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
科
学
、 

哲
学
の
諸
範
疇
の
内
的
な
同
一
性
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「理
論
の
観
念
」
す
な
わ
ち
「歴
史
の
物
語
を
歴
史
の
理
論
」 

へ
と
転
化
す
る
マ
ル
ク
ス
の
天
才
的
才
能
を
指
摘
し
た
の
は
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
、
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
経
済
学
者
、
故J

・
シ
ュ 

ム
ペ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た̂

す
で
に
私
は
、
『資
本
論
』
全
四
巻
、
お
よ
び
『資
本
論
』
と
一
ハ
四
四
年
の
『草
稿
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
を 

試
み
た
こ
と
が
あ
専
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
、
二
つ
の
基
本
的
な
理
論!

価
値
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
と 

商
品
の
物
神
性!
!

を
論
ず
る
に
と
ど
め
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
実
は
同
じ
一
つ
の
決
定
的
な
統
合
さ
れ
た
疎
外
理
論
、 

す
な
わ
ち
弁
証
法
的
に
理
解
さ
れ
た
史
的
唯
物
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(3
〉 

「人
間
の
意
識
が
彼
ら
の
存
在
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
人
間
の
社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
決
定
す
る
〕
と
い
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マルクスのヒューマニズムの現代的意義

う
マ
ル
ク
ス
の
発
見
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の 

中
核
と
し
て
の
疎
外
の
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
資
本
主
義
の
も
と
に
お
け
る
現
実
の
労
働
過
程
に
関
す
る 

マ
ル
ク
ス
の
詳
細
な
分
析
は
、
へI

ゲ
ル
の
『精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
疎
外
の
い
ず
れ
の
段
階
よ
り
も
、
具
体
的
で
生
き
生
き
と 

し
て
お
り
、
ま
た
破
壊
的
で
、
も
ち
ろ
ん
革
命
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
真
の
へI

ゲ
ル
主
義
者
と
し
て
、
創
造
性
に
焦
点
を
お
く 

が
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
り
、
そ
の
創
造
性
は
現
実
の
生
産
過
程
の
上
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
マ 

ル
ク
ス
は
、
観
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
観
念
を
も
つ
「人
間
」
と
取
り
組
み
、
労
働
者
に
よ
る
「全
体
性
の
追
求
」
と
い
う
彼
の

(
)

初
期
の
概
念
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
や
見
出
し
た
「新
し
い
情
熱
と
新
し
い
カ
」
は
、
古
い
秩
序
を
打
ち 

倒
す
た
め
の
み
で
は
な
く
、
新
し
い
秩
序
、
す
な
わ
ち
「各
個
人
の
完
全
な
そ
し
て
自
由
な
発
展
が
支
配
原
理
で
あ
る
よ
う
な
社 

企) 

'

会
」
を
建
設
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

『資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
経
済
、
政
治
、
哲
学
の
諸
概
念
は
き
わ
め
て
有
機
的
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
た
め
、
ー
九
四
三
锦

ル  

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
理
論
家
た
ち
が
は
じ
め
て
公
然
と
価
値
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
と
袂
別
し
た
と
き
、
彼
ら
は
『資
本
論
』
の
弁
証 

法
的
構
造
を
も
否
定
し
、
『資
本
論
』
を
「教
授
す
る
」
さ
い
に
は
、
第
一
章
を
省
略
す
る
よ
う
要
求
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「西 

欧
」
の
哲
学
は
、
こ
の
経
済
上
の
論
争
の
な
か
に
ひ
そ
む
哲
学
的
意
味
を
ま
っ
た
く
察
知
し
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、 

マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
哲
学
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
き
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト•
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
雑
誌(
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の 

も
と
に
』)

が
い
か
な
る
理
由
で
廃
刊
と
な
っ
た
か
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「西
欧
」
の 

哲
学
に
と
っ
て
ほ
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
お
い
て
も
以
後
そ
れ
以
上
の
努
力
も
な
く
、
ま
た
以
前
の 

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
ど
ん
な
解
釈
を
も
参
照
す
る
こ
と
な
く
、
価
値
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
に
修
正
を
加
え
た
こ
の
改
訂
版 

が
、
正
統
的
共
産
主
義
者
の
分
析
と
な
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
の
全
体
性
は
、
確
立
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
つ 

ね
に
卿
れ
て
は
な
ら
ぬ
面
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
—-
ー
ン
が
ー
九
一
四
年
末
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
有
機 

的
連
関
を
十
分
に
把
握
し
た
と
き
、
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
崩
壊
し
、
彼
は
彼
自
身
の
哲
学
的
過
去
と
袂
別
す
る
こ
と
と
な
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っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
来
、
レ
ー
ニ
ン
は
、
彼
自
身
を
含
め
た
す
べ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
に
、
厳
し
い
批
判
的
態
度
を
と
る 

よ
う
に
な
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
彼
の
「警
句
集
」
の
一
つ
の
な
か
で
書
い
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『論
理
学
』
の
全
体
を
学
び
理 

解
し
な
い
限
り
、
マ
ル
ク
ス
の
『資
本
論
』
と
く
に
そ
の
第
一
章
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
去 

半
世
紀
の
す
べ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
う
ち
、
だ
れ
一
人
と
し
て
マ
ル
ク
ス
を
理
解
し
た
者
は
い
な
い
の
だ
。」 

経
済
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
「商
品
の
物
神
性
」
と
題
さ
れ
た
『資
本
論
』
第
一
章
の
最
後
の
節
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
分
析
を
お
こ 

な
っ
た
論
文
は
他
に
は
な
く
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
「初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
時
代
」
に
お
い
て
さ
え
も
、
こ
の
節
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル 

主
義
的
色
彩
の
濃
厚
な
著
作
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
一
つ
の
偉
大
な
文
学
作
品
に
お
い
て
、
内
容
と
形
式
と
が
一
つ
に
と
け
合
っ
て 

い
る
の
と
同
様
に
、
哲
学
と
経
済
学
は
歴
史
と
完
全
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
パ
リ
・
ユ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
後
、
マ
ル
ク
ス
が
フ
ラ
ン
ス 

版
に
い
く
つ
か
の
深
刻
な
変
貌
を
与
え
る
ま
で
、
十
五
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
こ
の
節
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
の
よ
う
に
ゆ
る
み
な
く
張 

ら
れ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
が
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
い
う
偉
業
を
「そ
れ
自
身
活
動
し
て
い
る
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と 

を
、
わ
れ
わ
れ
は
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
パ
リ
革
命
政
府
支
持
者
た
ち
に
よ
る
社
会
の
再
組
織
全
体
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
決
定 

さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
思
想
を
逆
に
条
件
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
価
値
の
形
態
に
関
す
る
す
べ
て
の
問 

題
へ
の
新
し
い
見
通
し
を
マ
ル
ク
ス
に
与
纪
た
の
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
的
な
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
は
、
哲
学
は
一
つ
の
イ
デ
ォ 

n
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
偽
り
の
意
識
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
資
本
主
義
的
生
産
に
固
有
の
思
想
の
諸
範
疇
は
、
す
べ
て
の
ひ
と
び 

と
に
よ
っ
て
無
批
判
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
労
働
が
す
べ
て
の
価
値
の
源
泉
で
あ
る
、
と
い
う
画
期
的
発
見 

を
な
し
遂
げ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
さ
え
も
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
発
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
彼 

ら
が
商
品
の
物
神
性
を
解
消
し
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
古
典
派
経
済
学
は
こ
こ
に
お
い
て
歴
史
的
な
障
害
に 

遭
遇
し
た
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

労
働
生
産
物
の
商
品
と
い
う
形
態
は
、
主
体
と
客
体
と
の
転
倒
し
た
関
係
、
す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
労
働
と
死
ん
だ
資
本
と
の
関 

係
の
ゆ
え
に
物
神
性
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
は
人
間
相
互
間
の
諸
関
係
は
、
物
相
互
間
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
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マルクスのヒューマニズムの現代的意義

ら
わ
れ
わ
れ
の
疎
外
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
、
「諸
関
係
は
す
べ
て
実
際
に
そ
う
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
死
ん
だ
資
本
は
生
き 

て
い
る
労
働
の
主
人
で
あ
る
。
来
る
日
も
来
る
日
も
死
ん
だ
労
働
の
支
配
、
す
な
わ
ち
機
械
の
重
圧
に
苦
し
ん
で
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ 

ア
ー
ト
の
場
合
を
除
き
、
商
品
の
物
神
性
は
、
・ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
対
し
、
「精
神
の
ま
さ 

に
本
質
」
で
あ
る
と
自
称
し
て
は
ば
か
ら
な
い
ア
ヘ
ン
剤
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
由
に
結
合
し
た
労
働
を
除
い
て
は
、
何 

び
と
と
い
え
ど
も
商
品
か
ら
物
神
性
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。
ー
九
四
三
年
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト 

の
理
論
家
た
ち
は
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
考
え
か
ら
離
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
方
針
を
は
っ
き
り
と
決
定
し
た
。 

私
的
資
本
主
義
か
ら
共
産
主
義
と
よ
ば
れ
る
国
家
資
本
主
義
へ
と
形
態
を
変
え
た
と
き
に
も
、
労
働
者
に
対
す
る
搾
取
を
お
お
い 

隠
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
本
質
ま
で
も
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
国
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
間
に
現
わ
れ
た 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
亀
裂
も
ま
た
、
ど
ち
ら
の
国
に
お
い
て
も
搾
取
関
係
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
す
こ
と
は
な
か
っ
た̂

も
し
マ
ル
ク 

ス
が
こ
の
世
に
再
び
姿
を
現
わ
し
た
と
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギI

の
新
し
い
形
態!

国
家
計
画
と
そ
の
物
神
性
—
!

の
な
か
に
、 

マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
的
発
展
と
い
う
容
赦
な
い
法
則
の
窮
極
の
結
果
と
し
て
予
言
し
た
国
家
資
本
主
義
的
発
展
を
容
易
に
看
取
す 

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
私
的
所
有
か
国
有
化
か
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
ど
の
世
代
に
も 

ま
し
て
深
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
由
の
問
題
で
あ
る
。
自
由
が
制
限
を
受
け
る
と
き
は
い
つ
で
あ
ろ
う
と
、
ま 

た
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
マ
ル
ク
ス
は
実
践
に
お
い
て
も
理
論
に
お
い
て
も
不
屈
の
精
神
を
も
っ
て
そ
の
障
害
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ 

た
。
古
典
派
経
済
学
者
が
「自
由
な
労
働
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
「自
由
な
労
働
」
と
は
賃
金
労
働
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た 

が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
皮
肉
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
。
「彼
ら
古
典
派
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
歴
史
は
存
在
し
た
。
し
か 

し
い
ま
や
歴
史
は
存
在
し
な
い
。」

周
知
の
よ
う
に
、
価
値
あ
る
い
は
「抽
象
的
な
」
「価
値
を
生
み
だ
す
」
労
働
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
理
論
は
、
疎
外 

さ
れ
た
労
働
と
い
う
理
論
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
論
文
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
な
ぜ
彼
が
経
済
上 

の
事
象
を
「疎
外
さ
れ
た
労
働
と
い
う
概
念
を
用
い
て
」
分
析
し
た
か
を
説
い
て
い
る
。
「そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
問
お
う
と
す
る
。
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ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
み
ず
か
ら
の
労
働
を
疎
外
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
疎
外
は
、
人
間
的
発
展
の
本 

質
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
私
的
所
有
の
起
源
に
関
す
る
問
題
を
、
人
類
の
発
展
行
程
に
対 

す
る
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
関
係
と
い
う
問
題
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
多
く
の
も
の
を
獲
得 

し
て
き
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
私
的
所
有
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
人
間
の
外
部
に
あ
る
事
物
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
ー 

般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
労
働
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、
ひ
と
は
直
接
に
人
間
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
新
し
い
問
題
提
起
は
、
す
で
に
そ
の
解
決
を
内
に
含
ん
で
い
る
の
通
ビ 

し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
『資
本
論
』
を
完
成
す
る
過
程
に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
労
働
の
疎
外
的
性
格
を
、
エ 

場
に
お
け
る
ー
活
動
と
し
て
、
そ
し
て
「も
つ.
は
ら
自
由
、
平
等
、
所
有
、
ベ
ン
サ
ム
が
支
配
す
る
」
市
場
に
お
け
る
ー
商
品
と
し 

て
分
析
す
る
た
め
の
経
済
的
諸
範
疇
を
つ
く
り
だ
す
必
要
を
感
じ
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
彼
自
身
の
価
値
と
剰
余
価
値
の
理
論
を
詳
細
に
説
明
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
生
産
そ
の
も
の
に
お
い
て
人
間
の 

諸
関
係
が
い
か
に
貶
し
め
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
、
特
別
の
経
済
的
範
疇
を
つ
く
り
だ
し
た
。
あ
た
か
も
労
働
者
は
身
体
か 

ら
手
を
切
り
離
し
、
そ
し
て
そ
の
手
に
な
お
機
能
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
労
働
と
い
う
範
疇
を
、 

活
動
と
し
て
の
労
働
と
商
品
と
し
て
の
労
働
力
と
に
分
割
し
た
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
労
働
力
が
肉
体
か
ら
切
り
離
し
え 

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
工
場
に
行
く
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
労
働
者
自
身
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
工
場
に
お 

い
て
は
、
労
働
者
の
能
力
は
機
械
の
た
ん
な
る
付
加
物
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
具
体
的
な
労
働
は
一
定
量
の
凍
結
し
た
抽
象
的
労
働 

に
帰
す
る
の
で
對
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
続
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
ち
ろ
ん
「抽
象
的
労
働
者
」
と
い
っ
た
生
物
は
存
在
し
な
い
。
人
は
鉱
夫
で
あ
り
、
仕
立
屋
で
あ
り
、
製
鋼
所
の
工
員 

で
あ
り
、
パ
ン
焼
き
職
人
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
的
生
産
の
本
質
は
、
そ
の
よ
う
に
転
倒
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、 

人
間
は
機
械
の
主
人
で
は
な
く
、
機
械
が
人
間
の
主
人
な
の
で
あ
る
。
工
場
の
時
計
の
き
ざ
む
時
に
合
わ
せ
て
、
み
ず
か
ら
「思
う 

ま
ま
に
動
く
」
機
械
に
よ
っ
て
、
人
間
が
与
え
ら
れ
た
時
間
に
与
え
ら
れ
た
量
の
生
産
物
を
つ
く
り
だ
す
限
り
、
人
間
の
技
術
は
重
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要
な
意
味
を
も
た
な
く
な
る
。
労
働
時
間
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
の
具
体
的
な
労
働
を
一
つ
の
抽
象
化
さ
れ
た
量
へ
と
途
方
も
な 

い
転
換
を
達
成
し
た
機
械
に
仕
え
る
侍
女
な
の
で
あ
る
。 

•

マ
ル
ク
ス
は
、
具
体
的
労
働
お
よ
び
抽
象
的
労
働
に
つ
い
て
の
彼
の
分
析
を
、
経
済
学
へ
の
独
自
の
貢
献
を
な
す
も
の
、
す
な
わ

(

〉

ち
「経
済
学
に
対
す
る
明
晰
な
理
解
を
生
み
だ
す
か
な
め
と
な
る
も
の
」
と
考
え
た
。
資
本
家
の
「余
剰
労
働
に
対
す
る
狼
の
よ
う 

な
渇
望
」
を
「自
己
自
身
を
増
殖
す
る
多
産
な
生
気
あ
る
怪
物
」
と
し
て
分
析
す
る
過
程
で
、
マ
ル
ク
ス
は
他
に
二
つ
の
新
し
い
範 

疇
を
つ
く
り
だ
し
た
。
そ
れ
ら
は
不
変
資
本(
機
械)

と
可
変
資
本(
賃
金
労
働)

で
あ
る
。
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
と
支
払
わ
ら
れ 

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
労
働
は
強
制
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
、
と
彼
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
労
働
は
ま
っ
た
く
疎
外 

さ
れ
た
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
資
本
の
形
態
と
な
る
。

疎
外
さ
れ
た
労
働
に
つ
い
て
の
こ
の
記
述
の
正
確
さ
と
独
創
性
と
は
、
も
ち
ろ
ん
た
ん
に
「演
繹
的
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
の
一
範 

疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
真
理
の
ま
っ
た
く
新
し
い
レ
ヴ
ェ
ル
を
再
創
造
す
る
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
経
験
主
義
の
一
範
疇
な 

の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
も
と
で
の
労
働
過
程
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス®
記
述
を
読
み
進
む
さ
い
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
さ
れ
た 

労
働
の
理
論
か
ら
離
れ
て
円
熟
の
域
に
達
し
た
の
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
彼
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
た
わ
ご 

と
」
か
ら
「科
学
的
唯
物
論
」
へ
と
道
を
拓
い
て
ゆ
く
以
前
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
時
代
」
の
「名
残
り
」
で
あ
る
と
か
い
っ
た
結
論 

を
引
き
出
す
の
は
、
政
治
的
動
機
を
も
っ
た
ひ
と
り
よ
が
り
の
盲
目
さ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス 

の
経
済
的
諸
範
疇
は
、
も
は
や
議
論
の
余
地
も
な
く
階
級
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
範
疇
か
ら
階
級
的
内
容
を 

除
去
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
近
い
立
場
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
範
疇
の
「中
立
化
」
を
声 

高
く
宣
言
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ら
の
範
疇
を
資
本
主
義
に
、
そ
し
て
資
本
主
義
の
み
に
適
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
。 

価
値
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
法
則
は
、
資
本
主
義
を
最
も
明
白
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
で
さ
え
一 

-

全
権
力
、 
す
な
わ
ち
国
家
計
画
と 
一
党
独
裁
を
手
中
に
収
め
て
後
少
な
く
と
も
約
二
十
年
間
は 
——

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
お
い
て
こ
の 

面
値
の
法
則
が
作
用
す
る
こ
と
を
敢
て
認
め
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
は
「社
会
主
義
国
」
で
あ
る
、
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と
宣
言
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
理
論
家
た
ち
が
公
然
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概
念
に
袂
別
し
た
の
は
、
世
界
大
戦
の
さ
な 

か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
支
配
官
僚
制
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
長
き
に
わ
た
っ
て
搾
取
的
な
道
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
は
い 

う
ま
で
も
な
い
。

ー
九
四
七
年
、
「哲
学
的
労
働
者
た
ち
」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
「新
し
い
弁
証
法
的
法
則
」
す
な
わ
ち
批
判
お
よ
び
自
己
批 

判
で
お
き
か
え
よ
、
と
い
う
要
求
が
、
ア
ン
ド
レ
イ•
ジ
ュ
ダ
ー
ノ
フ
に
よ
っ
て
劇
的
に(
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
声
を
大
に
し 

て)

提
出
さ
れ
た
。
ー
九
五
五
年
ま
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
諸
概
念
の
批
判
は
す
べ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
連
し 

て
い
た
。V
 • A
 
・
カ
ル
プ
シ
ン
は
、
「
一
ハ
四
四
年
経
済
学•
哲
学
草
稿
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
的
弁
証
法
の
展
開
」
の 

な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
哲
学
の
境
界
を
越
え
、
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
実
際
の
生
活
と
実
際
の 

必
要
と
い
う
観
点
か
ら
、
革
命
的
変
革
に
つ
い
て
の
真
に
科
学
的
な
方
法
と
し
て
、
ま
た
現
実
世
界
に
関
す
る
知
識
と
し
て
、
哲
学 

の
根
本
問
題
を
分
析
し
た
最
初
の
哲
学
者
で
あ
つ
ボ
”」

し
か
し
な
が
ら
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
理
論
家
た
ち
は
、
革
命
的
変
革
が
彼
ら
の
没
落
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
「革
命
的
変
革
」
を
喜 

ん
で
む
か
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
が
、
革
命
後
、
哲
学
を
塞
郵-
t'
?>'
」
i'
に
よ
っ
て
、
い
い
か 

え
れ
ば
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
主
義
か
ら
の
自
由
を
一
つ
の
現
実
と
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
変
革
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
論 

争
は
機
関
銃
の
火
花
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
P'
ナ
メ
の
侵
犯
は
、
自 

由
そ
の
も
の
の
破
壊
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
ま
も
な
く
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
理
論
家
た
ち
は
、
確
立
さ
れ
た
共
産
主
義
の
す
べ
て
の
敵
対
者
に
対
し
て
、
容
赦
な
い
辛
辣 

な
攻
撃
を
開
始
し
た
。
彼
ら
は
敵
対
者
に
対
し
、
深
い
理
由
も
な
く
、
「修
正
主
義
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
付
し
た
。
不
幸
な
こ 

と
に
、
あ
ま
り
に
も
多
数
の
西
欧
の
学
者
た
ち
が
こ
の
用
語
を
受
け
い
れ
、
逆
に
支
配
の
側
に
立
つ
共
産
主
義
者
た
ち
を
「ド
グ
マ 

テ
ィ
ス
ト
」
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
に
お
け
る
、
ヒ
ト
ラ
ー"

ス
タ
ー
リ
ン
条
約
に
お
け
る
、
毛
沢 

東
と
蔣
介
石
と
の
あ
い
だ
の
連
合
戦
線
に
お
け
る
、
そ
し
て
最
近
で
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
中
国.
と
の
分
裂
に
お
け
る
よ
う
な
、
唐
突
な
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転
向
、
あ
る
い
は
「弾
力
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
「ド
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
」
と
い
う
名
を
奉
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、 

レ
ー
ニ
ン
の
哲
学
的
遺
産
の
も
つ
二
重
性
、
す
な
わ
ち
、
俗
流
唯
物
論
的
な
『唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
と
、
彼
の
『哲
学
ノ1
 

卜
』
に
お
け
る
創
造
的
弁
証
法
と
の
あ
い
だ
の
二
重
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
一
片
の
真
理
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「西
側
」 

の
生
来
の
反
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
対
し
、
絶
好
の
攻
撃
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
に
「毛
沢
東
の
思
想
」
の

(

ノ

分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
彼
の
思
想
、
と
く
に
・
『実
践
論
』
お
よ
び
『矛
盾
論
』
は
、
彼
自
身
の
政
権
掌
握
に
結
び
つ
い
た 

も
の
で
あ
る
た
め
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
独
自
の
貢
献
」
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
こ
こ
で
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を 

め
ぐ
る
論
争
は
、
純
粋
に
学
問
的
な
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
「修
正
主
義
」
に
関
す
る
「政
治
的
な
」
さ
ま
ざ
ざ
ま
の
論
争 

か
ら
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
二
つ
の
危
険
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
よ
う
と
思
う
。
幸
い
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義 

は
、
書
物
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
国
家
権
力
の
み
の
所
有
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
新
し
い
出
発
点
に
立 

っ
て
社
会
の
再
建
を
め
ざ
す
働
く
ひ
と
び
と
の
日
々
の
生
活
の
な
か
に
存
す
る
の
で
あ
る
。 

ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も(
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
トP
も
ま
た
、
何
よ
り
も
ま
ず
彼
の
革 

命
を
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
よ
ん
だ)
、
西
欧
の
帝
国
主
義
か
ら
の
解
放
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
旗
印
と
し
て
掲
げ
た
も 

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
共
産
主
義
路
線
に
は
変
化
が
生
じ
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
主
義
戦
線
に
お
い
て
は
、 

当
初
、
レ
—-
ー
ン
主
義
は
い
か
な
る
種
類
の
人
間
化
を
も
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
」
の
提
唱 

者
た
ち
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
ど
ん
な
変
革
を
も
必
要
と
し
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
張
が
い
ま
や
、 

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
民
は
「戦
闘
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
正
当
な
継
承
者
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し 

て
ソ
邦
連
政
治
科
学
知
識
普
及
協
会(
ズ
ナ
ー
ニ
エ
協
会)

副
会
長
と
い
う
堂
々
た
る
肩
書
を
も
つM
 • B
 
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
は
次
の 

よ
う
に
発
表
し
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
党
第
二
ー
回
大
会
に
お
け
る
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
報
告
は
、
「
マ
ル
ク
ス"

レ
ー
ニ
ン
主
義
社 

会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
壮
大
か
つ
高
遠
な
思
想
」
で
あ
る
、
莫
 
そ
し
て
ー
九
六
三
年
、
メ
キ
シ
コ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
二
回 

国
際
哲
学
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
の
一
つ
を
「現
代
世
界
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
題
し
た
の
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
代
表
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団
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
西
欧
の
知
識
人
た
ち
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
共
産
主
義
者
た
ち 

が
投
げ
ら
れ
た
球
を
投
げ
返
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
感
謝
の
意
を
表
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
再
び 

わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ユ
ズ
ム
を
論
議
す
る
手
が
か
り
を
得
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
思
想
の
自
由
と
い
う
問
題
を
、
思
想
統
制
と
い
う
貨
幣
の
裏
の
一
面
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
っ
た
低
い
レ
ヴ
ェ 

ル
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
「汝
の
敵
を
知
れ
」
と
い
う
型
の
、
「
マ
ル
ク
ス"

レ
ー
ニ
ン
主
義
」
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
型 

に
は
ま
っ
た
研
究
を
一
見
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
確
立
し
た
共
産
主
義
の
も
と
で
教
授
さ
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
し
て
、 

「ま
っ
た
く
反
対
の
原
理
」
を
教
え
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
方
法
論
に
お
い
て
は
何
の
相
違
も
な
い
こ
と
が
お
の
ず 

か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
問
題
は
次
の
点
に
あ
る
。
も
し
思
想
の
自
由
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
お
し
す
す
め
る
運
動
の
実
現
の
た 

め
の
基
礎
と
な
る
哲
学
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
思
想
は
、
少
な
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
的
意
味
で
は
、
「理
念
」
と
は
よ
ば 

れ
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
正
確
に
は
「自
由
の
対
象
で
あ
る
も
の
の
み
が
理
念
と
よ
ば
れ
う
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
彼 

の
い
う
絶
対
者
で
さ
え
、
こ
の
世
の
自
由
の
空
気
を
呼
吸
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
マ 

ル
ク
ス
主
義
弁
瞿
は
、
た
し
か
に
歴
史
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
認
識
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、 

階
級
闘
争
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
概
念
はル
つ
の
「神
話
」
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
アI

卜
に
対
す
る
彼
の
「讃
美
」
は
、
た
ん 

に
「
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
の
哲
学
の
最
終
的
結
果
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
理
論
に
も
事
実
に
も
反
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

〈28) 

よ
う
な
ア
メ
リ
カ
で
の
分
析
は
「共
産
主
義
の
害
悪
に
関
す
る
故
ダ
レ
ス
氏
の
毎
週
の
説
教
の
一
種
の
知
的
対
応
物
」
で
あ
る
、
と 

い
う
ジ
ョ
ー
ジ••
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
の
批
判
は
、
こ
の
点
で
妥
当
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
匕
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
理
想
主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
唯
物
論
を
肯
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
両
者 

を
統
一
し
た
真
実
で
あ
り
、
ゆ
え
に
新
し
い
統
合
体
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
「集
産
主
義
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
精
神
に
お
い
て
、 

個
人
主
義
的
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
若
き
マ
ル
ク
ス
が
、
「人
間
の
個
性
を
完
全
に
否
定
す
る
ま
っ
た
く
粗
野
で
無
思
想
な
共
産
主 

義
」
か
ら
彼
自
身
を
ひ
き
離
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
私
的
で
あ
ろ
う
と
国
家
的
で
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マルクスのヒュ1 ズムの現代的意義

あ
ろ
う
と
、
「組
織
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
ろ
う
と
「無
政
府
状
態
」
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
資
本
主
義
に
お
け
る
諸
悪
の
す
べ
て
の 

本
質
で
あ
っ
た
の
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
一
ハ
四
四
年
の
資
本
主
義
に
対
す
る
攻
撃
を
次
の
よ
う
な
声
明
で
結
ん
で
い
る
。
「共
産
主 

義
は
そ
れ
だ
け
で
人
間
発
展
の
到
達
目
標
、
す
な
わ
ち
、
人
間
社
会
の
一
形
態
な
の
で
は
な
い
」
と
。
自
由
は
、
私
的
所
有
の
止
揚 

よ
り
以
上
の
も
の
、
は
る
か
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
意
味
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
私
的
所
有
の
止
揚
を
た
ん
に
「第
一
次
的
超
越
」 

と
考
え
た
。
完
全
な
る
自
由
に
は
第
二
次
の
超
越
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
論
文
が
書
か
れ
て
四 

年
後
に
、
マ
ル
ク
ス
は
か
の
歴
史
的
な
『共
産
党
宣
言
』
を
公
刊
し
た
。
彼
の
基
本
的
哲
学
は
、
新
し
い
用
語
に
よ
っ
て
も
変
わ
り 

は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
ハ
四
八
年
の
諸
革
命
の
前
夜
に
書
か
れ
た
『宣
言
』
は
「個
人
の
自
由
は
す
べ
て
の
自
由
の 

基
礎
で
あ
る
」
と
宣
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
生
涯
を
終
え
る
と
き
ま
で
、
そ
の
思
想
は
変
わ
ら
ず
に
保
持
さ
れ
た
。 

マ
ル
ク
ス
の
大
著
『資
本
論
』
は
、
彼
の
生
涯
の
活
動
と
同
様
、
「人
間
自
身
の
目
的
で
あ
る
人
間
の
力
の
発
展
」
の
み
が
「真
の 

自
由
の
劇
」
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
か
ら
っ
ね
に
そ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
再
び
わ
れ
わ
れ
は
、
私
的
所
有
の
止
揚
は
た
ん
に
第 

一
次
的
超
越
で
あ
る
、
と
若
き
マ
ル
ク
ス
が
主
張
し
た
理
由
を
他
の
何
よ
り
も
深
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
立
っ
て
い 

る
。
「こ
の
第
一
次
的
超
越
を
媒
介
と
し
て
、
こ
の
媒
介
を
超
越
す
る
ま
で
は
、!

こ
の
最
初
の
超
越
と
い
う
媒
介
は
や
は
り
不 

可
欠
の
前
提
な
の
で
あ
る
が
——

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
れ
自
身
か
ら
は
じ
ま
る
積
極
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。」 

精
神
的
お
よ
び
肉
体
的
労
働
が
、
マ
ル
ク
ス
が
「全
面
的
」
個
人
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
の
な
か
に
再
統
合
さ
れ
る
と
き
、
「積 

極
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
「そ
れ
自
身
の
な
か
か
ら
」
は
じ
ま
る
。
す
べ
て
の
階
級
社
会
の
基
礎
と
な
る
原
理
で
あ
っ
た
精
神
的 

労
働
と
肉
体
的
労
働
と
の
あ
い
だ
の
分
裂
が
、
資
本
主
義
の
も
と
で
非
常
に
顕
著
に
な
っ
た
の
で
、
燃
え
あ
が
る
敵
対
意
識
は
生
産 

の
み
な
ら
ず
科
学
そ
の
も
の
の
特
徴
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
核
の
時
代
に
お
い
て
重 

苦
し
く
意
識
せ
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
一
ハ
四
四
年
、
「生
活
の
た
め
に
あ
る
ー
つ
の
基
礎
を
も
ち
、
科
学
の
た
め 

に
他
の
一
つ
の
基
礎
を
も
っ
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
偽
り
で
あ
る
」
と
書
い
た
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
現
代
科
学
の
ゆ 

き
ず
ま
り
を
予
見
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
百
二
十
年
も
の
あ
い
だ
こ
の
偽
り
の
な
か
に
生
活
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
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わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
意
味
で
の
文
明
が
生
存
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
危
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
の
時
代
が
直
面
し
て
い
る
課
題
は
、
第
一
に
、
実
践
か
ら
、
す
な
わ
ち
日
々
の
現
実
の
闘
争
か
ら
理
論
へ
の
動
き
が
存 

在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論
か
ら
©'
運
動
が
実
践
に
役
立
ち
う
る
よ
う
な
方
法
を 

つ
く
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
理
論
と
実
践
と
の
新
し
い
関
係
、
す
な
わ
ち
社
会
を
再
建
す
る
た
め
に
闘
っ
て 

い
る
生
き
た
人
間
と
い
う
「主
体
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
評
価
は
欠
く
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
科
学
や
機 

械
に
対
し
て
で
は
な
く
、
人
間
に
対
し
て
挑
戦
す
る
。
世
界
危
機
は
全
体
と
し
て
、
理
論
と
実
践
と
の
新
し
い
統
合
、
労
働
者
と
知 

識
人
と
の
新
し
い
関
係
を
要
求
し
て
い
る
。
総
体
的
な
哲
学
が
探
し
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
後
進
国
と
い
う
新
し
い
第 

三
の
世
界
に
よ
っ
て
劇
的
に
暴
露
さ
れ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
、
全
体
主
義
的
諸
体
制
か
ら
の
自
由
を
求
め
る
闘
争
に
お
い
て
も
、
そ 

し
て
西
欧
に
お
い
て
も
、
こ
の
総
体
的
哲
学
の
探
求
が
な
さ
れ
て
い
る
い
く.
つ
か
の
証
拠
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
総
体
的
哲
学
を 

求
め
る
こ
の
い
く
つ
も
の
動
き
を
識
別
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
す
べ
て
の
哲
学
の
も
つ
頑
迷
さ
——

「大
衆
の
後
進
性
」
と
い 

う
概
念!
!

を
打
破
し
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
戦
い
、
人
種
的
差
別
の
廃
止
の
た
め
に
戦
い
、
即
時
©'
自
由
を
要
求
し
て
い
る
木 

衆
の
諸
思
想
に
耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
知
的
に
後
退
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
認
識
の
新
し
い
段
階
の
出 

発
点
で
あ
る
。
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
の
知
識
人
の
自
己
解
放
で
あ
る
こ
の
新
し
い
段
階
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
た
よ
う
に
、
知
識 

人
が
「思
想
を
発
展
さ
せ
て
具
体
的
な
真
実
に
到
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
感
ず
る
と
き
に
の
み
、
開
始
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。 

バ
ル
チ
ノ
ス
チ
〈党
の
原
理)

を
一
つ
の
哲
学
の
原
理
と
し
て
と
り
上
げ
る
こ
と
は
、
「大
衆
の
後
進
性
」
と
い
う
ド
グ
マ
の
も 

う
ー
つ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
、
国
家
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
知
識
人
た
ち
は
、
大
衆
は
命
令
さ
れ
、
支
配 

さ
れ
、
「導
び
か
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
彼
ら
の
主
張
を
合
理
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
欧
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た 

ち
と
同
様
に
、
彼
ら
は
、
革
命
と
い
う
も
の
は
党
と
い
う
機
械
を
確
立
す
る
た
め
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
基
礎
の
上
に
社 

会
を
再
建
す
る
た
め
に
し
か
る
べ
き
時
期
に
起
こ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
容
易
に
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
政
治 

に
お
け
る
党
派
性
あ
る
い
は
一
党
独
裁
主
義
は
、
新
し
い
何
百
万
も
の
ひ
と
び
と
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
す
る
代
わ
り
に
、

1〇4
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マルクスのヒューマニズムの現代的意義

革
命
の
息
の
根
を
止
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、
哲
学
に
お
け
る
党
派
性
は
、
思
想
に
新
し
い
次
元
を
開
く
の
で
は
な
く
む
し 

ろ
思
想
を
抑
圧
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
に
と
っ
て
も
西
に
と
っ
て
も
た
ん
に
学
問
上
の
問
題
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
解
放 

の
理
論
で
な
い
限
り
ま
っ
た
く
無
に
等
し
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
生
活
に
お
け
る
と
同
様
に
思
想
に
お
い
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は 

ど
ん
な
社
会
も
真
に
存
続
し
え
な
い
よ
う
な
新
し
い
人
間
の
次
元
の
開
発
を
な
し
遂
げ
る
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
私
に
は
、
こ
の
こ
と
が
哲
学
と
し
て
も
現
実
と
し
て
も
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

の
真
実
の
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

〔新
山
春
子
訳
〕 

(
1
)

マ
ル
ク
ス
の
『資
本
論
』(Kerr

版)

第
二
巻
へ
の
序
文
八
九
三
年)

の
な
か
で
、F

・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
頁
律
が
再
構
成
の 

経
緯
を
物
語
る
よ
う
な
方
法
で
、
原
初
の
草
稿
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
私
の
分
析
に
つ
い
て
は
、M

arxism

 and  Freedom

 

(New

 York:  Twayne  Publisher  
屮1951964)

ハ
七
—
九
一
ベ
ー
ジ
を
参
照
。

(2) 

マ
ル
ク
ス
の
『
一
ハ
四
四
年
の
経
済
学•
哲
学
草
稿
』
は
、
現
在
、
数
種
の
英
訳
が
入
手
可
能
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
は
モ
ス
ク
ワ 

で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
で
よ
り
容
易
に
入
手
し
う
る
の
は
、T

・B

・
ボ
ッ
ト
モ
ア
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ 

•
フ
ロ
ム
著
『
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
』(Af0  
ヽs  c<m

ceof  A/Q  
デ New

 York  
ハ Frederick  Ungar  Publishing  Co  
ニー961)  

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
関
す
る
草
稿
以
外
に
つ
い
て
は
、
私
は
自
分
自
身
の
翻
訳
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
引 

用
ペ
ー
ジ
を
示
し
て
い
な
い
。

(3) 

と
く
に EUQene  Kam

enka〉The  E

号ical  Foundations  of  M
arxism

”  (New

 York  
ハ Frederick  >• prae

—  

ge
1962)

邦
訳
『マ
ル
ク
ス
主
義
の
倫
理
学
的
基
礎
』(
岩
波
書
店)
を
参
照
。

ヘ4) 

Karl  M
arx"  The  C

i
E
 W

Qy
ぎFyctnc

ジ
邦
訳
「フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
」(
大
月
書
店
版
全
集
第
一
七
巻
所
収)

は
、
独 

立
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
マ
ル
ク
ス
の
『選
集
』、
『全
集
』
等
の
い
ず
れ
で
も
、
何
種
類
も
の
言
語
で
広
く
入
手
可
能
で
あ
る
。

C C
8 7 6 5 j 7

Karl  M
ar

ピD@
s  Kapig

邦
訳
『資
本
論
』(
岩
波
文
庫
版
〕㈣
 
二
九•
ヘ
ー
ジ
。

同
邦
訳
書
、㈠

ー
四
一;

ジ
。

同
邦
訳
書
、㈠

一
五
五•
へ
—
ジ
。

英
語
に
よ
る
読
者
の
た
め
に
必
読
の
書
は
、Roderick  M

acFarquhaThe

 Hundyed  FLoivers  cam
/aign  cm

d  M
e
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c-\2se/>?~ea
ea

-̂s(NewY0rk-FrederickA・
praege-19s

)  
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
反
逆
の
声
は
、
東
欧
に
お
け
る 

そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
、
ハ
ン
ガ
リJ
革
命
に
関
し
て
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
論
文
は
い
う
に
及
ば
ず
、
単
行
本
も
無
数 

に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
演
じ
た
役
割
を
た
ど
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
次
の
数
冊
で
あ
る
。 

Fye

 Nagy  on  com
m

zsm

 (New

 York:  Frederick  
ア•praege1

957)
；  

Frang
〇is  FejfBekid

 the  Rape  of  Htm
gaty  (New

 York  :  David  M
cKay  Com

pany"一
957  

The  Htm
gariaw

 ReeowtioF

 A

 W
hife  Book  edited  by  M

vin

 J.  Lasky  (New

 Yorki  Frederick  >- praeer
“  

1957)
】

Btey
 HayeeF

 ediea

 by  Edm
und  〇

• Stnlm
an  with  introduction  by  Francois  Bondy  (New

 York:  Fred,  

erick  >• Praege  
ご 1959

現
地
か
ら
の
報
告
、
と
く
に
労
働
者
会
議
に
関
す
る
報
告
と
し
て
は
、
スThe  R

経
豈:

(periodic

巴published  by-he

 Im
re  

Nagy  InstutBrusm
els)

が
精
髄
を
き
わ
め
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
報
告
は
、
雑
誌:

g
ミ
总

、
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

くEast  Earop
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
取
り
扱
い
、
と
く
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
指
導
的
地
位
を
も
つ
哲
学
者
ア
ダ
ム•
シ
ャ
フ
と 

レ
ツ
ェ
ー
ク
・
コ
ラ
コ
フ
ス
キ
ー
の
あ
い
だ
で
な
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
論
争
を
公
表
し
た
点
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し 

た̂

こ
れ
ら
二
人
の
哲
学
者
の
双
方
の
飜
訳
は
、
論
文
集
四s
s
*
 edited  by  Leopold  Labedz  (New

 York:  Frederick

打 

praege
1962)  

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(9) 

Leopold  s®dar  Sengho  
デ
』/Hcm

n  socialism

 (New

 York:  Am
erican  Society  of  African  Cultu6

 1959)
；  

Sekou  ToureCAfrica  
涼 Path  in  H

i
o
r
y

後
者
は
英
語
に
よ
る
読
者
の
た
め
に 

c.  Africa.  So  
境
 ヽApril-June  196  
尸 Cape

town  
の
な
か
に
抜
萃
さ
れ
た
。
現
在
ア
メ
リ
カ
国
外
で
の
み
入
手
可
能
で
あ
る
。ま
た
私
の
著
書
、Narnalism

“  co-m
m

un7n
“  M

arxism

 

Hum
anistn  and  -he  Af70,Asian  RevohiCicm

s  (Am
erica  

デ195Englis

尸1961〉

こ
れ
ら
の
版
は
、

Netvs  
資 Letters.  

Detroit”  M
ichigan

で
入
手
可
能
で
あ
る)
を
参
照
。

(
)
 
私
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
ち
遅
れ
の
程
度
、
議
論
の
水
準
の
低
さ
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
西
欧
の
知
識
人
が
と
る
態
度
を
容
認
し
て 

い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ.
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
草
稿
が
は
じ
め
て
再
発
見
さ
れ
る
四
、
五
年
前
、
当
時
ヨI
 
ロ
ッ
パ
は
フ 

ア
シ
ズ
ム
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
そ
れ
ら
の
草
稿
を
彼
の
著
書
『理
性
と
革
命
』(Reason  Q
m
 Re0

ヤ 

昌 
の
な
か
で
取
り
扱
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
草
稿
の
ド
イ
ツ
語
版
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
当
時
は
英
語
訳
は
入
手
不
可
能
で
あ
っ
て
、
マ 

ル
ク
ー
ゼ
教
授
の
初
期
の
著
作
に
掲
す
る
討
論
は
、
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
で
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の

io6
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マルクスのヒューマニズムの現代的意義

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
草
稿
や
レ
ー
ニ
ン
の
『哲
学
ノ
ー
ト
』
を
当
然
出
版
す
べ
き
出
版
社
や
大
学
出
版
部
に
、
私
が
そ
れ
ら
の
出
版
を
ひ
き 

受
け
て
も
ら
う
こ
と
は
大
へ
ん
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
私
は
、
私
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
自
由
』〔M

ay-sm

 and  Freedom
.  

1958)  
の
付
録
と
し
て
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
ら
二
つ
の
著
作
を
隠
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
で
さ
え
、 

そ
れ
ら
の
著
作
は
、
多
数
の
読
者
が
利
用
で
き
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
多
数
の
読
者 

を
得
、
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
、
雑
誌
に
お
い
て
広
く
関
心
を
よ
ぶ
に
い
た
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
ー
九
六
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・ 

フ
ロ
ム
は
、
『マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
』
の
な
か
に
、
『経
簟
・
哲
学
草
稿
』
の
飜
訳
を
収
録
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
と
同
様
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 
に
お
い
て
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
論
議
が
よ
う
や
く
に
し
て
具
体
的
な
あ
る
い
は
さ
し
せ
ま 

っ
た
段
階
に
ま
で
達
し
た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
書
の
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
い
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
者 

た
ち
が
ア
メ
リ
カ
の
立
ち
遅
れ
を
非
難
す
る
知
的
傲
慢
さ
は
特
別
の
根
拠
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
私
が
論
議
の
立
ち
遅
れ 

に
言
及
し
た
と
き
、
私
は
リ
ャ
ザ
ノ
フ
の
編
集
の
も
と
に
、
一
九
二
七
年
、
ロ
シ
ア
の
マ
ル
ク
ス"

エ
ン
ゲ
ル
ス
研
究
所
に
よ
っ
て
『経
済
学
・
哲 

学
草
稿
』
が
は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
そ
れ
ら
が
広
く 
一
般
の
注
目
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
ま
で
の
長
い
期
間
を
心
に
浮
か
べ
て 

い
る
の
で
あ
る
。

C /-X へ r-~\ へ16 15 14 13 12 11
J 7 7 J J 7

Joseph  schum
pefer、A

 Fs
ff1y OT Eco

s
om

zc  4s
ezJS2s  (〇xiora  Universify  -press》1954-

 

M
arxism

 and  Freedom

 
と
く
に Ch  
尹 V

 through  V
I
 
を
参
照
。

4

 C07lt:7ibutioto  -he  Critique  of  P

〇Heal  

(chaes  H.  Kerry  P
・
ー
ー
・  

Karl  M
arx"  poverty  &

 F
z

4so 3
風(Chicago:  Charles  K- KerrN15

 

『資
本
論
』
上
掲
邦
訳
書㈣

五
四
ペ
ー
ジ
〇

こPod  Znam
enem

 M
arxism

s:

マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
も
と
に
』)NO718/194

こ
の
号
に
収
め
ら
れ
て
い
る
面
値
の

法
則
に
関
す
る
決
定
的
な
論
文
は
、
「ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
経
済
学
の
教
育
」
と
い
う
表
題
で
私
が
飜
訳
を
お
こ
な
い
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
経 

済
学
の
新
改
訂
」
と
い
う
私
の
注
解
と
と
も
に
、
そ
の
論
文
は
スThe  Atne

3
can  Eco-nom

ic  Res
ezv

こ(Septem
ber1944)

に
発
表
さ 

れ
た
。
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
に
は
、
オ
ス
カ
ー
ニ
フ
ン
ゲ
教
授
、
レ
オ
ン
・
ロ
ギ
ン
教
授
、
ポ
ー
ル
・ A
 
・
バ
ラ
ン
教
授
等
が
参
加
し
、
同
誌
上
に 

お
い
て
一
年
間
続
い
た
。
そ
し
て
そ
の
論
争
の
最
後
に(
ー
九
四
五
年
九
月)
、
私
の
再
論
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
修
正
か
再
確
認
か
」
が
掲
載
さ
れ 

た
。

(
)
 

『資
本
論
』
上
掲
邦
訳
書㈠

一
四
四
ペ
ー
ジ
。

(
)
 
G.W.F
・ Hem

eL  zog(first  W
allace  translation"  Oxford  universv

 pres1892)

を
参
照
。
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(
19J 

KaN

 M

當
ブつ

konom
isc

デphilosophische  M
am

Lskri£

ジ 
邦
訳
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
へ
岩
波
文
庫
版)

ー
〇
五
ペ
ー 

ジ 
を
参
照
。

r~\ r~\ へ
24 23 22 21 20o o vy

『資
本
論
』
上
掲
邦
訳
書㈡

六
二
べ
—
ジ:

同
邦
訳
書
、㈠

ハ
五
ベ
ー
ジ
。

同
邦
訳
書
、㈡

九
五
・
へI

ジ
。
-

二 v
7
0

Fi-osom

份ueions  of  pkilosophy  No.  3/195
M
&
y
s
m
 and  m

ggm
oを

普
及
版 (New

 York:  Twayn
1964)

中
、
新
章
「毛
沢
東
の
挑
戦
」
を
参
照
。
レ
ー
ニ
ン
の

哲
学
に
お
け
る
棄
性
が
ス
タ
ー
リ
ン
の
一
党
独
裁
的
な
「哲
学
に
お
け
る
党
中
心
主
義
」
へ
と
毛
沢
東
の
場
合
と
同
様
に
歪
曲
さ
れ
た
点
に
関
す 

る
分
析
と
し
て
は
、
十
分
な
資
料
を
備
え
、
理
解
し
や
す
い
分
析
で
あ
る
。David  JoravskF  so-et

 M
arxism

 cm
d  Nacgral  sci

—  

encI9I7
—I932

 (New

 York:  Colum
bia  Urdversi

什 y  pres
1961)

を
参
照
。

(
)

ヘヘやN
M
Q

キ 
ー
九
五
九
年
二
月
六
日
号
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
英
語
訳
は
、
くThe  cayyen"  Digeqf  s
o
v
t
 Pyess

二 

ー 

九
五
九
年
六
月
三
日
号
に
掲
載
。

へ) 
M

・B
 :

、—
チ
ン
に
よ
る
こ
の
会
議
の
報
告
は:

く
〇
ミ
〇
电F

ミS
&

こN
。 •

一1953

所
収
。
同
会
議
の
別
の
報
告
に
つ
い
て 

隹
二 studies  in  soet  ThoughtNo,  4/1953  (Fribourswitzerland)

を
参
照
。

(
)
 RobeTuckephosophy  and  M

ythKa

片ヾX (Cam
bridge  University  press、

1961

(
)
 

George  Lichtheim
へ weern
 M

arxist:  Literature  195311963

£s
ミ0  
空
こ N

p
 5January

196  

匆)

『資
本
論
』
上
掲
邦
訳
書
田
三
四
七
ペ
ー
ジ
。
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ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

弁

証

法

ミ
ハ
イ
ロ 

・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
チ

M
ihailo  M

arkov・

は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
大
学
で
研
究
生
活 

を
送
っ
た
が
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
ー
九
四
一
—
四
五
年
の
あ
い
だ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
解 

放
戦
争
に
参
加
し
た
。
彼
は
、
ベ
ル
グ
ラL

ド
大
学
お
よ
び
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
学
位
を
取
得 

し
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、A

・J

・
エ
イ
ヤ
ー
の
も
と
で
研
究
し
、
「論
理
学
の
概
念
」を
学
位 

請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
。
ー
九
五
五
年
以
来
、
セ
ル
ビ
ア
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
教 

鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
、
現
在
哲
学•
社
会
学
部
長
を
勤
め
、
さ
ら
に
ベ
ル
グ
ラI

ド
の
ノ 
— 

リ
ッ
ト
書
店
発
行
の
「現
代
哲
学
叢
書
」を
編
集
し
て
い
る
。
主
要
著
書
と
し
て
は
、
『現
代 

論
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
』、
『意
味
の
弁
証
法
理
論
』
お
よ
び
『論
理
学
』
が
あ
る
。

I

」
思
う
に
現
代
哲
学
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
は
、
い
か
に
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
弁
証
法
的
な
哲
学
と
し
、
弁
証 

法
を
ヒ
ュ
ー
マ
-.
ス
テ
ィ'y
ク
な
方
法
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
す
べ
て
の
哲
学
的
な 

問
題
を
人
間
的
視
野
に
お
い
て
解
決
し
よ
う
と
努
め
る
哲
学
、
人
間
的
自
然
、
疎
外
、•
自
由
な
ど
の
人
間
学
的
な
問
題
ば
か
り
で
な
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く
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
論
的
・
認
識
論
的
・
価
値
論
的
な
問
題
を
も
含
む
哲
学
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
二 

ズ
ム
の
存
在
論
は
、
人
間
の
身
体
の
物
理
的
動
作
の
み
な
ら
ず
、
意
味
の
知
覚
、
理
論
の
構
築
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ
る
数
学
的
処
理
な 

ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
活
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
間
的
世
界
に
関
す
る
哲
学
的
理
論
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
認
識 

論
は
人
間
の
知
識
の
理
論
で
あ
る
。
論
理
学
は
、
た
ん
に
経
験
科
学
や
日
常
生
活
に
お
い
て
実
際
用
い
ら
れ
る
言
語
よ
り
は
る
か
に 

精
密
な
言
語
を
前
提
と
す
る
、
正
確
で
純
粋
に
形
式
化
さ
れ
た
思
考
の
研
究
の
み
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
論
理 

学
は
、
形
式
論
理
学
の
外
に
、
現
実
の
人
間
の
言
語
で
表
現
さ
れ
、
あ
い
ま
い
な
概
念
や
不
完
全
な
叙
述
の
も
と
に
な
さ
れ
る
思
考 

方
法
が
妥
当
性
を
も
っ
た
め
の
一
般
的
条
件
を
研
究
す
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
価
値
論
は
、
具
体
的
、
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
、
変 

化
し
う
る
価
値
の
理
論
で
あ
っ
て
、
あ
る
絶
対
的
、
超
越
論
的
な
理
想
と
規
範
の
理
論
で
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
哲
学
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
接
近
は
、
主
体
と
客
体
を
統
一
し
、
理
論
と
実
践
を
統
一
す
る
よ
う
な 

哲
学
的
方
法
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
方
法
で
あ
り
な
が
ら
歴
史
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
従
来
の
分
析
の
成
果
を
考
慮
に
入 

れ
る
と
い
う
点
で
綜
合
的
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
る
。
客
観
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ 

れ
は
人
間
的
な
価
値
と
実
践
的
な
利
害
に
対
し
て
実
証
主
義
者
の
よ
う
に
盲
目
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
足
す
る
哲
学
的
方 

法
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
多
く
の
支
持
者
は
、
彼
の
方
法
を
誤
解
し
、
そ
れ
を
、
個
別
科
学
、
な
か
で
も
自
然
科
学
に
よ
っ
て
証
拠
立
て
ら
れ 

る
完
結
し
た
方
法
論
、
「教
説
」
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
弁
証
法
は
、
第
一
に
、
直
接
に
革
命 

的
行
動
へ
の
道
を
指
し
示
す
社
会
批
判
の
武
器
で
あ
り
、
既
存
の
社
会
的
現
実
を
説
明
す
る
手
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
の 

行
動
的
、
革
命
的
特
質
が
再
認
識
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
人
間
的
な
課
題
に
適
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
エ
ズ
ム
の
哲
学
は
、
多
く
の
場
合
、
方
法
論
的
に
マ
ル
ク
ス
の
水
準
以
下
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
方
法
論
的
な
折 

衷
主
義
の
も
と
に
あ
り
、
人
間
の
課
題
に
対
し
て
は
抽
象
的
で
非
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
、
そ
し
て
時
に
は
、
方
法
論
的
問 

題
を
故
意
に
過
小
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
が
ス
タI

リ
ン
主
義
的
教
条
主
義
に
対
す
る
広
汎
な
反
抗
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、

IIO

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



使
用
さ
れ
る
支
離
滅
裂
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
実
例
の
独
断
的
な
選
択
、
そ
し
て
明
白
に
宣
伝
的
な
機
能
を
も
っ
た
、
ス
タ
ー
リ
ン 

主
義
時
代
の
「弁
証
法
的
唯
物
論
」
の
教
科
書
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
弁
証
法
の
教
条
的
形
態
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
は
、
現
代
の
進
歩
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
方
法
論
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
と
っ
て
か
わ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

n

マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
、
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
切
り
離
せ
な
い
。
彼
は
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の 

弁
証
法
は
、
た
と
え
「隠
さ
れ
た
、
不
明
確
な
、
神
秘
的
批
判
」
で
は
あ
っ
て
も
『精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
詳
細
に
説
か
れ
て
い 

る
よ
う
に
、
本
質
的
に
社
会
の
批
判
で
あ
る
と
し
た
。
神
秘
化
は
、
純
粋
に
抽
象
的
な
思
惟
か
ら
の
疎
外
と
し
て
、
人
間
的
疎
外
の 

す
べ
て
の
形̂

^

宗
教
、
富
、
国
家
権
力
、
政
治
、
法
律
、
市
民
生
活
！

の
う
ち
に
存
在
す
る
。
純
粋
に
抽
象
的
な
思
惟
か
ら 

の
疎
外
が
意
味
す
る
の
は
、
疎
外
の
止
揚
は
た
ん
に
思
惟
の
な
か
で
の
止
揚
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル 

の
弁
証
法
の
否
定
的
な
契
機
で
あ
る
。
積
極
的
な
契
機
は
、
「疎
外
の
止
揚
を
通
じ
て
対
象
的
本
質
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ 

い
て
の
、
疎
外
の
内
部
で
表
現
さ
れ
た
洞
察
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
さ
ら
に
述
べ
て
い
る
。
「そ
れ
は
、
人
間
の
現
実
的
な
対
象 

化
へ
の
疎
外
さ
れ
た
洞
察
、
さ
ら
に
対
象
的
世
界
の
疎
外
さ
れ
た
性
格
を
破
壊
し
、
そ
の
存
在
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
を
止
揚
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
対
象
的
本
質
を
現
実
的
に
獲
得
す
る
こ
と
へ
の
疎
外
さ
れ
た
洞
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
神
の
止
揚
と
し
て 

の
無
神
論
が
、
理
論
的
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
生
成
で
あ
り
、
私
有
財
産
の
止
揚
と
し
て
の
共
産
主
義
が
人
間
の
財
産
と
し
て
の
現
実 

的
な
人
間
的
生
活
の
擁
護
で
あ
り
、
実
践
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
生
成
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。」 

マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『精
神
現
象
学
』
の
な
か
に
発
見
し
た
も
の
は
、
彼
の
方
法
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
残
っ
た
。
弁
証 

法
は
、
ま
ず
第
一
に
批
判
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
は
概
念
の
批
判
で
は
な
く
て
、
現
実
の
社
会
関
係
の
批
判
で
あ
る
。
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ま
た
虚
構
的
で
神
秘
化
す
る
批
判
で
は
な
く
て
、
現
実
的
で
真
に
革
命
的
な
批
判
で
あ
る
。

唯
物
論
の
以
前
の
諸
形
態
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
主
要
な
批
判
は
、
そ
れ
ら
に
弁
証
法
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ヒ 

ュI

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
に
従
え
ば
、 

唯
物
論
は
現
実
を
観
照
の
対
象
と
見
な
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
「革
命
的
な
実
践
的•
批
判
的
活
動
」
の
重
要
性
を
無 

視
し
て
き
た
の
で
あ
る(
第
一
テ
ー
ぜ)
。
か
か
る
活
動
に
よ
っ
て
人
間
は
彼
の
思
考
の
結
果
の
真
理
性
を
証
明
し(
第
二
テ
ー
ゼ)
、 

そ
し
て
彼
が
そ
の
産
物
で
あ
る
環
境
を
変
革
す
る
の
で
あ
る(
第
三
テ
ー
ゼ)
。
こ
の
変
革
の
本
質
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち 

人
間
は
世
界
を
そ
の
す
べ
て
の
矛
盾
に
お
い
て
把
握
し
、
世
界
を
理
論
的
に
批
判
し
、
そ
し
て
、
そ
の
本
質
的
矛
盾
を
除
去
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
に
世
界
を
と
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る(
第
四
テ
ー
ゼ)
。
哲
学
的
批
判
は
、
各
個 

人
の
抽
象
的
な
所
有
物
と
し
て
理
解
さ
れ
た
人
間
的
本
質
を
批
判
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
っ
と
具
体
的
に
、
哲
学
的
批
判 

は
現
実
の
人
間
的
本
質!

そ
れ
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
で
あ
る
——

に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈第
六
テ
ー
ゼ)
。 

こ
れ
は
弁
証
法
的
方
法
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
計
画
と
を
示
唆
し
た
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
『資
本
論
』
が
実
現 

し
た
。
こ
の
書
の
よ
く
知
ら
れ
た
第
二
版
の
あ
と
が
き
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
が
弁
証
法
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
た
か
を 

明
白
に
述
べ
て
い
る
。

「そ
の
神
秘
化
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
、
弁
証
法
は
ド
イ
ツ
の
流
行
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
現
実
を
神
々
し
く 

す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
合
理
的
な
形
態
に
お
い
て
は
、
弁
証
法
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
そ
の
理
論
的
代
弁
者 

た
ち
に
怒
り
と
恐
怖
を
ひ
き
起
こ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
証
法
は
現
存
の
事
態
の
肯
定
的
な
理
解
に
満
足
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ 

れ
は
、
ま
た
現
存
の
事
態
の
否
定
と
必
然
的
な
崩
壊
の
理
解
を
導
く
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
、
そ
の
運
動
に 

お
い
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
変
化
に
お
い
て
把
握
す
る
か
ら
で
あ
り
、
何
も
の
を
も
恐
れ
ず
、
本
質
的
に
批
判
的
か
つ
革
命
的
で 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ー
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ヒューマニズムと弁証法

m

マ
ル
ク
ス
以
後
、
弁
証
法
は
お
も
に
方
法
に
関
す
る
抽
象
的
原
理
、
既
成
の
公
式
の
束
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
増 

大
し
つ
づ
け
る
数
多
く
の
科
学
の
成
果
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
神
聖
に
し
て
不
変
の
部
分
で
あ 

っ
た
。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
弁
証
法
は
、
疎
外
さ
れ
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
を
果
た
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
生
涯
を
始
め
た
。 

し
か
し
こ
の
こ
と
は
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び
労
働
運
動
が
、
巨
大
な
組
織
と
な
る
や
、
そ
れ
は
最
低
限
度
の
イ 

デ
ォP
ギ
ー
的
統
一
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
世
界
観
を
固
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(
こ
の
世 

界
観
は
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
た
だ
マ
ル
ク
ス
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い)
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
お
よ
び
方 

法
論
的
原
理
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
け
っ
し
て
支
持
し
な
い
よ
う
な
、
完
全
で
、
固
定
し
た
形
式
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 

か
っ
た
。

た
と
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
根
本
的
な
要
素
の
一
つ
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大 

な
理
論
と
同
様
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
科
学
的
研
究
の
対
象
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
の
方
法
論
へ
の
変
形|

政
治
的
お
よ
び
科
学
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た!
—

は
別
と
し
て
、
人
間
的
現
実
に
批
判
的
に
注 

意
を
向
け
る
、
具
体
的
で
生
き
生
き
と
し
た
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
の
よ
り
以
上
の
発
展
は
当
然
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か 

か
る
期
待
は
、
マ
ル
ク
ス
の
初
め
の
構
想
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
マ
ル
ク
ス
の
死
後
八
十
年
の
あ
い
だ
に
、
現
実
も
、 

現
実
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
も
変
化
し
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
方
法
と
そ
の
方
法
を
適
用
し
う
る
理
論
的
問
題
と
は
相
互
に 

依
存
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
方
法
の
適
用
は
、
方
法
の
自
己
展
開
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
発
展
は
、
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
る
。 

⑴
 

弁
証
法
は
、
こ
れ
を
非
科
学
的
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
り
、
神
秘
化
す
る
も
の
で
あ
る
等
と
称
す
る
ブ
ル
ジ"
・
ア
・
イ
デ
ォ
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P
I

ダ
た
ち
に
と
っ
て
つ
ね
に
絶
好
の
攻
撃
目
標
で
あ
っ
た
。
『反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
お
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
す
で
に
、
へ 

—
ゲ
ル
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
「
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
唯
物
論
的
な
方
法
で
解
釈
さ
れ
た
」
弁
証
法
的
過
程
の
法
則
を
科
学
的
事
実 

が
立
証
す
る
か
、
あ
る
い
は
論
破
す
る
か
と
い
う
中
心
的
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
弁
証
法
の
性
格
の
問
題
は
、 

そ
の
自
己
発
展
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
防
衛
の
観
点
か
ら
、
一
面
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

⑵
 

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
指
導
さ
れ
た
右
翼
社
会
民
主
主
義
者
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
の
革
命
の
理
論
と
社
会
主
義
の
最
終
目
標 

を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
の
残
り
か
す
」
と
し
て
捨
て
た
の
と
同
じ
理
由
で
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
「弁
証
法
的
足
場
」
を
拒
絶
し
た
。 

資
本
主
義
の
現
実
に
対
す
る
日
和
見
主
義
的
態
度
は
、
こ
の
現
実
の
根
本
的
な
変
革
に
向
け
ら
れ
た
方
法
と
は
和
解
し
が
た
か
っ
た 

の
で
あ
る
。
ま
た
日
和
見
主
義
者
た
ち
は
、
科
学
を
利
用
す
る
道
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
弁
証
法
を
守
る
た
め
で
は
な
く 

て
、
論
駁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
進
化
の
理
論
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
歴
史
に
お
い
て
飛
躍
は
存
在
せ
ず
、
革
命
の
概
念
は
非
科
学 

的
で
あ
り
、
社
会
に
お
け
る
進
歩
は
た
だ
小
さ
な
変
更
や
立
法
上
の
改
革
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ど
う
反
応
し
た
か
。
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
と
方
法
を
新
し
い
局
面
に
お
け
る
諸 

条
件
に
即
し
て
発
展
さ
せ
る
か
わ
り
に
、
た
だ
マ
ル
ク
ス
へ
の
忠
誠
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

⑶
 

社
会
主
義
革
命
が
は
じ
め
て
成
功
し
た
の
は
、
相
対
的
に
後
進
的
な
諸
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
革
命
は
人
間
関
係
の
問
題 

に
焦
点
を
あ
て
る
よ
り
も
、
技
術
の
発
展
と
急
速
な
工
業
化
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
石
炭
と
鉄
鋼
の
問
題
が
人
間
の 

問
題
を
背
後
に
押
し
や
っ
た
。
共
産
主
義
は
、
多
く
は
富
め
る
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
、
「各
人
の
自
由
な
発
展
が
、
全
員
の
自
由 

な
発
展
の
条
件
で
あ
る
」
(
『共
産
党
宣
言
』)

よ
う
な
人
間
的
で
民
主
的
な
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。 

⑷
 

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
と
っ
て
政
治
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
「労
働
者
の
革
命
の
第
一
段
階
」(
『共
産
党 

宣
言
』)

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
革
命
の
概
念
の
内
容
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
打
倒
と
社
会
主
義
国
家
の
創
建
を 

意
味
す
る
も
の
と
解
し
た
。
続
く
べ
き
も
の
は
新
し
い
社
会
の
建
設
で
あ
る
。
「現
存
の
状
態
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
の 

事
態
の
否
定
と
必
然
的
な
崩
壊
を
理
解
す
る
方
法
」
は
、
建
設
の
途
上
で
は
い
か
な
る
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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も
し
革
命
と
い
う
も
の
が
古
い
社
会
構
成
や
新
た
に
生
ま
れ
た
暫
定
的
な
社
会
秩
序(
た
と
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
支
配) 

さ
え
も
の
り
越
え
て
ゆ
く
社
会
と
時
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
具
体
的
・
批
判
的
方
法
は
、
革
命
的
な
思
想
に
と
っ
て
っ 

ね
に
必
要
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
現
存
社
会
の
本
質
的
な
欠
陥
を
見
き
わ
め
、
こ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
進
歩
的
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
公
の
社
会
批
判
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
実 

質
的
に
そ
の
よ
う
な
批
判
を
意
味
す
る
哲
学
的
方
法
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
神
聖
な
権
威
の
存
在
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
「何
も 

の
を
も
恐
れ
ぬ
」
方
法
は
お
そ
ら
く
生
き
の
び
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
官
僚
主
義
が
必
要
と
す
る
の
は
言
訳
で
あ
っ
て
批
判
で
は
な
い
。 

官
僚
主
義
は
そ
の
哲
学
者
た
ち
に
、
彼
ら
の
批
判
的•
革
命
的
な
熱
意
を
外
部
の
資
本
主
義
と
い
う
敵
に
向
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
。 

社
会
主
義
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
分
野
で
の
成
長
が
期
待
で
き
る
。
す
な
わ
ち
物
質
的
資
産
や
文
化
の
成
長
、
あ
る
い
は
も
ろ
も 

ろ
の
社
会
層
の
統
一
の
成
長
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
否
定
的
な
も
の
が
す
べ
て
、
た
ん
に
「人
民
の
頭
の
な
か
に
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ 

ァ
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
意
識
の
残
存
物
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
新
し
い
矛
盾
が
社
会
主
義
の
発
展
過
程
で
生
ず
る 

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
、
通
常
弁
証
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
行
動
の
指
針
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
こ
れ
は
、
過
去
の
政
治
的
諸
観
念
や
諸
決
定
を
、
あ
と
か
ら
合
理
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、 

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
が
、
弁
証
法
の
中
心
原
理!

否
定
の
否
定
と
い
う
原
理
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
証
法
を
全
体
と
し 

て
否
定
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
弁
証
法
的
用
語
の
使
用
は
、
方
法
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う
な
幻
想
を
生
み
だ
し
た
。
さ
ら
に
、 

形
式
化
し
堕
落
し
た
弁
証
法
は
、
社
会
主
義
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
合
理
的
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
るC

IV

マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
枠
の
内
と
外
で
、
過
去
十
年
の
あ
い
だ
に
発
展
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に

工巧
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対̂
-
る
大
規
模
な
反
抗
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
闘
争
的
・
論
争
的
性
格
を
与
え
る
と
と
も
に
、
い
く 

つ
か
の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

一
つ
の
権
威(
ス
タt

リ
ン)

を
打
ち
破
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
、
よ
り
偉
大
な
権
威(
マ
ル
ク
ス)

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

適
切
に
選
択
さ
れ
た
引
用
文
に
よ
っ
て
証
明
を
進
め
る
ス
コ
ラ
的
な
哲
学
が
、
別
の
「よ
り
よ
い
」
引
用
文
に
よ
る
註
解
や
説
明
に 

よ
っ
て
論
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
践
的
目
的
に
と
っ
て
、
し
ば
し
ば
非
常
に
有
効
で
あ
る
し
、
マ
ル
ク
ス
の
学
説 

の
最
も
価
値
の
あ
る
部
分
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
要
素
が
彼
の
敵
や
彼
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
る
こ
と
か
ら
救
う 

た
め
に
理
論
的
に
必
要
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
れ
か
の
思
想
を
再
考
す
る
こ
と
は
、
弁
証
法
論
者
が
求
め
る
べ
き
、
あ 

の
具
体
性
に
対
す
る
遠
吠
え
に
す
ぎ
な
い
。

、
さ
ら
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
実
証
主
義
へ
の
反
動
か
ら
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
往
々
に
し
て
反
科
学
的
な
態
度
を
と
る
。 

科
学
を
誤
用
し
、
自
己
の
教
説
の
た
め
に
擬
似
科
学
的
な
形
式
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
、
ス
タI

リ
ン
主
義
的
教
条
主
義
に
典
型
的 

な
態
度
で
あ
っ
た
。
党
の
路
線
は
、
現
存
す
る
現
実
を
「科
学
的
」
に
検
討
し
、
社
会
的
必
要
を
正
確
に
表
現
し
た
成
果
と
し
て
提 

示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
竟
大
会
の
決
定
と
党
機
関
の
主
張
は
社
会
科
学
者
の
仕
事
の
出
発
点
で
あ
っ
たQ

そ
れ
は 

完
全
な
逆
説
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
社
会
が
一
方
で
は
、
ま
っ
た
く
誤
り
が
あ
り
え
な
い
ほ
ど
合
理
的•
科
学
的
に
社
会
的 

必
要
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
重
要
な
決
定
が
導
か
れ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
社
会
が
他
方
で
は
、
固
有
な
意
味 

で
の
社
会
科
学
、
す
な
わ
ち
社
会
構
造
、
権
力
中
枢
、
国
内
の
緊
張
と
闘
争
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
の
生
き
方
、
生
活
態 

度
、
道
徳
な
ど
を
客
観
的•
批
判
的•
経
験
的
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
数
人
の
指
導
者
の
気
ま
ぐ
れ
な
決
定
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ 

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
科
学
が
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
現
存
の
社
会
秩
序
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ 

う
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
事
実
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
が
科
学
を
取
り
除
く
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
科
学
的
成
果
が 

哲
学
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
決
定
論
の
教
説
が
し
ば
し
ば
最
も
不
合
理
な
失
策
や
、
非
人
間
的
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な
不
正
を
合
理
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
社
会
変
革
の
一
般
的
傾
向
や
、
歴
史
的
行
動
の
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性 

に
必
然
的
な
限
界
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
た
い
。

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
科
学
の
誤
用
を
真
に
止
揚
す
る
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
の
枠
組
の
な
か
に
お
い
て
科
学
的
成
果
を 

広
汎
饪
統
合
す
る
こ
と
に•
よ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
科
学
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
知
識
ほ
ど
客
観
的
で
信
頼
で
き 

る
知
識
は
ほ
か
に
な
い
。
存
在
し
て
き
た
、
存
在
す
る
、
そ
し
て
近
い
未
来
に
多
分
起
こ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
べ
て
、
科
学
的
方 

法
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
う
る
。
科
学
の
み
が
、
出
来
事
の
未
来
の
ユ
ー
ス
を
そ
の
実
際
的
な
可
能
性
に
お
い
て
、
ま
た
さ
ま 

ざ
ま
な
変
化
を
近
似
的
な
蓋
然
性
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
の
ど
れ
を
わ
れ
わ
れ 

が
選
ぶ
こ
と
に
な
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
人
間
的
必
要
や
、
ま
た
、
い
か
な
る
種
類
の
人
生
や
社
会
が
人
間
に
と
っ
て
よ. 

い
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
に
依
存
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
価
値
は
、
わ
れ
わ
れ
の
探
求
の
進
行
に
影
響
を 

与
え
、-.
そ
し
て
、
科
学
的
事
実
や
法
則
と
は
何
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
さ
え
す
る
」。
こ 

の
点
ま
で
は
、
い
か
な
る
純
粋
な
科
学
も
純
粋
な
知
識
も
お
よ
ぶ
こ
と
は
な
い
。
他
方
、
目
的
と
価
値
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
選
択 

が
現
実
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
選
択
は
知
識
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
社
会
が
い
か
な
る
も
の 

で
あ
る
ペ
リ
か
を
合
理
的
に
決
定
す
る
た
め
に
は
、
人
間
と
社
会
が
現
実
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
可
能
な
限 

り
最
も
信
頼
し
う
る
報
告
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
こ
の
よ
う
な
事
実
と
規
範
、
知
識
と
価
値
、
現
実
と
理
想
、
科
学
と
哲
学
の
弁
証
法
は
、
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
お
い 

て
、
し
ば
し
ば
無
視
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
考
察
に
特
有
の
弱
点
は
、
人
間
の
自
由
と
い
う
大
問
題
の
扱
い
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ 

の
相
互
に
排
除
し
あ
う
命
題
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
し
ば
し
ば
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
一
方
は
、
へ 

—
ゲ
ル
の
よ
く
知
ら
れ
た
「自
由
と
は
必
然
性
の
洞
察
で
あ
る
」
と
い
う
公
式
を
通
俗
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
自
由
と
は
絶 

対
的
か
つ
分
割
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
弁
証
法
的
見
地
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
い
ず
れ
も
成
立
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し
な
い
。
ひ
と
た
び
必
然
性
が
、
人
間
の
行
動
か
ら
独
立
に
存
在
し
、
独
特
な
仕
方
で
社
会
過
程
の
結
果
を
決
定
す
る
一
連
の
法
則 

と
し
て
、
厳
格
な
や
り
方
で
把
握
さ
れ
れ
ば
、
か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
自
由
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
す
べ
て
言
葉
の
遊
戯
と 

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

反
対
の
議
論
も
同
じ
結
果
に
な
る
。
い
か
な
る
限
定(
人
間
の
存
在
論
的
構
造
の
本
質
的
要
素
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
確
実
な
存 

在
の
条
件
と
し
て
の)

も
な
し
に
、
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
詩
と
し
て
は
意
味
を
な
す
で
あ
ろ
う
〇
あ
る
い
は
、 

い
ま
だ
に
基
本
的
な
人
間
の
諸
権
利
の
圧
迫
や
否
定
が
非
常
に
大
き
く
、
奴
隸
制
の
隠
さ
れ
た
形
態
が
非
常
に
多
く
存
在
し
て
い
る 

世
界
に
対
す
る
絶
対
的
な
批
判
と
し
て
、
何
ら
か
の
実
践
的
な
価
値
を
も
ち
さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
「自 

由
へ
の
頌
歌
」
の
大
部
分
は
、
認
識
的
価
値
に
お
い
て
は
む
し
ろ
無
意
味
で
あ
る
。
ま
じ
め
な
考
察
の
上
に
立
て
ば
、
自
由
と
は
、 

一
連
の
条
件
の
も
と
で
の
み
限
定
さ
れ
た
何
か
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
人
の
人
間
は
あ
る
目
標
の
実
現
に
向
っ
て 

行
動
し
て
い
る
と
き
自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
合
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。⑴

彼
の
環
境
の
な 

か
に
、
与
え
ら
れ
た
仕
方
で
行
動
す
る
よ
う
強
制
す
る
も
の
が
何
も
な
い
場
合
、⑵

目
標
が
客
観
的
可
能
性
を
も
っ
こ
と
、
す
な
わ 

ち
現
存
す
る
物
理
的
お
よ
び
社
会
的
法
則
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
、⑶

与
え
ら
れ
た
目
標
の
実
現
の
た
め
に
、 

適
当
な
手
段
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
、。⑷

問
題
と
な
っ
て
い
る
当
人
が
、
以
上
の
三
つ
の
条
件
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、⑸

彼
の
目 

標
が
彼
に
と
っ
て
実
際
に
価
値
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
目
標
が
彼
の
真
の
必
要
の
一
つ
に
一
致
し
て
お
り
、
彼
が
そ
の
こ 

と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
、⑥

彼
の
必
要
が
た
ん
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
影
響
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
、
彼
は
外
的
な
影
響
に
つ
い 

て
批
判
的
に
反
省
し
た
上
で
、
こ
れ
を
彼
の
人
格
の
一
部
と
し
て
受
け
い
れ
る
こ
と
。

い
か
に
こ
れ
が
大
ま
か
で
不
完
全
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
種
の
分
析
は
自
由
の
概
念
の
相
対
性
を
示
し
て
い
る
。
概
念
が
引
き
合
い 

に
出
す
現
実
は
、
数
多
く
の
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
な
要
素
を
条
件
と
し
て
い
る
。
実
際
、
弁
証
法
的
思
考
の
本
質
的
な
特
徴
は
、 

確
か
め
う
る
諸
条
件
の
全
体
系
に
関
し
て
の
み
、
お
の
お
の
の
術
語
が
限
定
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

他
の
数
多
く
の
論
点
に
お
い
て
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
教
条
主
義
に
対
す
る
反
対
の
極
を
表
わ
す
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
解
決
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が
、
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
か
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
あ
い
だ
で
は
、
人
間
一
般
を
語
る
こ
と
の
意
味
を
否
定
す 

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
時
代
に
お
い
て
、.
一
定
の
階
級
に
属
す
る
人
間
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
正
当
で 

あ
っ
た
。
こ
ん
に
ち
で
は
、
多
く
の
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ぬ
若
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
人
間
学
的
な
問
題
を
討
論
し
、
(
よ
い
意
味 

で)

人
間
一
般
の
概
念
を
仮
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
討
論
の
価
値
が
、
必
ず
し
も
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。 

欠
陥
は
、
あ
ま
り
に
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
概
念
の
使
用
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
も 

の
と
し
て
の
哲
学
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
限
界
を
も
た
な
い
。
問
題
は
、
概
念
が
い
か
に
使
用
さ
れ
た
か
、
そ
れ
ら
の
概
念
に
よ
つ 

て
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
経
験
的
内
容
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
的
普
遍
性
と
具
体
的
普
遍
性
の
あ
い 

だ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
区
別
が
、
こ
こ
で
は
適
切
で
あ
る
。
抽
象
的
と
い
う
意
味
は
、
そ
の
意
味
が
表
示
さ
れ
た
対
象
の
二
、
三
の
共
通 

の
特
徴
に
よ
っ
て
の
み
っ
く
ら
れ
る
一
般
的
な
術
語
に
帰
せ
ら
れ
る
。
具
体
的
と
い
う
意
味
は
、
表
示
さ
れ
た
対
象
の
共
通
の
特
徴 

の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
特
有
で
、
個
別
的
で
さ
え
あ
る
特
質
を
も
包
含
す
る
豊
富
な
意
味
を
も
つ
一
般
的
な
術
語
に
帰
せ
ら
れ
る
。 

経
験
と
知
識
の
増
大
は
一
般
的
概
念
の
豊
富
化
と
、
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
の
変
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に
最 

大
限
に
有
効
な
具
体
性
へ
の
弁
証
法
的
要
求
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
人
間
的
本
質
、
人
間
的
自
然
、
人
間
と
い
う
類
的
存
在
、
疎
外 

等
々
の
よ
う
な
概
念
を
使
用
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
論
が
満
足
し
う
る
も
の
と
な
る
に
は
、
社
会
学
、
心
理
学
、
そ
の
他
の
適 

切
な
科
学
的
デ
ー
タ
を
考
慮
し
た
り
、
同
時
代
の
社
会
に
お
け
る
人
間
生
活
に
特
有
の
諸
条
件
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ヒ
ュ
ー
マ
二
ズ
ム
か
ら
な
さ
れ
る
一
面
的
な
批
判
の
好
例
は
、
人
間
生
活
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
急
速
な
進
歩
の
成
果
、
社 

会
に
お
け
る
計
画
の
役
割
、
未
来
の
社
会
目
的
の
重
要
性
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
の
取
り
扱
い
方
で
あ
る
。•
社
会
主
義
に
お
け
る
官 

僚
主
義
は
、
物
質
的
生
産
の
全
領
域
に
お
い
て
、
教
育
と
文
化
に
お
い
て
さ
え
、
厳
格
な
計
画
を
強
要
し
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
の
官 

僚
主
義
は
、
工
業
の
進
歩
を
、
あ
ま
り
に
強
調
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
社
会
に
関
す
る
独
創
的
な
概
念
が
、
豊 

か
な
社
会
の
観
念
へ
と
変
ぜ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
不
毛
に
さ
れ
た
理
想
が
未
来
の
目
標
と
し
て
大
衆
に
押
し
つ
け
ら 

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
現
在
に
お
い
て
最
も
深
刻
な
犠
牲
を
要
求
す
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
—
は
い
ま
や
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
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者
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
拒
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
——

厳
格
な
計
画
性
は
、
す
べ
て
の
個
人
的
な
自
発
性
を
阻
害
し
、
労
働
者
を
、
新
し
い
社
会
集
団
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
人
間
の
地 

位
に
放
置
す
る
。

工
業
の
急
速
な
進
歩
が
、
す
べ
て
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る
道
で
は
な
い
。
実
際
、
物
質
的
な
貧
困
と
未
発
達
を
征
服
す
る
あ
い 

だ
に
、
こ
の
進
歩
は
、
発
達
し
た
資
本
主
義
国
に
お
け
る
も
の
に
類
似
し
た
疎
外
と
非
人
間
化
の
形
態
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

次
の
世
代
の
た
め
に
、
一
つ
の
世
代
が
犠
牲
を
払
う
こ
と
は
、
と
く
に
、
そ
の
世
代
の
支
配
者
が
彼
ら
自
身
を
犠
牲
す
る
の
で
な 

い
な
ら
ば
、
支
配
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
幾
人
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
者
は
、
そ
の
批
判
に
お
い
て
、
反
対
の
極
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す 

な
わ
ち-
-

彼
ら
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
も
個
人
的
生
活
に
お
い
て
も
、
厳
格
な
計
画
性
の
み
な
ら
ず
、
い
か
な
る
合
理
的
な
計
画
を
も
拒 

否
し
て
き
た
。
彼
ら
は
、
真
に
創
造
的
な
活
動
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
が
従
っ
て
き
た
す
べ
て
の
古
い
図
式
か
ら
自
由
で
あ
る
と
宣 

言
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
芸
術
的
創
狂
枳
に
と
っ
て
さ
え
真
で
は
な
い
。
一
曲
の
音
楽
、
詩
、
あ
る
い
は
バ
レ
ー
に
は
、
多
か
れ
少 

な
か
れ
、
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
た
固
定
し
た
形
式(
フ
ー
ガ
、
ソ
ネ
ッ
ト
、
よ
く
知
ら
れ
た
舞
踊
の
振
り
つ
け)

が
あ
る
と
い
う
事 

実
は
、
け
っ
し
て
そ
の
創
造
的
な
価
値
を
減
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
物
質
的
生
産
と
そ
の
他
の
社
会
生
活
の
諸
形
態
に
お
い
て
、 

現
代
社
会
主
義
が
直
面
し
て
い
る
最
も
大
き
な
問
題
の
一
つ
は
、
中
枢
の
真
に
民
主
主
義
的
な
、
代
表
機
関
に
よ
る
柔
軟
な
計
画
性 

が
自
己
管
理
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
組
織
を
い
か
に
し
て
建
設
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
矛
盾
し
て
い 

る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
単
純
な
思
考
法
を
好
み
、
集
中
制
と
非
集
中
化
の
あ
い
だ
の
矛
盾
の
一
つ
の
側
面
に
う 

ま
く
対
処
で
き
な
い
ひ
と
び
と
は
、
た
だ
ち
に
他
の
側
面
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
(
弁
証
法
的
な)

解
決
は
、 

両
者
を
和
解
し
、
相
互
に
正
当
化
し
う
る
よ
う
に
、
両
者
を
変
形
す
る
点
に
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
二
、
三
十
年
の
社
会 

主
義
国
家
の
経
験
は
、
一
方
で
、
自
由
と
個
人
お
よ
び
小
さ
な
社
会
集
団
の
自
発
性
を
、
他
方
で
、
全
体
と
し
て
の
組
織
の
合
理
性
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を
、
両
方
と
も
保
障
す
る
に
は
こ
の
方
法
以
外
に
い
か
な
る
道
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

現
存
す
る
科
学
技
術
礼
讃
に
対
し
て
批
判
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
屋
た
ち
は
、
科
学
技
術
一
般
に
対
し
て
も
や
た
ら
と
反
抗
し
て
き 

た
。
彼
ら
が
非
難
す
る
も
の
は
、
第
一
に
科
学
技
術
の
多
く
の
誤
用
、
科
学
技
術
の
非
人
間
的
な
副
産
物
で
は
な
く
て
、
形
而
上
学 

的
実
在
、
現
代
の
人
類
の
存
在
論
的
な
構
造
と
し
て
の
科
学
技
術
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
面
的
で
非
現
実
的
な
態
度
は
、
テ
ク 

ノ
ロ
ジ
ー
の
用
具
的
性
質
と
、
科
学
技
術
が
現
代
社
会
に
お
い
て
演
ず
る
別
々
の
敵
対
的
で
さ
え
あ
る
諸
機
能
の
複
数
性
と
を
無
視 

し
て
い
る
。
科
学
技
術
は
、
人
間
を
自
然
諸
力
か
ら
解
放
す
る
が
、
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
、
人
間
を
彼
自
身
の
産
物
の
奴
隸
に
す 

る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
物
質
的
貧
困
を
除
く
が
、
時
に
は
、
人
間
の
精
神
的
貧
困
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
、 

物
質
的
財
貨
の
豊
富
さ
と
と
も
に
所
有
と
消
費
へ
の
強
い
衝
動
を
も
創
出
す
る
。
そ
れ
は
、
前
例
の
な
い
大
量
の
規
模
で
、
文
化
的 

成
長
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
安
価
な
文
化
的
代
用
物
を
準
備
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
の
ど
ち 

ら
か
一
方
の
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
る
か
わ
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
そ
れ
ら
の
全
体
に
お
い
て
、
し
か
も
与
え
ら
れ 

た
特
殊
な
条
件(
た
と
え
ば
、
科
学
技
術
へ
の
態
度
は
、
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た
国
に
お
い
て
と
後
進
国
に
お
い
て
と
は
別
で
あ
る 

に
違
い
な
い)

の
も
と
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

全
体
的
な
批
判
の
要
点
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
の
合
理
的
な
制
御
、
科
学
技
術
の
否
定
的
で
非
人
間
的
な
結
果
の
実
践
的
な
廃
棄 

へ
の
要
求
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
科
学
技
術
は
目
的
そ
の
も
の
で
な
く
、
人
間
の
解
放
と
発
展
の
重
要
な
手
段
と 

し
て
、
自
己
の
属
す
べ
き
位
置
に
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

幾
人
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
者
は
、
目
的
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
し
ば
し
ば
空
想
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
目
的 

と
い
う
の
は
彼
ら
の
方
法
、
と
く
に
彼
ら
の
反
科
学
的
な
態
度
の
結
果
で
あ
り
、
客
観
的
な
知
識
に
も
と
づ
い
た
予
測
よ
り
純
粋
に 

思
弁
的
な
黴
し
を
選
ん
だ.
結
果
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
人
間
が
す
べ
て
の
矛
盾
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
疎
外
か
ら
自
由
な
も
の
と 

し
て
、
つ
ね
に
愛
し
、
遊
び
、
そ
し
て
自
然
を
享
受
す
る
安
易
な
創
造
物
で
あ
る
よ
う
な
未
来
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な 

が
ら
、
成
功
し
た
社
会
革
命
を
経
験
し
、
新
し
い
世
界
を
建
設
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
国
の
歴
史
は
、
未
来
の
そ
の
よ
う
な
超
楽
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観
的
な
見
通
し
を
確
証
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
疎
外
の
最
も
露
骨
な
形
態
の
い
く
つ
か
は
多
か
れ
少
な
か
れ
廃
止 

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
は
残
存
し
て
お
り
、
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
が
、
と
く
に
、
巨
大
な
権
力
の
新
し
い 

中
心
の
創
出
に
関
連
し
て
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
形
態
は
、
も
は
や
資
本
主
義
に
お
け
る
ご
と
く
経
済
的
な
富
に
も 

と
づ
く
の
で
は
な
く
、
無
制
限
な
政
治
の
権
威
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
社
会
主
義
国
に
お
け
る
国
家
と
政
治 

的
組
織
は
、
そ
の
権
力
の
増
大
と
と
も
に
、
民
族
的
段
階•
国
際
的
段
階
に
お
け
る
新
し
い
種
類
の
社
会
的
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
官 

僚
主
義
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
政
治
的
抑
圧
の
新
し
い
形
態
、
生
産
手
段
を
所
宿
し
な
く
て
も
剰
余
生
産
物
を
奪
い
と
る
新
し
い
方 

法
、・
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
あ
い
だ
の
新
し
い
緊
張
、
社
会
主
義
陣
営
内
部
に
お
け
る
民
族
間
、
国
家
間
の
新
し
い
闘
争
等
々
を
も
た 

ら
し
て
き
た
。
社
会
進
歩
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
予
見
し
う
る
未
来
が
人
間
の
変
形
と
品
位
低
下
の
旧
い
形
態
の
完 

全
な
排
除
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
新
た
な
闘
争
と
矛
盾
を
導
入
す
る
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
世
界
の
歴
史
的
舞
台
に
お
い
て
、
人
間
の
存
在
の
本
質
的
な
問
題
を
た
ん
に
集
中
的
に
保
持
し
、
つ
ね
に
方
向
の
観 

念
を
与
え
、
与
え
ら
れ
た
社
会
に
お
い
て
、
自
由
で
豊
か
な
人
間
生
活
の
最
適
の
可
能
条
件
を
実
現
す
る
こ
と
を
助
け
る
で
あ
ろ
う 

よ
う
な
哲
学
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
積
極
的
な
知
識
を
増
大
す
る
方
法
ば
か
り
で
は
な
く
こ
れ
を
批
判
す
る
方
法
を
も
た 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
各
時
代
に
お
け
る
人
間
の
条
件
の
主
要
な
矛
盾
、
と
く
に
、
創
造
的
な
実
践
的
行
動
に
よ
っ
て
と
つ 

て
か
わ
ら
れ
る
べ
き
否
定
的
側
面
に
光
を
あ
て
、
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
理
念
の
実
現
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に 

し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
と
弁
瞿
的
方
法
は
、
相
互
に
他
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔幸
津
国
生
訳
〕 

cl) 
K
a
aM

arx、
〇konom

isch&wosoiM
sche  M

am
lskr&te一

邦
訳
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』®
衣
波
文
庫
版
〉
一
二
六
ペI
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ガ

ン

ジ
I

-
-

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

ト

に

し

て

社

会

主

義

者

ナ
ー
マ
ル
・
ク
マ
ー
ル
・
ボ
ー
ス 

Nirm
al  Kum

ar  Bose

は
、
ベ
ン
ガ
ル
百
科
事
典
の
編
集
者
で
あ
る
。
ー
九
四
六
年 

か
ら
四
七
年
ま
で
ガ
ン
ジ
ー
の
秘
書
を
勤
め
、
そ
の
抵
抗
運
動
に
参
加
し
て
何
度
か
投
獄
さ 

れ
た
。
こ
の
偉
大
な
指
導
者
に
つ
い
て
ボ
ー
ス
は
数
冊
の
著
作
を
書
い
て
い
る
—I

『ガ
ン 

ジ
ー
主
義
の
研
究
』
『ガ
ン
ジ
ー
選
集
か
ら
の
抜
粋
』
『ガ
ン
ジ
ー
と
と
も
に
過
ご
し
た
日 

日
』
な
ど
。
ボ
ー
ス
は
ま
た
人
類
学
者
で
も
あ
る
。
ー
九
〇
一
年
生
ま
れ
、
カ
ル
カ
ッ
タ
大 

学
に
学
び
、
ー
九
三
〇
年
か
ら
五
七
年
ま
で
こ
こ
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
の
ち
数
年
間
を
シ
カ 

ゴ
大
学
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
過
ご
し
、
そ
の
後
カ
ル
カ
ッ
タ
の
イ
ン
ド
博
物
館
に
も 

ど
っ
て
イ
ン
ド
の
人
類
学
研
究
を
指
導
し
て
い
る
。

ま
え
が
き

現
代
に
あ
っ
て
人
類
の
直
面
し
て
い
る
最
も
重
要
な
問
題
は
、
戦
争
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
、
国
家
間
の
紛
争
を
平
和 

的
に
解
決
で
き
る
場
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
実
際
に
絶
え
ず
な
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
類
が
一
つ
の
共
同
世 

界
を
近
い
将
来
に
形
成
し
う
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
い
か
な
る
国
家
も
戦
争
を
避
け
よ
う
と
望
む
。
し
か
も
な
お
戦
争
以
外
の 

方
策
を
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
犧
牲
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
決
定
的
な
成
果
を
も
た
ら
す
た
め
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に
は
、
戦
争
は
依
然
と
し
て
最
も
有
効
な
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
間
で
あ
る
以
上
、
い
か
な
る
紛
争
も
な
く
、
ま
た
紛
争
が
「直
接
行
動
」
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
の
も
は
や
な
い
よ
う
な
国
家
に 

到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ガ
ン
ジI

は
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
戦
争
に 

代
わ
る
も
の!

戦
争
と
同
じ
よ
う
に
有
効
で
、
し
か
も
現
在
の
よ
う
に
紛
争
後
に
、
人
間
の
質
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な 

い̂
^
^
を
み
つ
け
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
サ
チ
ャ
グ
ラ
八 

(satyagraha)  
の
戦
術
を
編
み
だ
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の 

要
請
か
ら
で
あ
っ
た
。
サ
す
ヤ
グ
ラ
ハ
に
よ
れ
ば
、
紛
争
は
文
化
的
・
道
徳
的
水
準
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
チ
ャ
グ
ラ
ハ

こ
の
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
と
い
う
言
葉
は
「真
理
に
も
と
づ
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
基
本
原
理
は
、
い
か
な
る 

人
間
も
真
理
を
全
面
的
に
知
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
’こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
は
真
理
の
特
殊
な
一
面
を
他
人
に
強
要
す 

る
道
徳
的
な
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
理
性
の
光
に
従
っ
て
生
活
す
べ 

き
で
あ
り
、
自
分
が
不
正
と
感
ず
る
他
人
の
見
解
は
け
っ
し
て
受
け
い
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
人
間
の
権
利
で
あ
る
と
同
時 

に
義
務
で
も
あ
る
。 

〇 

・

サ
チ
ャ
グ
ラ
ヒ(satyagrahi)、

つ
ま
り
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
を
実
践
す
る
人
は
、
不
道
徳
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
社
会
組
織
に
協 

カ
す
る
の
を
拒
否
す
る
。
同
時
に
彼
は
、
み
ず
か
ら
が
道
徳
的
と
考
え
る
生
き
方
の
上
に
立
っ
て
、
ち
が
っ
た
か
た
ち
の
生
活
を
建 

設
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
は
二
つ
の
側
面
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
建
設
的
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は 

戦
闘
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
戦
闘
的
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
文
化
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
不
正
に
対
立
す
る
も
の
で
あ 

る
。こ

う
し
て.
抵
抗
を
お
口
な
う
あ
い
だ
、
サ
チ
ャ
グ
ラ
ヒ
は
、
そ
の
「対
立
者
」
が
浴
び
せ
か
け
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
忍
耐
強
く
勇 

敢
に
耐
え
ぬ
く
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
対
立
者
を
「敵
」
と
よ
ぶ
こ
と
は
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
も
彼
と
和
解
し
よ
う
と
す
る
。
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ガンジー

サ
チ
ャ
グ
ラ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
人
間
は
け
っ
し
て
友
人
と
敵
と
に
分
た
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

他
方
、
戦
争
に
お
い
て
は
、
真
理
の
あ
る
特
殊
な
一
面
が
、
他
面
の
真
理
を
き
わ
め
て
暴
力
的
に
抑
圧
す
る
。
勝
利
者
は
つ
ね
に 

そ
の
敵
対
者
よ
り
道
徳
的
に
正
し
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
勝
利
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
そ
う
い
え
る
と
は
限
ら 

な
い
。
戦
争
で
の
決
定
的
な
力
は
、
人
間
の
動
機
の
道
徳
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
性
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
も
の
な
の 

で
あ
る
。

R
チ
ャ
ハ
7'
ハ
の
運
動
を
お
こ
な
う
と
き
、
サ
チ
ャ
グ
ラ
ヒ
は
た
ん
に
み
ず
か
ら
の
理
性
の
光
に
従
っ
て
生
活
し
よ
う
と
努
め
る 

だ
け
で
な
く
、
対
立
者
の
見
解
で
も
正
し
く
公
平
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
受
け
い
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紛
争
中
の
両
者
双 

方
の
「真
実
」
を
す
べ
て
具
現
す
る
よ
う
な
解
決
に
達
し
た
と
き
に
、
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
勝
利 

も
敗
北
も
な
く
、
た
だ
双
方
が
喜
ん
で
従
う
よ
う
な
合
意
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
不
正
な
制
度
や
行
為
は
紛
争
を
通
じ
て
破
壊
さ
れ 

る
の
で
あ
る
。

そ
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
ガ
ン
ジI

は
、
イ
ン
ド
の
民
衆
を
こ
の
「文
化
的
不
従
順
の
集
団
的
実
践
」
の
た
め
に
組
織
し
よ
う 

と
努
め
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
民
衆
が
社
会
生
活
、
政
治
生
活
の
な
か
に
も
っ
て
い
る
多
く
の
弱
さ
を
根
絶
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。 

政
治
的
目
的

か
っ
て
あ
る
通
信
員
が
ガ
ン
ジI

に
こ
う
た
ず
ね
た
。
「は
た
し
て
非
暴
力
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
守
る
こ
と
が
で
き
る 

で
し
ょ
う
か
」
と
。
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
答
は
明
解
で
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「暴
力
に
よ
っ
て
得
た
も
の
は
非
暴
力
に
よ
っ
て
は
守
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
非
暴
力
は
不
正
な
手
段
で
得
た
も 

の
を
す
べ
て
放
棄
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
な
の
で
す
。」

(
問)

「資
本
の
蓄
積
は
、
公
然
と
で
あ
れ
暗
黙
の
う
ち
に
で
あ
れ
、
暴
力
な
し
に
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」
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(
答)

「そ
う
し
た
私
的
な
個
人
に
よ
る
茨
田
積
は
、
暴
力
的
な
手
段
に
よ
っ
て
し
か
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
非
暴
力 

的
社
会
で
の
国
家
に
よ
る
蓄
積
は
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
望
ま
し
く
、
不
可
避
的
な
も
の
で
む2

」 

す
な
わ
ち
、
共
同
体
が
そ
の
正
当
な
権
利
を
攻
撃
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
共
同
体
が
み
ず
か
ら
の
体
制
を
秩
序
正
し 

く
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
。
そ
の
経
済
は
何
を
目
的
と
す
べ
き
か
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て 

国
家
を
組
織
す
べ
き
か
。
わ
れ
わ
れ
は
で
き
る
限
り
ガ
ン
ジ
ー
自
身
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
べ
く
、 

論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ー
九
〇
四
年
に
、
ガ
ン
ジ
ー
は
ラ
ス
キ
ン
の
思
想
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
彼
は
ラ
ス
キ
ン
の
『こ
の
最
窗a

』 

を
国
語
で
あ
る
グ
ジ
ャ
ラ
チ
語
に
翻
訳
し
た
。
当
時
の
彼
の
中
心
的
な
思
想
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

⑴

個
人
の
財
産
は
、
す
べ
て
の
財
産
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
こ
と
。

⑵

す
べ
て
の
人
が
等
し
く
自
分®
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
限
り
、
法
律
家
の
仕
事
も
床
屋
の
仕 

事
も
、
同
じ
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

⑶
 

労
働
生
活
、
つ
ま
り
土
地
耕
作
者
の
生
活
や
手
工
業
者
の
生
活
は
、
最
も
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
で
あ
る
こa 

一
九
二
八
年
に
は
、
ガ
ン
ジ
ー
は
こ
れ
ら
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

「私
に
い
わ
せ
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
、
さ
ら
に
全
世
界
の
経
済
制
度
は
、
そ
の
制
度
下
の
人
間
が
だ
れ
も
食
料
と
衣
料
の
欠
乏
に 

苦
し
む
こ
と
の
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
す
な
わ
ち
、
借
金
し
な
い
で
す
む
よ
う
な
仕
事
に
だ
れ
で
も
が
っ
き
う
る
べ 

き
で
あ
る
。
こ
の
理
想
は
、
基
本
的
な
生
活
必
需
品
の
生
産
手
段
が
大
衆
の
支
配
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
あ
ま
ね
く
実
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ガンジー

現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
空
気
や
水
と
同
様
、
生
活
必
需
品
は
だ
れ
も
が
、
自
由
に
手
に
入
れ
う
る
も
の 

で
あ
る
べ
き
だ
。
生
活
必
需
品
は
、
他
人
を
搾
取
す
る
た
め
の
商
業
活
動
の
手
段
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
や
民
族
や
人
間 

集
団
に
よ
る
生
活
必
需
品
の
独
占
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
不
正
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
単
純
な
原
理
を
無
視
す 

る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
直
面
し
て
い
る
貧
窮
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
ん
に
不
幸
な
わ
が
国
イ
ン 

ド
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
他
の
地
方
に
お
い
て
も
同
様
な
の
だ
。」 

政
治
活
動
の
分
野
で
は
、
ガ
ン
ジ
ー
は
「イ
ン
ド
国
民
議
会
」
を
通
じ
て
活
動
し
、
こ
の
民
主
的
組
織
を
非
暴
力
の
集
団
的
実
践 

の
機
関
に
改
変
し
よ
う
と
し
た
。
た
ま
た
ま
彼
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「暴
力
は
あ
る
一
党
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
私
は
、
社
会
主
義
者
で
も
共
産
主
義
者
で
も
な
い
の
に
露
骨
な
暴
力
崇
拝
者
で 

あ
る
議
員
を
知
っ
て
い
る
。
反
対
に
八 
エ
も
殺
さ
ぬ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
生
産
手
段
の•
公
的
所
有
の
必
要
を
信
じ
て
い
る
社
会 

主
義
者
や
共
産
主
義
者
も
知
っ
て
い
る
。
自
分
は
そ
の
よ
う
な
ひ
と
び
と
と
同
じ
列
に
並
ぶ
の
だ
。」 

彼
が
こ
う
言
っ
た
の
は
ー
九
三
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
を
非
暴
力
の
道
徳
を
信
奉
す
る
社
会
主
義 

者
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
、
ガ
ン
ジ
ー
は
、
無
政
府
主
義
の
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
彼
は
国
家
よ
り
も
む
し
ろ 

個
人
の
尊
厳
を
信
奉
し
た
の
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
人
間
の
本
性
が
い
ま
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
限
り
、
国
家
は
ど
う
し
て
も
必
要
で 

あ
ろ
う
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
最
も
少
な
く
支
配
す
る
国
家
が
最
も
よ
い
国
家
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。 

彼
は
あ
る
通
信
員
に
こ
う
書
き
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「も
し
も
国
家
が
資
本
主
義
を
暴
力
に
よ
っ
て
お
さ
え
つ
け
る
場
合
に
は
、
国
家
は
暴
力
そ
の
も
の
の
渦
中
に
巻
き
こ
ま
れ
て
27 

し
ま
い
、
ど
う
あ
っ
て
も
非
暴
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
私
の
固
い
信
念
で
あ
り
ま
す
。 

!
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国
家
は
集
中
的
か
つ
組
織
的
な
か
た
ち
で
暴
力
を
代
表
し
て
い
ま
す
。
個
人
は
魂
を
も
っ
て
い
る
が
、
国
家
は
魂
な
き
機
械
で 

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
国
家
は
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
暴
力
に
負
っ
て
お
り
、
け
っ
し
て
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い 

の
で
す
。

個
人
的
に
私
が
好
き
な
の
は
、
国
家
の
手
に
よ
る
権
力
の
集
中
で
は
な
く
、
権
力
信
託
の
感
覚
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
つ 

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
は
、
私
の
考
え
で
は
、
私
的
所
有
も
国
家
の
暴
力
よ
り
は
害
が
少
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が 

ら
、
ど
う
し
て
も
国
家
の
存
在
が
避
け
が
た
い
も
の
と
す
れ
ば
、
私
は
最
小
限
の
国
家
所
有
を
支
持
す
る
で
し
ょ
う
。」 

(
問)

そ
れ
で
は
、
あ
な
た
と
社
会
主
義
者
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う 

か
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
は
、
人
間
が
習
慣
よ
り
も
自
己
の
志
向
と
か
意
志
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
と
信
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
社 

会
主
義
者
は
、
人
間
が
意
志
よ
り
も
習
慣
に
従
っ
て
生
き
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
あ
な
た
が 

人
間
の
自
己
変
革
を
求
め
る
の
に
対
し
、
社
会
主
義
者
は
、
人
間
が
他
人
を
搾
取
す
る
欲
望
を
行
使
し
え
な
い
よ
う
な
社
会
組
織 

を
建
設
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
い
っ
た
相
違
が
出
て
く
る
と
、
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
。

(
答)

人
間
が
現
実
に
は
習
慣
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
私
は
や
は
り
、
意
志
を
働
か
す
こ
と
に 

よ
っ
て
生
き
る
方
が
人
間
に
と
っ
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
私
は
、
人
間
は
搾
取
を
最
小
限
に
お
さ
え
つ
け
る
ほ
ど
に
ま
で
意
志
を 

働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
私
は
国
家
の
権
力
が
拡
大
す
る
の
を
眺
め
て
い
る
と
き
、
非
常
な
戦
慄
を
感
ず
る
。 

と
い
う
の
は
、
国
家
は
搾
取
を
最
小
限
に
お
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
見
的
に
は
善
を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど 

も
、
あ
ら
ゆ
る
進
歩
の
根
底
に
あ
る
人
間
の
個
性
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
に
対
し
て
き
わ
め
て
有
害
な
こ
と
を
お
こ 

な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
が
権
力
信
託
を
採
用
し
た
事
例
を
多
く
知
っ
て
い
ま
す?

し
か
し
、
国
家
が
現
実
に

(5)

貧
し
い
ひ
と
び
と
の
た
め
に
存
在
し
た
事
例
は一

つ
も
知
ら
な
い
の
で
す
。」

ガ
ン
ジ
ー
の
自
由
の
定
義
も
、
こ
の
特
殊
な
見
解
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
パ
ン
を
得
る
た
め
の
労
働
の
法
こ
そ
人
閒
存
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ガンジー

在
の
最
初
の
道
徳
的
法
律
で
あ
る
と
い
う
彼
の
信
念
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
額
に
汗
し
て
パ
ン
を
得
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
——

こ
の
教
訓
は
文
字
通
り
に
受
け
と
ら
れ
る
ベ.
き
も
の
で
あ
っ
て
比
喩
的
な
意
味
で
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
で
は 

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
イ
ン
ド
の
た
め
に
ス
ワ
ラ
ジ (Swaraj)  
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
で
あ
る
。 

「
ス
ワ
ラ
ジ
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
私
は
、
成
人
の
大
多
数
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
、
民
衆
の
同
意
か
ら
成
る
イ
ン
ド
政
府 

を
意
味
す
る
。
そ
の
成
人
と
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
ま
た
土
着
の
人
間
で
あ
る
か
移
住
し
て
来
た
か
を
問
わ
ず
、
労
働
に
よ
っ
て 

国
家
に
奉
仕
し
て
き
た
ひ
と
び
と
で
あ
り
、
投
票
者
と
し
て
そ
の
名
を
登
録
す
る
労
を
と
っ
た
ひ
と
び
と
で
あ
る
。
真
の
ス
ワ
ラ 

ジ
は
少
数
者
の
権
力
掌
握
に
よ
っ
て
で
な
く
、
権
威
が
乱
用
さ
れ
た
と
き
す
べ
て
の
人
が
そ
の
権
威
に
抵
抗
で
き
る
能
力
を
も
つ 

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
は
証
明
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
ス
ワ
ラ
ジ
は
、
権
威
を
規
制
し
支

(6) 

配
す
る
能
力
を
も
つ
感
覚
を
民
衆
の
な
か
に
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。」 

経
済
的
目
的

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ガ
ン
ジ
ー
の
経
済
的
理
想
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
述
べ
た
。
彼
は
、
人
間
が
共
同
の
労
働
に
参
与
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
平
等
な
生
活
を
営
む
よ
う
な
、
小
さ
な
共
同
体
と
人
間
相
互
の
直
接
的
な
関
係
と
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
論
理
的
に
は
生
産
の
分
散
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
一
度
は
す
べ
て
の
重
機
械
を
否
認
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は 

剰
余
利
潤
を
生
み
だ
し
、
あ
る
者
が
他
人
の
労
苦
に
依
存
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
な
る
ほ 

ど
彼
は
そ
の
見
解
を
改
め
、
人
間
労
働
を
軽
減
す
る
も
の
な
ら
ば
、
機
械
は
ど
ん
な
に
多
く
あ
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ 

た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
、
生
産
を
有
効
に
お
こ
な
う
た
め
に
人
間
の
自
由
を
安
売
り
し
た
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。 

あ
る
ひ
と
が
彼
に
、
あ
な
た
は
す
べ
て
の
機
械
に
反
対
す
る
の
か
と
質
問
し
た
と
き
、
彼
の
答
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
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「私
の
答
は
は
っ
き
り
〈否
〉
だ
。
だ
が
私
の
反
対
す
る
の
は
機
械
の
で
た
ら
め
な
増
加
で
す
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
機
械
の
勝 

利
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
私
は
そ
れ
に
幻
惑
さ
れ
は
し
な
い
。
破
壊
的
な
機
械
す
べ
て
に
対
し
て
私
は
強
硬
に
反
対
す
る
。 

し
か
し
道
具
や
器
具
、
ま
た
人
間
の
労
働
を
節
減
し
多
数
の
農
家
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
な
機
械
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
ら
を
歓 

迎
し
ま
す
。」

ま
た
彼
は
こ
う
も
言
っ
た
。

•

「私
の
反
対
す
る
の
は
機
械
そ
の
も
の
で
な
く
、
機
械
に
対
す
る
狂
信
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
狂
信
は
、
い
わ
ゆ
る
〈労
働
を
節 

減
す
る
機
械
〉
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
多
数
の
者
が
失
業
し
て
路
頭
に
迷
い
餓
死
す
る
ま
で
〈労
働
を 

節
減
〉
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
時
間
と
労
働
を
節
約
す
る
こ
と
を
望
む
。
だ
が
そ
れ
は
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て 

の
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
、
少
数
の
人
間
に
と
っ
て
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
は̂
®
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
だ
が
そ
れ
は 

す
べ
て
の
人
の
手
に
わ
た
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
少
数
者
の
手
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
機
械
は
少
数
者
が 

百
万
人
の
背
に
乗
る
こ
と
に
だ
け
役
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
労
働
を
節
減
し
よ
う
と
い
う
博
愛
の
精
神
で
は 

な
く
、
貪
欲
の
精
神
な
の
で
す
。
私
が
全
力
を
尽
し
て
戦
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
体
制
に
対
し
て
な
の
で
す
。」 

(
問)

そ
れ
で
は
、
あ
な
た
は
機
械
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
現
在
き
わ
め
て
露
骨
に
あ
ら
お
れ
て
い
る
機
械
の
乱
用
に
対
し
て 

戦
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
か
。

(
答)

私
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
「然
り
」
と
い
い
ま
す
。
だ
が
科
学
的
な
真
理
と
か
発
明
と
い
う
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、 

た
ん
に
貪
欲
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
き
だ
、
と
つ
け
加
え
た
い
。
そ
う
な
れ
ば
労
働
者
は
過
剰
な
労
働
を
課
さ
れ
る
こ
と 

が
な
く
な
ウ
、
機
械
も
有
害
で
な
く
有
益
な
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
私
は
機
械
の
根
絶
を
で
は
な
く
、
そ
の
制
限
を
め
ざ
し
て

(8)

い
る
の
で
す
。
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ガンジー

ガ
ン
ジ
ー
は
労
働
を
軽
減
す
る
小
さ
な
機
械
に
対
し
て
は
好
意
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
機
械
が
生
産
さ
れ
る
工
場 

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
工
場
を
管
理
す
る
者
は
だ
れ
か
。
ま
た
そ
れ
を
操
業
す
る
者
は
だ
れ
か
。
ガ
ン
ジ
ー
の
答
は
こ
う
で
あ 

る
。

「そ
う
し
た
工
場
は
国
有
化
さ
れ
る
か
、
国
家
の
支
配
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
私
は
十
分
に
社
会
主
義
者
な 

の
で
す
。
そ
の
工
場
で
は
、
き
わ
め
て
魅
力
的
で
理
想
的
な
条
件
の
も
と
で
、
利
益
の
た
め
に
で
は
な
く
人
間
の
福
祉
の
た
め
に 

労
働
が
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
動
機
が
貪
欲
に
代
わ
っ
て
愛
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
の
望
む
の
は
労 

働
条
件
の
変
革
で
あ
り
ま
す
。
富
に
向
か
っ
て
気
狂
い
の
よ
う
に
進
む
こ
と
は
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
は
た 

だ
生
計
の
た
め
の
賃
金
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
た
ん
な
る
骨
折
り
仕
事
で
な
い
よ
う
な
日
常
的
な
仕
事
を
与
え
ら
れ
な
く 

て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
に
あ
っ
て
は
、
機
械
は
そ
れ
を
操
作
す
る
人
に
と
っ
て
と
同
様
、
国
家
や
機
械
所
有
者
に
と
つ 

て
も
有
益
な
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
…
…
。
個
人
こ
そ
、
至
高
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
唯
一
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
個
人
の 

労
働
の
節
減
が
目
的
と
さ
れ
、
貪
欲
で
な
く
人
道
的
な
配
慮
が
動
機
と
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
愛
が
貪
欲
に
と
っ
て
代
わ
れ
ば
、 

す
べ
て
が
正
し
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。」

結
論

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
し
よ
う
。
民
主
主
義
と
平
等
主
義
と
い
う
最
高
の
理
想
に
ガ
ン
ジ
ー
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ 

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
民
族
主
義
者
で
あ
る
以
前
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
か
な
る
と
き
に
も
、
人
間 

の
分
割
さ
れ
え
な
い
本
性
に
対
す
る
感
情
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
か
っ
た
。
人
間
に
愛
情
と
統
一
の
た
め
き
わ
め
て
高
価
な
犠
牲
を
払 

う
心
構
え
さ
え
あ
れ
ば
、
こ
の
感
情
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
打
ち
勝
つ
と
い
う
信
念
を
、
彼
は
辛
抱
強
く
も
ち
つ
づ
け
た
の 

で
あ
る
。
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イ
ン
ド
独
立
の
抗
争
と
い
う
実
験
を
通
じ
、
ガ
ン
ジI

は
全
人
類
に
奉
仕
で
き
る
よ
う
な
手
段
を
案
出
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
そ 

の
手
段
が
ま
だ
国
際
的
諸
問
題
に
適
用
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
し
か
し%

チ
ャ
ハ
ス
八
の
経
験
が
実
を
結
ぶ
こ
と
に 

よ
っ
て
、
人
間
は
い
つ
の
日
か
人
類
の
統
一
性
に
つ
い
て
の
感
情
を
保
持
し
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え 

そ
れ
を
否
定
す
る
ひ
と
び
と
の
紛
争
に
巻
き
こ
ま
れ
た
場
合
に
も
。
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
サ
チT

外
ラ
〔
が
完
成
に
達
し
た
場
合 

に
は
、
そ
の
と
き
人
間
は
戦
争
に
代
わ
る
、
現
実
的
か
つ
道
徳
的
な
手
段
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

第
二
次
大
戦
の
前
年
、
彼
は
全
世
界
が
も
う
一
度
血
の
抗
争
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
、
謙
虚
に
み
ず
か
ら
の
個
人
的 

な
努
力
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
た
。

「私
自
身
は
、
毎
日
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
の
知
識
を
増
し
つ
つ
あ
る
。
私
は
必
要
な
と
き
に
参
照
す
べ
き
教
科
書
を
も
っ
て
い
な
い
。 

私
が
自
分
の
辞
書
と
よ
ん
で
き
た
ギ
タ
さ
え
も
も
っ
て
い
な
い
。
私
の
考
え
る
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
と
は
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
科
学
で 

あ
る
。
科
学
で
あ
る
と
私
の
主
張
し
た
も
の
が
ま
っ
た
く
科
学
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
は
、
気
狂 

い
の
、
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
愚
か
な
A4
間
の
思
想
と
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
沙
外 A

外
ラ
八
に
お 

い
て
真
理
と
さ
れ
た
も
の
が
墳
墓
と
同
じ
よ
う
に
古
く
さ
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
世
界
的
な
諸
問
題
、
い
や 

む
し
ろ
戦
争
と
い
う
最
高
の
一
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
サ
チ
ャ
グ
ラ
ハ
が
何
ら
か
の
価
値
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
だ 

に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
新
し
い
と
主
張
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
最
高
の
問
題
に
対
し
た
と
き
、
実
は
ま
っ
た
く
価
値 

を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
サ
チ
ャ
グ
ラ
八
の
勝
利
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
ア
シ
マ
〉 

は
、
実
際
に
は
真
理
な
き
勝
利
で
あ
り
、
ま
た
非
暴
力
と
は
暴
力
へ
の
恐
怖
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。 

こ
う
し
た
可
能
性
は
た
え
ず
私
の
目
前
に
あ
る
。
私
は
無
力
だ
。
私
が
国
家
に
対
し
て
採
用
す
る
よ
う
に
提
供
す
る
も
の
は
す 

ベ
て
、
祈
る
者
、• 
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
つ
ね
に
神
に
仕
え
る
者
に
対
す
る
解
答
な
の
で
あ
る
O1
」

〔片
山
洋
之
介
訳
〕
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社

会

主

義

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

は

何

か

ハ

—

バ

—

卜

・

マ

ル

ク

—

ゼ

Herbert  M
arcuse

は
次
の
著
書
に
よ
っ
て
す
で
に
ゆ
る
ぎ
な
い
名
声
を
得
て
い
る
。 

『理
性
と
革—

ヘ
ー
ゲ
ル
と
社
会
理
論
の
興
隆!
—

』、
『
エ
ロ
ス
的
文
明!

フ
ロ
イ 

卜
の
哲
学
的
研
究!
!
』、
『ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
』、
お
よ
び
『
一
次
元
の
人
間 

——

先
進
産
業
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
研
究
』。
ー
九
五
四
年
以
来
、
彼
は
プ
ラ
ン
ダ
イ 

ス
大
学
で
教
鞭
を
と
り
な
が
ら
、
パ
リ
高
等
実
業
学
校
へ
指
導
教
師
と
し
て
出
向
い
た
り
し 

て
い
る
。
彼
は
一
八
九
八
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
生
ま
れ
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
び
、
フ
ラ
イ
ブ 

& 

ル
ク
大
学
か
ら
学
位
を
得
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
一
年
間
研
究
し
た
あ
と
、
ー
九
三
四
年
か
ら 

ー
九
四
〇
年
ま
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
社
会
研
究
所
に
い
た
。
つ
い
で
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務
省 

情
報
調
査
局
で
十
年
近
く
過
ご
し
、
そ
の
あ
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
へ
も
ど
っ
て
同
大
学
ロ
シ 

ア
研
究
所
の
特
別
研
究
員
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
ロ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ 

" 

—
に
も
勤
め
た
。 

二
十
年
ほ
ど
前
、
メ
ル
ロ 
・
ポ
ン
テ
ィ
は
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
妥
協
の
余
地
の
な
い
明
快
さ
で
提
起
し
た
。
わ 

れ
わ
れ
の
時
代
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
も
と
づ
き
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
ら
な
い
で
社
会
主
義
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
が
本
当
に
可
能 

で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
の
二
者
択
一
を
し
り
ぞ
け
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
選
択
は
暴
力
か
非
暴
力
か
と
い
う
と
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杜会主義匕ユーマニズムとは何か

こ
ろ
に
は
な
い
。
暴
力
の
二
様
式
の
あ
い
だ!

資
本
主
義
的
暴
力
か
社
会
主
義
的
暴
力
か
—I

の
選
択
だ
け
し
か
な
い
。 

「ソ
連
で
は
、
暴
力
や
策
略
は
公
式
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
性
は
日
常
生
活
の
な
か
に
あ
る
。
民
主
主
義
諸
国
で
は
、
そ
れ
と 

反
対
に
、
原
理
は
人
間
的
で
あ
っ
て
、
策
略
や
暴
力
は
実
生
活
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
大
成
功
を
お
さ

ベI)
め
る
。」

二
つ
の
社
会
体
制
は
が
っ
ぷ
り
組
ん
で
世
界
的
な
規
模
の
闘
争
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
社
会
主
義
的
暴
力
の
否
認
は
資 

本
主
義
的
搾
取
世
界
の
強
化
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
的
暴
力
の
行
使
に
は
テ
ロ
と
対
抗
テ
ロ
の
悪
魔
的
な
循
環
を 

打
ち
破
る
望
み
が
あ
る
。
た
だ
し
「自
己
の
条
件
に
内
在
す
る
論
理
に
従
っ
て
」
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
イ
デ
オ
ロ
ギI

か
ら
現
実
へ 

移
し
か
え
う
る
唯
一
の
階
級
が
、
国
際
的
に
連
帯
し
て
社
会
主
義
的
暴
力
を
行
使
す
る
限
り
で
の
み
、
そ
う
し
た
望
み
が
あ
る
。
メ 

ル
ロ 
・
ポ
ン
テ
ィ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
条
件
が
も
う
広
く
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が 

共
産
主
義
の
思
想
と
政
策
の
な
か
で
「準
拠
語
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
ヒ
ュ1
 

•
マ
ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
救
済
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
も
拒
否
し
た
。

「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
〈道
徳
第
一
〉
主
義
を
対
置
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
言
葉
の
な
か
で
最
も
真
実
な
と
こ
ろ
、
世

(2) 

界
の
富
を
な
し
た
と
こ
ろ
を
理
解
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ご
ま
か
し
を
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
だ
。」 

解
答
は
こ
う
で
あ
る
。

「
ア
ン
グ
ロ 
・
サ
ク
ソ
ン
流
の
〈社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
の
味
方
に
な
ら
な
い
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
味
方
と
し
て
発
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言
す
る
こ
と
や
、
共
産
主
義
者
に
な
ら
な
い
で
共
産
主
義
者
を
〈理
解
す
る
〉
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
争
い
の
は
る
か
上
方
に
、 

少
な
く
と
も
争
い
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
身
を
お
く
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
れ
は
混
乱
と
誤
謬
の
な
か
に
巻 

き
こ
ま
れ
る
の
を
拒
む
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
西
欧
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
戦
争
の
道
具
で
も
あ
る
た
め
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ 

ば
、
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
罪
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
企
て
が
そ
の
性
格
を
変
え
て
し
か
生
き
残
り
え
な
か
っ
た
と 

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
罪
で
あ
ろ
う
か
。」

人
間
の
現
実
は
「開
か
れ
た
」
体
制
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
理
論
も
解
答
を
押
し
っ 

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
上
の
偶
発
的
事
件
は
、
今
日
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
否
定
す
る
が
、
明
日
は
そ
の
否
定
を
否
定
す
る 

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
生
活
し
て
い
る
の
が
、
自
分
自
身
の
解
放
を
や
り
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
隸
属
化
し
た
ひ
と
び
と 

だ
。
彼
ら
の
良
心
と
意
識
を
高
め
る
こ
と
、
進
行
中
の
で
き
ご
と
を
彼
ら
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
、
未
来
の
選
択
の
た
め
の
不
確
か
な 

基
礎
を
用
意
す
る
こ
と!
!

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
任
務
で
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
」
の
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
と
い
う
意 

味
だ
け
で
は
な
く
て
、
知
識
人
と
し
て
の
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
ん
に
ち
で
も
ま
だ
自
由
で
筋
り
、
反
共
主
義
と
共
産 

主
義
の
両
方
の
思
想
教
化
に
抗
し
て
、
独
に
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
の
こ
と
で
あ
るQ 

こ
ん
に
ち
、
共
産
主
義
世
界
の
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
あ
と
で
は
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
解
放
と
分
権
化
の
条
件
の
も
と
で
は
、 

「解
答
」
は
大
戦
直
後
の
と
き
に
劣
ら
ず
見
定
め
が
た
い
。
ソ
連
は
西
側
と
の
取
引
き
に
よ
っ
て
以
前
よ
り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
」
に
な
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
し
、
ま
た
西
側
も
そ
の
取
引
き
を
受
け
い
れ
た
た
め
に
い
っ
そ
う
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
は
見 

え
な
い
。
と
は
い
え
、
戦
後
の
資
本
主
義
社
会
と
共
産
主
義
社
会
の
共
存
的
発
展
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
社
会
の
技
術
的
能
力
と
生
産 

性
を
考
慮
に
入
れ
て
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
将
来
を
再
検
討
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
み
て
と
れ
る
。
こ
の
小
論
は
、
そ
の 

問
題
に
つ
い
て
二
、
三
の
意
見
を
提
出
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
社
会
主
義
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
組
織
し
た
社
会
的
分
業
、
「必
然
生
の
国
」
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(
必
要
の
領
域)

が
、
ひ
と
び
と
の
社
会
的
・
個
人
的
欲
求
を
、
搾
取
な
し
に
、
最
小
限
の
労
苦
と
犠
牲
を
求
め
る
だ
け
で
満
た
し 

て
や
れ
る
と
い
う
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
社
会
的
生
産
は
「直
接
的
生
産
者
」
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
慎
重
に
こ
の 

目
標
へ
導
か
れ
る
。
必
然
の
国
の
こ
う
し
た
合
理
的
な
組
織
化
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
つ
ね
に
欠
乏
と
労
役
の
世
界
に
と
ど
ま
る
必 

然
の
国
の
彼
岸
で
、
「全
面
的
な
個
人
」
と
し
て
、
自
分
自
身
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
。
し
か
し
、
真
の
人
間
関
係
の
発
生
は
必
然 

の
国
の
質
的
に
新
し
い
組
織
化
に
依
存
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
化
は
、
逆
に
人
間
関
係
の
革
命
を
基
本
的
欲
求
と
す
る
ー 

つ
の
階
級
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
。
社
会
主
義
が
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
は
、
こ
の
欲
求
と
目
標
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る 

限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
社
会
主
義
は
、
そ
の
歴
史
的
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
資
本
主
義 

社
会
の
内
部
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
の
人
間
的
な
底
辺
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
搾
取
的
な
利 

益
や
満
足
に
ま
っ
た
く
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
基
本
的
欲
求
は
非
人
間
的
な
存
在
の
全
体
を
の
り
越
え
て
、
こ 

れ
か
ら
満
た
さ
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
人
間
的
欲
求
へ
と
向
か
う
。
彼
ら
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
自
由
と
人
間
性
の
否
定
で
あ
る
か
ら 

こ
そ
、
自
身
の
解
放
と
人
間
性
の
解
放
と
を
自
発
的
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
弁
証
法
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
に
含
ま
れ 

る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
味
は
、
価
値
で
は
な
く
て
欲
求
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
道
徳
的
目
標
や
正
当
化
と
し
て
で
は
な
く
て
、 

経
済
的•
政
治
的
な
実
践
と
し
て!
!

物
質
的
文
化
の
土
台
そ
の
も
の
の
一
部
分
と
し
て
現
わ
れ
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
考
え
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
基
盤
は
明
ら
か
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
、
産
業
社
会
の
発
展
過
程 

で
果
た
す
そ
の
特
殊
な
役
割
に
よ
っ
て
「客
観
的
」
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
階
級
意
識
を
も
ち
、.
民
族
を
越
え
て
連 

帯
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
存
在
、
利
貴 
行
動
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
歴
史
的
布
置
状
況
は
、
先
進
産 

業
社
会
の
現
実
の
発
展
に
よ
っ
て
「の
り
越
え
ら
れ
」
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
社
会
に
固
有
の
矛
盾
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
だ
け 

い
っ
そ
う
完
璧
に
、
社
会
の
増
大
す
る
生
産
性
と
権
力
が
、
そ
の
矛
盾
の
解
決
を
求
め
る
要
求
を
抑
制
し
て
し
ま
っ
た
。
技
術
の
進 

歩
は
、
必
然
の
国
の
合
理
的
な
組
織
化
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
想
像
を
は
る
か
に
越
え
た
諸
手
段
を
提
供
す
る
〈「労
働
の
廃
棄
」 

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
労
働
の
廃
棄
を
避
け
る
方
途
が
未
来
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る)
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
の
手
段
は
、
生
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存
競
争
を
永
続
化
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
強
化
す
る
た
め
に
さ
え
用
い
ら
れ
る
。
生
存
競
争
を
軽
減
す
る
た
め
よ
り
は
む 

し
ろ
そ
れ
を
全
面
的
に
動
員
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
余
暇
時
間
の
増
加
の
き
ざ
し
は
、
経
営
に
よ
っ
て
抑
圧
の
現
状 

を
維
持
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。
技
術
合
理
性
は
冷
戦
の
要
件
を
準
備
す
る
。
そ
の
冷
戦
の
相
手
は
外
部
の
敵
だ
け
で
は
な
く
て
、 

(
恐
ら
く
第
一
義
的
に
は)

既
成
社
会
の
内
部
の
敵!
I

人
間
が
つ
く
っ
た
装
置
に
よ
っ
て
人
間
を
隸
属
化
か
ら
解
放
で
き
る
質
的 

に
新
し
い
存
在
様
式!

な
の
で
あ
る
。

既
成
の
産
業
社
会
に
つ
い
て
い
え
ば
、
技
術
の
進
歩
が
人
間
の
進
歩!

生
活
の
自
己
決
定
に
よ
っ
て
、
生
存
競
争
を
弱
め
う
る 

欲
求
や
能
力
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
本
来
の
目
的
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
——

に
と
っ
て
か
わ
る
よ
う
な
段
階
ほ
ど
恐
ろ
し
い 

も
の
は
な
い
。
こ
の
恐
ろ
し
さ
は
技
術
的
失
業
の
恐
ろ
し
さ
だ
け
で
は
な
い
。
退
屈
の
恐
ろ
し
さ
、
つ
ま
り
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ 

る
の
に
、
上
側
と
外
側
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
に
う
ま
く
管
理
さ
れ
な
い
と
満
た
さ
れ
な
い
よ
う
な
空
虚
な
心
の
恐
ろ
し
さ
で
も
あ
る
。 

そ
こ
で
は
、
政
治
的
装
置
だ
け
で
は
な
く
て
、
(
主
と
し
て)

技
術
的
装
置
が
、
さ
ら
に
生
産
そ
れ
自
体
が
支
配
の
制
度
と
な
っ
て 

い
る
。
労
働
階
級
は
そ
の
な
か
へ
編
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
進
ん
で
自
己
を
編
入
し
て
も
い
る
。
か
つ
て
の
彼
ら
は
、
「彼
ら
の
条 

件
に
内
在
す
る
論
理
」
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
的
実
践
者
で
あ
っ
た
。
だ
が
い
ま
で
は
、
こ
の
「論
理
」 

は
彼
ら
自
身
の
そ
れ
で
は
な
い
。
社
会
毒
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
客
観
的
な
同
一
性
は
解
消
し
て
い
る
。
そ
れ
は
富
接
的
か
同 

ー
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
て
、
客
観
的
条
件
が
歴
史
的
主
体
の
意
識
と
行
動
の
な
か
で
つ
か
ま
れ
、
の
り
越
え
ら
れ
る
限 

り
で
リ
ア
ル
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
媒
介
は
、
技
術
の
進
歩
が
も
つ
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
力
は
、
全
体 

主
義
的
支
配
の
手
段
と
結
び
つ
き
、
経
済
的•
軍
事
的
権
力
の
恐
る
べ
き
集
中
を
通
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で 

な
く
、
強
い
ら
れ
た
生
活
条
件
の
も
と
で
の
生
活
水
準
の
向
上
を
通
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
技
術
進
歩
の
既
成
の
方
向
が 

支
配
的
に
な
る
限
り(
そ
し
て
共
存
の
時
代
に
は
、
必
ず
支
配
的
に
な
る
は
ず
で
あ
る)
、
生
産
手
段
の
所
有
と
統
制
の
変
革
は
、 

質
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
量
的
な
変
革
と
な
る
だ
ろ
う
。
社
会
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
実
質
を
解
放
す
る
た
め
の
前
提 

条
件
は
、
技
術
進
歩
の
方
向
を
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
、
技
術
的
装
置
を
全
面
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
こ
ん
に
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ち
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
的
な
観
念
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
他
の
観
念
は
、
一
ハ
世
紀
お
よ
び
ー
九
世
紀
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
観
念
に
は
、
社
会
の
発
展
に
よ
っ
て
の 

り
越
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
の
イ
メI

ジ
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
古
典
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
著
作
を
も 

導
い
て
い
て
、
全
面
的
な
個
人
と
い
う
観
念
、
自
由
の
国
で
自
己
を
実
現
す
る
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
観
念
に
現
わ
れ
て
い 

る
。
し
か
し
こ
の
観
念
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
、
知
的
文
化
が
ま
だ
物
質
的
文
化
か
ら
ひ
き
離
さ
れ
て
い
た
段
階
、
つ
ま
り
そ
れ 

が
ま
だ
大
量
生
産
と
大
量
消
費
に
編
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
あ
り
、
心
や
魂
を
ま
だ
科
学
的
管
理
に
引
き
渡
し
て
い
な
か
っ 

た
段
階
で
あ
り
、
時
間
と
空
間
が
ま
だ
組
織
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
と
気
晴
ら
し
に
よ
っ
て
全
面
的
に
占
領
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
で 

あ
り
、
要
す
る
に
自
由
の
国
が
ま
だ
必
然
の
国
と
無
関
係
に
存
在
で
き
た
段
階
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
全
面 

的
な
個
人
の
行
動
の
よ
う
な
も
の
は
、
——

職
業
あ
る
い
は
非
職
業
だ
け
に
関
し
て
さ
え
——

想
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
自 

由
な
個
人
が
魚
つ
り
、
狩
陳
、
創
造
活
動
を
か
わ
る
が
わ
る
お
こ
な
っ
て
暮
し
て
ゆ
く
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
悪
意
あ
る
攻
撃
に
さ 

ら
さ
れ
て
い
る
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
そ
の
攻
撃
の
な
か
に
こ
そ
真
理
の
核
心
が
あ
る
の
だ
。
仮
に
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
明
白
な
現 

実
と
な
る
と
す
れ
ば(
そ
し
て
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
当
時
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
た
や
す
く
現
実
と
な
り
う
る
で
あ
ろ 

う!
)
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
自
由
と
人
間
性
の
否
定
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
の
ち
に
そ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
さ
し
ひ
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
獲
得
さ
れ
た
自 

由
よ
り
も
む
し
ろ
解
放
の
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
初
期
の
人
間
的
自
由
の
観
念
を
修
正
し
た
。
し
か
し
発
展
さ
せ 

ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
理
論
も
、
こ
ん
に
ち
で
は
楽
観
主
義
的•
理
想
主
義
的
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
人
間
の
見
方
を
依
然
と
し
て
保 

存
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
自
然
と
人
間
を
征
服
す
る
規
模
を
、
自
由
と
自
己
実
現
を
技
術
的
に
管
理
す
る
規
模
を
過
少
評
価
し
た
。 

彼
は
技
術
的
社
会
の
巨
大
な
業
績
、
す
な
わ
ち
自
由
と
必
然
性
と
の
、
充
足
と
抑
圧
と
の
、
政
治
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
野
望
と
個
人
と
の 

同
化
を
予
見
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
業
績
を
考
慮
す
れ
ば
、
も
は
や
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
、
個
人
、
全
面
的
な
パ
ー
ソ 

ナ
リ
テ
ィ
、
自
己
決
定
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
定
義
に
示
さ
れ
て
い
る
見
方
が
少
数
者
の
特
権
以
上
の
も
の
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で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
し
か
も
そ
れ
が
普
遍
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
危
険
な
ま
で
に
無
意
味
で
実
質
を 

欠
い
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
見
方
が
現
実
化
す
る
た
め
に
は
、
人
間
が
毎
日
の
仕
事
の
な
か
で
自
己
自
身
を
実
現 

さ
せ
る
と
い
う
条
件
、
社
会
的
必
要
労
働
が
「魅
力
あ
る
労
働
」
に
な
る
と
い
う
条
件
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「労
働
は
フ

(4)

1

リ
エ
が
望
む
よ
う
に
遊
び
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
強
く
否
定
さ
れ
た
事
態
が
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
ろ 

う
。
要
す
る
に
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
技
術
以
前
の
「高
級
文
化
」
——

そ
の
土
台
に
あ
る
低
級
文
化
を
変 

え
な
い
ま
ま
で
お
こ
な
お
う
と
す
る
——

の
抑
圧
的
な
含
み
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
初
期
の
著
作
の
「形
而
上
学 

的
」
用
語
を
政
治
経
済
学
の
そ
れ
に
翻
訳
し
た
と
き
に
、
こ
の
種
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
認
め
た
。
ヒ
ュ 

—
マ
ー
ー
ズ
厶
実
現
の
機
会
は
、
交
換
経
済
と
そ
の
制
度
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
労
働
の
合
理
的•
社
会
主
義
的
な 

組
織
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
人
間
は
解
放
さ
れ
て
、
自
己
自
身
の
生
活
を
築
き
、
他
人
と
人
間
ら
し
く
つ
き
あ
う 

よ
う
に
な
れ
る
か
も
し
な
い
。
だ
が
そ
の
と
き
に
な
っ
て
も
、
真
の
自
由
の
国
す
な
お
ち
本
来
の
目
的
で
あ
る
「人
間
的
な
能
力
の 

発
展
」
は
、
こ
の
必
然
の
国
の
彼
岸
以
外
で
は
始
ま
ら
な
い
。
し
か
し
労
働
の
社
会
主
義
的
な
組
織
は
、
現
に
自
由
な
時
間
を
つ
く 

り
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
「余
暇
時
間
で
あ
る
と
同
時
に
よ
り
高
度
の
活
動
の
時
間
で
も
あ
る
そ
の
自
由
な
時
間
は
、
自
然
に
〔原

(5) 

文
の
ま
ま!

〕
人
間
を
異
質
の
主
体
に
か
え
る
。
人
間
は
、
こ
の
異
質
の
主
体
と
し
て
、
再
び
直
接
的
生
産
の
過
程
へ
入
る
。」 

現
在
、
先
進
産
業
社
会
は
自
由
な
時
間
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
自
由
な
時
間
の
持
主
は
「異
質
の
主
体
」
で
は
な 

い
。
資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
も
共
産
主
義
体
制
に
お
い
て
も
、
自
由
な
時
間
の
主
体
は
必
然
の
国
を
支
配
し
て
い
る
規
範
や
権
力 

と
同
じ
も
の
に
服
従
し
て
い
る
。
成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
の
考
え
も
、
や
は
り
理
想
主
義
的•
楽
観
主
義
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

社
会
主
義
と
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
同
一
性
の
客
観
的
条
件
が
変
わ
る
以
上
、
社
会
主
義
的
政
策
を
伝
統
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の 

価
値
に
ゆ
だ
ね
た
と
こ
ろ
で
、
社
会
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
ら
な
い
。
共
存
の
状
況(
そ
れ
は
イ
デ
ォP
ギ
ー
的
で 

な
い
一
切
の
分
析
の
た
め
の
枠
組
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い)

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
化
は
必
ず
イ
デ
オ
ロ
ギ 

I
的
・
自
己
敗
北
的
な
も
の
に
な
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
、
資
本
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
区
別
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
世
界
で
は
、
自
由
主
義
時
代
の
開
幕
を
表
わ
し
た
戦
い
、
す
な
わ
ち
人
間
の
権
利
、
言
論• 

集
会
の
自
由
、
法
の
前
の
平
等
な
ど
の
た
め
の
戦
い
は
、
そ
の
終
末
期
に
、
ふ
た
た
び
極
度
に
重
要
な
事
柄
と
な
る
。
そ
の
と
き
、 

こ
れ
ら
の
自
由
が
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
制
限
さ
れ
、
否
定
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
か
が
歴
然
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
戦
い
は
、
戦 

い
の
行
動
と
苦
し
み
の
な
か
で
、
自
由
主
義
的
な
価
値
と
合
法
性-
-

敵
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
暴
力
で
対
抗
す
る
も
の-
-
 

が
重
ん
じ
ら
れ
れ
ば
重
ん
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
妨
げ
ら
れ
る
。
共
産
主
義
世
界
で
は•
、
個
人
の
権
利
と
自
由
の
主
張
や
労
働
階
級
の
イ 

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
主
張
は
、
経
済
的•
政
治
的
抑
圧
——

そ
れ
は
既
成
の
体
制
の
基
礎
を
な
し
、
競
争
的
共
存
の
も
と
で
防
衛
し
成 

長
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
——

へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
議
と
反
対
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う(
ま
た
促
進
す
べ 

き
も
の
で
あ
る)
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
共
産
主
義
社
会
内
部
に
お
け
る
効
果
的
な
異
議
と
反
対
は
、
国
際
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
一
時 

的
に
資
本
主
義
に
有
利
な
よ
う
に
変
え
る
は
ず
で
あ
る
。-
-

し
か
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
途
を 

明
る
く
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
労
働
階
級
は
、
も
は
や
革
命
が
か
っ
て
訴
え
か
け
た
よ
う
な
ひ
と
び
と 

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
国
際
的
な
社
会
主
義
的
連
帯
を
復
活
し
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
れ
が
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
条
件
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
ズ
ム
の
失
敗
と
チ
ャ
ン
ス
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
た
ん
な
る 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
扱
お
う
と
で
も
望
ま
な
い
限
り
、
こ
の
条
件
に
た
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
進
産
業
社
会
は
ヒ
ュ
ー
マ 

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
を
尊
重
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
で
そ
の
非
人
間
的
な
目
標
を
追
求
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
・
き
る
。
そ
の
社 

会
は
、
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
発
達
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
と
一
緖
に
、
労
苦
、
不
正
、
核
武
装
、
全
面
的
な
思
想
教
化
、
自
己 

推
進
的
な
生
産
性
を
助
長
す
る
。
権
力
に
相
当
す
る
も
の
が
そ
の
住
民
の
解
放
に
逆
ら
っ
て
彼
ら
を
動
員
す
る
強
さ
は
、
こ
の
解
放 

を
な
し
遂
げ
る
社
会
の
潜
在
能
力
の
成
長
と
手
を
と
り
合
っ
て
高
ま
る
。
そ
の
潜
在
能
力
が
支
配
と
現
状
防
衛
の
た
め
に
利
用(
あ 

る
い
は
抑
圧)

さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
技
術
的
な
潜
在
能
力
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
実
現
は
は
ば
ま
れ
る
。 

そ
れ
は
技
術
的
な
潜
在
能
力
と
し
て
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
途
を
も
定
め
る
。
技
術
の
進
歩
と
支
配
や
搾
取
に
お
け
る 

進
歩
と
の
宿
命
的
な
結
び
つ
き
を
断
つ
こ
と
、•
そ
れ
が
前
提
条
件
で
あ
る
。
社
会
が
う
ち
つ
づ
く
貧
困
、
発
達
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
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オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
不
充
分
な
産
児
制
限
な
ど
に
依
存
し
、
ま
た
マ
ス
、
騒
音
と
堕
落
、
計
画
的
廃
物
化
と 

浪
費
、
精
神
的•
肉
体
的
な
再
武
装
な
ど
の
生
産
と
再
生
産
に
依
存
し
て
い
る
限
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ど 

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
と
制
度
は
、
社
会
統
制
と
し
て
、
支
配
的
な
事
態
を
維
持
し
拡
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ 

ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
革
命
的
転
覆
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
転
覆
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
存
在
の 

欲
求
や
必
要
を
も
転
倒
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
全
体
主
義
以
前
の
時
代
に
自
由
の
条
件
以
前
と
思
わ
れ
た
も
の
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
自 

由
の
実
質
に
、
そ
の
歴
史
的
内
容
に
転
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
由
の
実
質 

は
、
社
会
の
な
か
の
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
彼
ら
の
潜
在
能
力
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
進 

産
業
社
会
・
は
、
生
産
と
分
配
の
技
術
的
装
置
が
一
個
の
全
体
主
義
的
な
政
治
的
装
置
と
化
し
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
次
元
を
、
労
働
時 

間
と
自
由
時
間
を
、
肯
定
的
思
惟
と
否
定
的
思
惟
を
整
合
・
管
理
す
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
こ
の
社
会
の
犠
牲
者
、
受
益
者
お
よ 

び
相
続
者
に
対
し
て
は
、
自
由
の
国
は
そ
の
古
典
的
な
内
容
を
、
必
然
の
国
と
の
質
的
な
違
い
を
失
う
。
そ
れ
は
彼
ら
が
率
先
し
て 

自
分
で
つ
く
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
仕
事
の
世
界
、
技
術
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
必
然
の
国
は
彼
ら
の
自
由
の
国
に
な
ら
ね 

ば
な
ら
な
い
。
生
産
と
分
配
と
消
費
の
技
術
的
装
置
は
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
技
術
合
理
性
は
、
仕
事
の
世
界
が
人
間
た
ち 

の
た
め
の
場
と
な
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
、
い
つ
の
日
に
か
、
心
か
ら
進
ん
で
平
和
に
暮
す
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
努
力
を
思
い 

と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
主
人
を
片
づ
け
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
方
向
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
労
働
の
「
ヒ
ュ
ー
マ 

二
ズ
ム
化
」
で
ば
な
く
て
、
新
し
い
欲
求!
—

生
存
競
争
の
軽
減
の
欲
求!
I

を
生
み
だ
す
た
め
の
労
働
の
機
械
化
、
生
産
の
計
画 

化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
し
い
技
術
の
い
く
つ
か
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
そ
の
輪
郭
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
都
市
や 

町
の
完
全
な
つ
く
り
か
え
、
抑
圧
的
産
業
化
の
暴
威
の
あ
と
の
地
方
の
再
建
、
本
物
の
公
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
制
度
、
病
人
や
老
人
の

〈6
〉

世
話
な
ど
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
失
敗
は
、
後
退
に
よ
る
よ
り
も
む
し
ろ
発
達
し
す
ぎ
に
よ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
抑
圧
的
な
監
督
の
も
と
で
、 

生
産
装
置
が
遍
在
的
な
統
制
装
置|

民
主
的
な
も
の
に
せ
よ
権
威
主
義
的
な
も
の
に
せ
よ!
!

に
ま
で
成
長
し
て
し
ま
う
と
、
ヒ
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ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
再
建
の
チ
ャ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
こ
の
状
況
は
マ
ル
ク
ス
の
考
え
の
歴
史
的
真
理
性
を
浮
き
ぼ
り
し
て 

い
る
。
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
立
つ
客
観
的
な
基
盤
は
ハ
生
産
手
段
の
社
会
化
で
も
、
「直
接
的
生
産
者
」
に
よ
る
そ
の 

統
制
で
も
な
く
て!
—

こ
れ
ら
は
必
要
な
前
提
条
件
で
は
あ
る
け
れ
ど
もI

、
む
し
ろ
そ
う
し
た
変
化
に
先
fT'
す
る
社
会
階
級
の 

存
在
、
そ
の
生
活
が
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
性
の
否
定
で
あ
り
、
そ
の
意
識
と
実
践
を
決
め
る
も
の
が
こ
の
条
件
を
廃
棄
し
た
い
と
い
う 

欲
求
で
あ
る
よ
う
な
社
会
諸
階
級
の
存
在
で
あ
る
。
全
体
主
義
的
—
技
術
的
な
段
階
は
こ
の
真
理
を
変
え
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
の 

土
台
が
ど
れ
ほ
ど
「技
術
的
」
に
な
っ
た
に
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
技
術
の
進
歩
と
技
術
合
理
性
と
の
方
向
転
換
や 

さ
ら
に
は
逆
転
の
問
題!

こ
れ
は
全
体
社
会
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
革
を
含
む
政
治
的
な
課
題
で
あ
る
—
!

に
か
か
わ
っ
て
い
る
に 

し
て
も
、
こ
の
真
理
は
変
わ
ら
な
い
。
技
術
の
進
歩
は
、
統
治
の
世
界
で
は
政
治
的
進
歩
と
し
て
現
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
選
択 

を
抑
圧
す
る
仕
方
の
進
歩
と
な
る
。
産
業
文
明
の
最
も
進
ん
だ
地
域
で
は
、
そ
の
抑
圧
は
も
は
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
は
な 

く
て
、
民
主
的
、
投
射
的
、
生
産
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
さ
え
あ
る
が
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
も
上
記 

の
条
件
は
変
わ
ら
な
い
。
抑
圧
が
個
人
の
自
律
性
と
両
立
で
き
、
個
人
の
自
律
性
を
通
じ
て
作
用
す
る
場
合
に
は
、
個
人
が
そ
れ
に 

己
れ
を
捧
げ
る
ノ
モ
ス(
規
範)

は
奴
隸
の
ノ
モ
ス
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
法
律
で
あ
る
こ
の
ノ
モ
加
は
、
国
内
的
・
国
際 

的
の
、
ま
た
社
会
間•
個
人
間
の
生
存
競
争
を
軽
減
す
る
こ
と
を
非
合
法
な
も
の
に
す
る
。
競
争
は
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
——
 

利
潤
と
権
力
の
た
め
に
、
仕
事
と
楽
し
み
の
た
め
に
、
よ
り
大
き
く
よ
り
有
効
な
制
止
物
の
た
め
に
。
そ
し
て
そ
れ
は
全
体
の
生
産 

性
を
高
め
る
。
そ
の
生
産
性
は
次
に
、
こ
の
種
の
競
争
を
永
続
化
し
、
そ
の
儀
牲
者
を
受
益
者
に
変
え
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
つ
い 

で
そ
の
受
益
者
は
全
力
を
か
た
む
け
て
役
に
立
と
う
と
す
る
。
そ
し
て
他
の
社
会
が
同
じ
サ
ー
ク
ル
に
巻
き
こ
ま
れ
る
よ
う
に
強
い 

ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
社
会
主
義
と
資
本
主
義
の
質
的
な
相
違
は
、
搾
取
の
増
大
を
通
じ
て
生
活
水
準
を
改
善
す
る
生
産
性
の
ー
振
り 

に
よ
っ
て
消
し
去
ら
れ
て
ゆ
く
。

社
会
主
義
の
理
論
に
は
、
人
口
の
い
っ
そ
う
多
く
の
部
分
に
よ
り
よ
い
生
活
を
与
え
る
よ
う
な
社
会
的
生
産
性
の
増
大
を
、
別
の 

歴
史
的
可
能
性
の
名
に
よ
っ
て
非
難
す
る
権
利
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
問
題
は
未
来
の
可
能
性
の
問
題
で
は
な
い
。
問
題
と
な
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っ
て
い
る
の
は
現
在
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
現
実
で
は
、
人
間
性
の
否
定
が
あ
ら
ゆ
る
事
業
を
通
じ
て
拡
大
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、 

敵
を
全
滅
さ
せ
る
た
め
の
日
々
の
軍
備
拡
充
の
な
か
に
、
地
下
で
生
き
残
る
た
め
の
装
置
の
な
か
に
、
ま
す
ま
す
巧
妙
に
な
っ
て
ゆ 

く
浪
費
の
計
画
の
な
か
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
免
れ
が
た
い
愚
劣
さ
の
な
か
に
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
廃
止
の
な
か
に
、
そ
し
て 

——

こ
れ
が
恐
ら
く
す
べ
て
の
う
ち
で
も
っ
と
も
効
果
的
な
否
定
で
あ
る
が
—
!

以
上
の
す
べ
て
が
、
社
会
的
承
認
と
批
判
の
な
か 

で
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
存
在
す
る
。
そ
の
社
会
的
承
認
と
批
判
と
は
、
強
制 

的
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
無
力
で
あ
っ
て
、
全
体
の
権
力
に
奉
仕
し
て
い
る
。
解
放
を
求
め
る
欲
求 

は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
す
る
。
そ
れ
は
特
定
の
一
階
級
の
欲
求
を
は
る
か
に
こ
え
た
普
遍
的
な
欲
求
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。 

——

し
か
し
そ
れ
は
、
「そ
れ
自
体
で
」
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
諸
個
人
の
た
め
に
存
在 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
社
会
主
義
は
ふ
た
た
び
抽
象
的
な
思
想
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
思
想
に
忠
実
で
あ
れ
ば
幻 

想
を
助
成
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
新
し
い
抽
象
性
は
虚
偽
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
社
会
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ 

ム
の
等
置
を
保
証
す
る
は
ず
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
産
業
社
会
の
発
達
の
過
去
の
段
階
に
属
し
て
い
た
。
社
会
主
義
の
理
論
は
、 

ど
れ
ほ
ど
真
実
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
変
革
の
未
来
の
担
い
手
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
予
言
す
る
こ
と
も
で
き
な 

い
。
だ
が
歴
史
的
変
革
の
動
き
は
、
以
前
の
ど
の
時
代
に
も
ま
し
て
、
幽
霊
と
し
て
既
成
社
会
に
出
没
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
主 

義
理
論
は
、
こ
の
幽
霊
が
基
本
的
欲
求
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
欲
求
の
自
覚
を
発
展
さ
せ
、 

擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
現
状
防
衛
の
な
か
の
虚
偽
の
統
一
を
解
消
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の 

で
あ
る
。 

〔三
沢
謙
一
訳
〕 

(
1
)

M
erIeau.poney~7zsB2a

3.SM
2e

S-70

、、e8
、(pari®1947
邦
訳
『ヒ
ュ I

マ
ニズ
ム
と
テ
ロ
ル
』C

現
代
思
潮
社)

I

九 

九
ペ
ー
ジ

〈2) 

同
邦
訳
書
、

一
七
ペ
ー
ジ
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マ

ル

ク

ス

主

義

的

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

社

会

主

義

倫

理

に

お

け

る

危

機

ュI

ジ

ン
©

カ

メ

ン

カ

E
u
g
e
n
e

 K
a
m
e
n
k
a

は
一
九
二
八
年
、
ケ
ル
ン
で
生
ま
れ
、

ー
九
三
七
年
、
オ
ー
ス 

ト
ラ
リ
ア
に
移
っ
た
。
シ
ド
ニ
ー
工
業
高
校
と
シ
ド
ニ
ー
大
学
で
学
び
、
故
ジ
ョ
ン•

ア
ン 

ダ
ソ
ン
指
導
の
も
と
に
哲
学
の
最
優
秀
賞
を
得
た
。
博
士
論
文
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
倫
理
学 

的
基
礎
』
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
提
出
さ
れ
、

ー
九
六
二
年
に 

R
o
u
t
e
d

 
旳 e  
倣 K

e
g
a
n

 p
a

社
と 

F
r
e
d
e
r
i
c
k

 A
*

 P
r
a
e
g
e
r

 

社
か
ら
出
版
さ
れ 

た
。
カ
メ
ン
カ
博
士
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
で
哲
学
を
講
義
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ロ
ン
ド
ン 

8 

で
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
現
在
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
高
等
研
究
所
の
思
想 

史
の
研
究
員
で
あ
り
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
住
ん
で
い
る
。
彼
は
目
下
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ア
オ 

イ
エ
ル3

ッ
八
に
関
す
る
著
作
を
執
筆
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
と
く
に
ゲ
マ
ガ
け 

シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
に
関
連
し
、
ド
イ
ツ
哲
学
と
社
会
学
と
の
結
び
つ
き 

に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。

I

「人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
ひ
と
は
自
分
自
身
が
他
人
の
主
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人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
他
人
よ
り
も
は
る
か
に
奴
隸
の
状
態
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。」
マ
ル
ク
ス
が
社 

会
の
徹
底
的
な
批
判
者
と
な
っ
た
の
は
、
人
間
を
こ
れ
ら
の
鎖(
ル
ソ
ー
は
こ
の
鎖
を
〈合
法
的
〉
な
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る 

が)

か
ら
解
放
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
共
産
主
義
に
お
も
む
い
た
の
は
自
由
の
た
め
で
あ
り
、
安
全
の
た
め
で
は
な
か 

っ
た
。
彼
の
抱
い
て
い
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
青
年
時
代
か
ら
、
創
造
的
、
自
己
決
定
的
な
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
す
な
わ 

ち
、
自
己
の
環
境
や
世
界
や
自
己
自
身
の
主
人
で
あ
る
よ
う
な
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
彼
に
と
っ
て
は
解
放
さ
れ
て
い
る
人
間
精
神 

の
「諸
様
相
」
と
し
て
現
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
間
と
、
自
発
的
、
調
和
的
に
協
同
す
る
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
若
い 

マ
ル
ク
ス
は
高
等
学
校
の
エ
ッ
セ
イ
で
書
い
て
い
る
。
「威
厳
は
わ
れ
わ
れ
が
奴
隸
的
な
手
段
と
は
な
ら
な
い
立
場
に
よ
っ
て
の
み 

与
え
ら
れ
る
。」
そ
の
九
年
後
に
彼
は
『独
仏
年
誌
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「宗
教
の
批
判
は
、
人
間
が
人
間
に
と 

っ
て
最
高
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
終
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
も
と
で
人
間
が
卑
し
い
、
見
放
さ
れ
た
、
あ
さ 

ま
し
い
、
む
り
や
り
に
奴
隸
に
さ
れ
る
存
在
に
な
る
よ
う
な
い
っ
さ
い
の
条
件
を
克
服
せ
よ
と
い
う
無
条
件
の
命
令
で
も
っ
て
終 

る
。」
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
共
産
主
義
は
た
ん
に
貧
困
の
廃
棄
を
も
、
ま
た
『ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
の
な
か
で
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で 

痛
烈
に
拒
否
し
た
、
公
平
の
抽
象
的
適
用
—

社
会
事
象
に
お
け
る
配
分
的
正
義
の
勝
利!
!

を
も
意
味
し
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス 

は
け
っ
し
て
共
産
主
義
を
、
政
府
の
権
力
、
権
威
、
あ
る
い
は
「代
表
的
」
な
権
力
や
権
威
が
、
人
間
に
対
す
る
個
人
の
力
や
権
威 

に
お
き
か
え
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
社
会
主
義
の
一
形
態
と
見
な
し
は
し
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
結
局
の
と
こ
ろ
ル
ソ
ー
よ
り
も
も 

っ
と
徹
底
的
で
あ
っ
て
、
ひ
と
び
と
を
拘
束
す
る
鎖
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
正
当
化
す
る
こ
と
を
、
暗
々
裡
に
拒
否
し
た
。
マ
ル
ク 

ス
は
、
ル
ソ
ー
の
い
う
一
般
意
志•
普
遍
意
志
が
歴
史
に
お
い
て
開
花
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
開
花
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う 

信
念
を
抱
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
鎖
は
衰
え
る
と
確
信
を
も
っ
て
説
い
た
。
共
産
主
義
社
会
は
自
由
の
社
会
と
な
り
、
そ
こ
で
は 

人
間
は
権
力
の
主
体
と
な
り
、
権
力
の
客
体
と
な
る
こ
と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
人
間
の
本
性
と
行
為
は
、
人
間
以
外
の
も 

の
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
国
家
、
社
会
、
人
間
の
社
会
的
状
況
、
人
間
の
動
物
的
欲
求
、
あ
る
い
は
他
の
人
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ 

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
人
を
と
り
ま
く
同
胞
は
も
は
や
、
個
人
に
対
す
る
競
争
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
個
人
や
同
胞
自
身
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を
、
競
い
あ
う
経
済
生
活
の
仮
借
な
い
要
求
に
隸
従
さ
せ
る
競
争
者
と
し
て
、
た
ち
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
歴 

史
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
社
会
技
術
、
人
間
活
動
お
よ
び
人
間
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
は
、
人
間
の
真
実
の
存
在
の
表
現
と
な
り
、 

人
間
存
在
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
ひ
と
は
自
分
自
身
の
生
活
の
な
か
で
は
、
人
間
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
尊
厳 

で
あ
る
真
実
で
究
極
的
な
自
由
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
人
間
の
な
か
に
は
、
人
間
を
普
遍
的
、
社
会
的
存
在
と
し
て
、
制
限 

さ
れ
た
特
殊,
な
存
在
で
あ
る
動
物
か
ら
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
、
自
発
的
だ
が
協
同
的
な
創
造
活
動
の
協
力
者
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。 

人
間
は
実
践
の
主
体
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
主
体
と
な
り
、
歴
史
の
客
体
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

「
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
本
質
を
か
た
ち
づ
く
る
社
会
批
判
は
、
本
質
的
に
国
家
と
貨
幣
と
い
う
二
つ
の
目
標
を
も
っ
て
い
る
。」 

とM

・
リ
ュ
ベ
ル
は
正
し
く
も
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
よ
び
起
こ
し
て
い
る
。
国
家
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
に
対
す
る
政
治
的 

支
配
力
の
、
眼
で
み
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
貨
幣
は
眼
で
み
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、 

人
間
に
対
す
る
よ
り
基
本
的
で
よ
り
滲
透
的
な
経
済
力
の
、
隠
れ
て
は
い
る
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
で
あ
る
。
も
し
マ
ル
ク 

ス
が
政
治
学
お
よ
び
経
済
学
の
批
判
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
批
判
の
な
か
に
人
間
の
条
件
を
理
解 

す
る
た
め
の
鍵
、
そ
し
て
人
間
を
支
配
す
る
カ
の
除
去
の
た
め
に
不
可
欠
な
根
拠
を
と
ら
え
る
た
め
の
鍵
を
み
て
と
っ
た
か
ら
で
あ 

る
。マ

ル
ク
ス
の
初
期
の
著
作
、
と
く
に
『独
仏
年
誌
』
へ
の
寄
稿
、
一
ハ
四
四
年
の
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』、
彼
が
一
ハ
四
五
年 

か
ら
四
六
年
に
か
け
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
書
い
た
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
俗
流
化
し 

た
弟
子
た
ち
が
師
の
普
及
し
た
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
引
用
し
た
人
間
従
属
関
係
に
関
す
る
粗
野
な
階
級
理
論
よ
り
も
、
も
っ 

と
緻
密
で
興
味
の
つ
き
な
い
、
人
間
従
属
関
係
の
本
性
と
基
礎
に
関
す
る
分
析
を
見
出
す
。
こ
れ
ら
初
期
の
著
作
の
な
か
で
マ
ル
ク 

ス
は
、
人
間
が
単
純
に
他
の
人
間
に
よ
っ
て
の
み
、
隸
属
化
さ
れ
る
と
は
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
市 

民
は
独
裁
的
な
警
察
国
家
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
貪
欲
で
欲
ぶ
か
い
資
本
家
に
よ
っ
て
隸
属
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
去
お
よ 

び
現
在
の
社
会
制
度
は
す
べ
て
、
あ
る
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
主
人
と
奴
隸
か
ら
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
体
制
に
解
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
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な
い
。
——

し
か
し
主
人
は
奴
隸
と
同
様
に
自
由
で
は
な
い
。
両
者
は
互
い
に
敵
対
的
な
関
係
と
、
打
ち
勝
ち
が
た
い
相
互
依
存
の 

関
係
と
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
両
者
は
、
欲
す
る
と
い
な
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
に
さ
だ
め
ら
れ
た
役
割
を
演
じ
さ
せ
る 

体
制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。•
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
従
属
を
、
労
働
の
分
裂
と
私
的
所
有
の
必
然
的
な
導
入
と
か
ら
「自
然
に
」 

生
じ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
従
属
の
度
を
強
め
る
可
能
性
、
人
間
を
そ
の
労
働
や
生
産
物
、
同
胞
か
ら
疎
外
す
る
可
能 

性
は
、
交
換
の
普
遍
的
な
媒
体
と
し
て
の
貨
幣
の
発
生
と
と
も
に
大
幅
に
増
大
し
た
。
貨!E—

す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
に
交
換
さ 

れ
る
——

は
い
っ
さ
い
の
も
の
を
売
物
に
し
、
人
間
に
、
彼
の
財
や
生
産
物
だ
け
で
な
く
、
彼
の
労
働
そ
の
も
の
——

い
ま
や
人
間 

は
労
働
を
他
人
に
売
る
こ
と
が
で
き
る
——

か
ら
さ
え
も
遊
離
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
「貨
幣
は
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
神
々
を
下 

落
さ
せ
、
一
つ
の
商
品
に
し
て
し
ま
う
。
貨
幣
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
普
遍
的
な
、
し
か
も
自
立
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
価
値 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
全
体
か
ら
、
す
な
わ
ち
人
間
の
世
界
か
ら
も
自
然
の
世
界
か
ら
も
、
そ
の
固
有
の
価
値
を
奪
っ
て
し
ま 

っ
た
。
貨
幣
は
、
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
労
働
と
人
間
の
存
在
と
の
本
質
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
疎
遠
な
本
質
が
人
間
を
支

(3)

配
し
、
人
間
は
そ
れ
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。」

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
疎
外
は
、
人
間
の
カ
、生
産
物
、創
造
物
—

す
な
わ
ち
人
間
の
個
性
の
発
現
で
あ
り
、
人
間
の
個
性 

を
富
ま
す
こ
と
に
直
接
役
立
つ
は
ず
の
こ
と
が
ら
す
べ
て-
-

が
人
間
か
ら
ひ
き
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
な
か
に
表
現
さ
れ 

て
い
る
〇
そ
れ
ら
の
物
は
独
立
し
た
状
態
と
力
と
を
獲
得
し
、
逆
に
人
間
の
主
人
と
し
て
人
間
を
支
配
す
る
た
め
に
人
間
に
立
ち
向 

か
う
。
そ
れ
ら
の
奴
隸
と
な
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
労
働
の
分
離
の
結
果
と
し
て
、
貨
幣
の
使
用
や
私
有
財
産
が
ま
す
ま
す
発
達
し
、 

人
間
疎
外
は
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
最
頂
点
に
ま
で
達
す
る
。
資
本
主
義
社
会
で
は
、
労
働
者
は
、
そ
の
生 

産
物
や
、
彼
が
労
働
市
場
で
売
る
労
働
か
ら
疎
外
さ
れ
、
ま
た
、
人
間
の
労
働
を
搾
取
す
る
資
本
家
、
あ
る
い
は
仕
事
を
得
よ
う
と 

し
て
競
争
す
る
労
働
者
と
し
て
彼
に
対
抗
す
る
他
の
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
、
さ
ら
に
は
人
間
の
人
格
の
充
実
と
し
て
で
は
な
く
、
そ 

の
制
限
と
し
て
人
間
に
対
抗
す
る
自
然
や
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
疎
外
こ
そ-
-

こ
れ
は
知
的
な
領
域
に
お
い 

て
は
、
人
間
と
社
会
の
科
学
が
、
経
済
的
人
間
、
法
律
的
人
間
、
倫
理
的
人
間
な
ど
に
つ
い
て
の
「抽
象
的
な
」
研
究
に
区
分
さ
れ
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て
い
る
と
こ
ろ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
——

マ
ル
ク
ス
が
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
で
生
き
生
き
と
描
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

「労
働
者
は
富
を
よ
り
多
く
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
彼
は
安
い
商
品
に
な
る
。
事
物
世
界
の
価
値
増
大 

に
ぴ
っ
た
り
比
例
し
て
人
間
世
界
の
価
値
低
下
が
ひ
ど
く
な
る
。
労
働
は
商
品
を
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
と
労
動
者

(4)

と
を
商
品
に
変
え
る
。」

人
間
労
働
の
生
産
物
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
労
働
の
活
動
そ
の
も
の
さ
え
も
、
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
労
働
者
の
活
動
の
朴 

部
に
お
け
る
疎
外
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「ま
ず
第
一
に
、
労
働
が
労
働
者
に
と
っ
て
外
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
労
働
が
人
間
の
本
質
的
な
存
在
に
属
さ
な
い
と
い
う
事 

実
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
自
己
の
労
働
に
お
い
て
、
自
己
を
肯
定
せ
ず
に
否
定
す
る
と
い
う
事
実
、
人
間
は
労
働
に
お
い
て
満
足
せ 

ず
、
不
幸
を
感
じ
る
と
い
う
事
実
、
人
間
は
自
由
な
肉
体
的
、
精
神
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
展
さ
せ
ず
、
自
己
の
身
体
を
消
耗
さ 

せ
、
自
己
の
精
神
を
荒
廃
さ
せ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
は
自
己
の
労
働
の
外
で
の
み
自
己
自
身
を
感
じ
、
他 

方
、
労
働
の
内
部
で
は
自
己
の
外
に
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
人
間
は
労
働
し
て
い
な
い
と
き
に
は
家
庭
に
い
る
よ
う
に
安
ら
ぎ
、 

労
働
し
て
い.
る
と
き
に
は
そ
う
し
た
安
ら
ぎ
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
仕
事
は
自
発
的
な
も
の
で
な
く
、
強
い
ら
れ
た
も 

の
で
あ
り
、
強
制
労
働
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
労
働
は
あ
る
欲
求
の
満
足
で
は
な
く
、
労
働
以
外
の
と
こ
ろ
で
諸
欲
求
を
満 

足
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
…
…

以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間(
労
働
者)

は
た
だ
わ
ず
か
に
食
う
こ
と
、
飲
む
こ 

と
、
生
む
こ
と
と
い
っ
た
動
物
的
な
諸
機
能
、
さ
ら
に
せ
い
ぜ
い
住
む
こ
と
や
着
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
の
み
自
由
に
行
動
し
て 

い
る
と
感
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
そ
の
人
間
的
な
諸
機
能
に
お
い
て
は
、
た
だ
も
う
動
物
と
し
て
の
み
自
分
を
感
ず
る
と
八
う

巧〇
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こ
と
で
あ
る̂

動
物
的
な
も
の
が
人
間
的
な
も
の
と
な
り
、
人
間
的
な
も
の
が
動
物
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る̂ 

食
う
こ
と
、
飲
む
こ
と
、
生
む
こ
と
も
た
し
か
に
人
間
的
な
機
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
人
間
的
活
動
の
そ
の
他
の
領
域

〈5) 

か
ら
ひ
き
離
し
て
、
唯
一
の
究
極
目
的
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
抽
象
が
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
は
動
物
的
で
あ
る
。」 

未
開
人
と
文
明
人
の
あ
い
だ
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
の
源
泉
は
、
「未
開
人
は
自
分
自
身
の
内
部
で
生
き
る
の
に
、
他
方
、
社
交
的
人 

間
は
つ
ね
に
自
己
の
外
に
生
き
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
し
か
生
き
方
を
知
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
の
存
在
の
意
識
を
、

〈6)

自
分
に
つ
い
て
の
他
人
の
判
断
か
ら
受
け
と
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
ル
ソ
ー
は
書
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
初 

期
の
著
作
に
お
い
て(
後
期
の
著
作
に
お
い
て
も
、
と
私
は
主
張
し
た
い
の
だ
が)
、
経
済
生
活
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
疎
外
、
つ 

ま
り
私
有
財
産
の
基
礎
の
上
に
組
織
さ
れ
る
労
働
の
分
離
に
お
け
る
疎
外
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
労
働
、
心
づ
く
し
、
愛
情
、 

恋
愛
で
さ
え
も
、
売
買
さ
れ
る
商
品
に
変
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
貨
幣
の
使
用
に
お
け
る
疎
外
、
の
必
然
的
な
基
礎
を
示
そ
う
と 

試
み
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
労
働
と
私
有
財
産
と
の
分
離
は
、
歴
史
の
あ
る
一
時
期
で
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ 

不
可
欠
な
こ
と
で
さ
え
あ
る
。
——

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
自
己
の
能
力
を
発
展
さ
せ
、
無
制
限
な
潜
在
力
を
実
現
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。
未
開
人
は
ま
だ
、
自
分
の
労
働
を
自
分
自
身
か
ら
分
離
せ
ず
、
使
用
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
以
外
の
目
的
の
た
め
に 

生
産
す
る
こ
と
を
ま
だ
学
ん
で
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
基
本
的
な(
動
物
的
な)

必
要
を
満
た
す
た
め
の
絶
望
的
な
闘
い
に
お
い
て
、 

ま
た
自
然
へ
の
あ
わ
れ
な
依
存
に
お
い
て
、
未
開
人
も
や
は
り
文
明
人
と
同
様
に
囚
わ
れ
び
と
で
あ
っ
た
。
自
然
を
支
配
し
、
人
間 

疎
外
を
克
服
す
る
と
い
う!
!

こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
能
力
に
、
人
間
の
自
由
へ
の
鍵
が
存
す
る
。
資
本
主
義
は
自
然
の
支
配 

を
な
し
遂
げ
た
が
、
社
会
主
義
は
人
間
疎
外
の
克
服
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
と
マ
ル
ク
ス
は
信
じ
た
。 

一
ハ
四
四
年
の
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
共
産
主
義
社
会
、
す
な
わ
ち
真
の
究
極
的
な
人
間 

的
自
由
の
社
会
像
を
描
い
た
。
こ
の
社
会
像
に
対
す
る
好
意
的
な
批
評
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
に
意
識
的
に
創
造
し
、
自
発
的
で 

完
全
な
調
和
に
お
い
て
協
働
す
る
芸
術
家
社
会
の
像
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
国
家
も
犯
罪
も
闘
争
も
、
懲
罪
的
な
権

ェ5エ
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威
や
抑
圧
的
な
支
配
の
必
要
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
マ
ル
ク
ス
は
信
じ
た
。
だ
れ
も
が
他
の
ひ
と
び
と
と
も
に
生
産
的
労
働
に 

採
用
さ
れ
、
社
会
的
、
協
働
的
創
造
に
お
い
て
自
己
を
充
実
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
闘
争
は
共
通
の
目
的
を
も
つ
闘
争
と
な
る
で
あ
ろ 

う
。
ひ
と
は
自
分
の
仕
事
や
他
の
ひ
と(
び
と
の
な
か
に
、
依
存
や
不
快
を
で
な
く
、
自
由
と
満
足
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど 

芸
術
家
が
自
分
の
仕
事
や
他
の
芸
術
家
の
仕
事
の
な
か
に
イ
ン
ス
ピ
レI

シ
ョ
ン
や
満
足
を
見
出
す
の
と
同
じ
よ
う
に
。
財
産
の
概 

念
そ
の
も
の
を
克
服
す
る
真
に
自
由
な
人
間
は
、
こ
う
し
て
、
上
か
ら
課
さ
れ
る
規
則
、
義
務
を
果
た
せ
と
い
う
道
徳
的
勧
告
、
何 

を
な
す
べ
き
か
を
規
定
す
る
「権
威
」
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
外
側
か
ら
課
さ
れ
る
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
は
創
造
さ
れ 

え
な
い
。
そ
れ
は
芸
術
そ
の
も
の
の
権
威
や
訓
練
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
権
威
も
訓
練
も
知
ら
な
い
。
芸
術
に
関
し
て
真
理
で
あ 

る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
で
生
産
的
な
労
働
に
つ
い
て
も
真
理
で
あ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
信
じ
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
真
の
共 

産
主
義
が
、
粗
野
な
「共
産
主
義
」
す
な
わ
ち
「私
有
卧
産
と
し
て
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
も 

の
を
破
壊
し
、
才
能
等
々
を
暴
力
的
な
や
り
方
で
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
ほ
ど
、
物
質
的
所
有
に
支
配
さ
れ
て
い
る
共
産
主
義
」)
で 

は
な
い
。
同
様
に
ま
た
、
「自
由
な
労
働
」
は
「
フ
ー
リ
エ
が
若
い
女
工
員
の
よ
う
な
ひ
ど
い
素
朴
さ
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
、
た 

ん
な
る
た
わ
む
れ
、
衣
ん
な
る
娯
楽
」
で
は
な
い
。
「真
に
自
由
な
労
働
、
た
と
え
ば
作
曲
は
、
同
時
に
非
常
に
真
剣
で
、
最
も
激

(8) 

*

し
い
努
力
な
の
で
あ
る
。」 

や

こ
こ
に
そ
の
概
略
を
描
い
た
共
産
主
義
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
生
涯
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
あ
っ
た
と
私
は
思 

う
。
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
一
八
四
五
—
四
六
年
の
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
一
八
五
〇
年
か
ら
五
九
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
つ 

く
ら
れ
た
ノ
ー
ト
と
草
稿
、
一
八
七
五•
年
の
『ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
に
あ
き
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
『資
本
論
』
三 

巻
を
通
じ
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
由
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
自
発
的
な
協
働
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
ま
た
、
ひ
と
た
び
人 

間
が
依
存
と
必
要
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
の
、
人
間
の
意
識
の
自
己
決
定
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
経 

済
的
豊
か
さ
、
な
い
し
社
会
的
安
全
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
共
産
主
義
を
そ
の
よ
う
に
み
た
か
も
し
れ
な
い
が
、 

マ
ル
ク
ス
は
そ
う
で
は
な
か
つ
だ
。
生
涯
の
終
り
ま
で
、
あ
れ
ほ
ど
意
識
的
、
無
意
識
的
に
骨
折
っ
て
そ
の
な
か
を
歩
ん
だ
「経
済
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的
な
汚
濁
」
を
通
じ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ね
に
自
由
の
哲
学
者
で
あ
り
、
使
徒
で
あ
り
、
予
言
者
で
あ
っ
た
。

n

こ
ん
に
ち
の
民
主
社
会
主
義
運
動
の
理
論
的
な
危
機
は
社
会
主
義
倫
理
に
お
け
る
危
機
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
危
機
と
い
う
の 

は
、
次
の
二
つ
の
強
い
関
心
の
あ
い
だ
の
緊
張
、
す
な
わ
ち
経
済
的
合
理
主
義
お
よ
び
物
質
的
豊
か
さ
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
強
い 

関
心
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
が
自
由
の
経
済
的
な
必
須
条
件
と
見
な
す
も
の
に
示
し
た
関
心
と
、
所
有
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
克
服 

し
、
手
段
と
目
的
と
の
間
の
分
離
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
真
に
人
間
的
な
道
徳
に
対
す
る
強
い
関
心
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
か
ら
生
ず 

る
危
機
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
相
克
を
、
自
分
の
描
い
た
次
の
よ
う
な
イ 

メ
ー
ジ
の
な
か
で
脚
色
し
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
利
益
と
報
酬
に
関
心
を
も
ち
、
安
全
を
求
め
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
商
業
的
な 

目
的
の
た
め
の
手
段
と
見
な
す
消
費
者
の
倫
理
と
、
私
心
の
な
い
創
造
性
、
協
働
、
競
争
お
よ
び
報
酬
に
対
す
る
無
関
心
と
い
っ
た 

「英
雄
的
」
な
価
値
に
も
と
づ
く
生
産
者
の
倫
理
と
の
あ
い
だ
の
歴
史
的
な
相
克
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者 

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
あ
る
程
度
意
識
的
に
影
響
を
受
け
、
資
本
主
義
の
商
業
的
、
分
離
的
な
社 

会
と
、
共
産
主
義
の
疎
外
さ
れ
な
い
社
会
と
の
あ
い
だ
の
、
マ
ル
ク
ス
の
描
い
た
対
照
を
著
し
く
発
展
さ
せ
て
、
社
会
学
的
カ
テ
ゴ 

リ
ー
に
し
た
。
テ
ン
ニ
エ
ス
の
ば
あ
い
、
そ
の
対
照
と
は
、
商
業
的
で
分
離
的
な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト(Gesellschas

と
、
ゲ
マ
イ 

ン
シ
ャ
フ
ト(Gem

e

B-schas

と
い
う
有
機
的
な
共
同
体
と
の
対
照
で
あ
る
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
現
金
関
係
が
ほ
か
の
あ
ら 

ゆ
る
社
会
的
結
び
つ
き
や
諸
関
係
を
追
放
す
る
傾
向
の
あ
る
市
民
的
・
商
業
的
社
会
で
あ
り
、
人
間
が
契
約
と
商
業
上
の
や
り
と
り 

に
よ
っ
て
の
み
結
び
つ
け
ら
れ
る
社
会
で
あ
り
、
都
市
が
田
舎
を
支
配
し
、
商
業
階
級
が
全
土
を
市
場
に
変
え
る
社
会
で
あ
り
、 

「共
通
の
社
会
的
領
域
」
が
、
交
換
の
さ
い
に
ひ
と
び
と
が
会
合
す
る
は
か
な
い
一
瞬
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
よ
う
な
、
ま
た
契 

約
法
で
「〈
一
時
的
な
〉
同
意
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
ひ
と
び
と
が
も
つ
は
か
な
い
一
瞬
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
よ
う
な
社
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会
で
あ
る
。
他
方
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
「共
通
領
域
」
は
自
然
的
調
和
、
伝
統
、
友
情
の
き
ず
な
、
宗
教
的
秩
序
の
共
同
受
容 

に
も
と
づ
く
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は
、
生
産
は
第
一
に
農
業
生
産
で
あ
り
、
使
用
す
る
た
め
の
生
産
で
あ
り
、
社
会
は
、
他
人 

を
「抽
象
的
に
」
取
り
扱
わ
せ
な
い
身
分
的
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
分
離
し
た
フ
ァ
ク
タ
ー
に 

も
か
か
わ
ら
ず
本
来
的
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
他
人
の
た
め
に
行
動
す
る
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
は
、
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
統 

ー
さ
れ
た
フ
ァ
ク
タ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
来
的
に
分
離
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
孤
立
し
て
お
り
、
自
分 

だ
け
を
頼
り
に
し
て
お
り
、
他
の
人
間
は
彼
の
前
に
競
争
者
や
相
容
れ
ぬ
邪
魔
者
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
る
。
テ
ン
ニ
エ
ス
に
と
っ
て
、 

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
の
相
違
は
二
種
の
意
志
の
相
違
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
意
志
も
、
二
つ
の 

社
会
の
意
志
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
本
質
意
志(wesenwEe)、

つ
ま
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
人
間
が 

全
人
格
を
表
現
し
、
手
段
と
目
的
の
あ
い
だ
に
発
展
し
た
差
別
が
存
在
し
な
い
自
然
的
な
あ
る
い
は
統
合
的
な
意
志
に
も
と
づ
く
。 

こ
れ
に
対
立
す
る
の
が
選
択
意
志(KarwB)、

つ
ま
り
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
特
徴
を
も
ち
、
合
理
的
だ
が
、
あ
る
意
味
で
気
ま 

ぐ
れ
な
意
志
、
手
段
と
目
的
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
意
志
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「目
的
合
理
的
」
な
(
目
的
に
対
し 

合
理
的
な)

行
為
と
よ
ぶ
も
の
が
支
配
す
る
意
志
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
に
出
版
さ
れ
た
所
有
に
関
す
る
小
論
文
の
な
か
で
、
テ
ン 

ニ
エ
ス
は
そ
の
相
違
を
例
証
し
て
い
る
。
甘
然
的
意
志
の
対
象
で
あ
る
所
有
物
は
、
人
間
の
自
然
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、 

そ
れ
が
人
間
の
自
然
か
ら
分
離
さ
れ
る
な
ら
ば
必
然
的
に
不
幸
を
得
る
。
所
有
者
と
そ
の
所
有
物
は
融
合
す
る
、
す
な
わ
ち
所
有
物 

は
所
有
者
の
部
分
と
な
り
、
彼
自
身
の
創
造
物
と
し
て
愛
さ
れ
、
い
っ
く
し
ま
れ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
人
間
は
、
自
分
た
ち 

の
所
有
す
る
需
、
自
分
た
ち
の
家
や
庭
、
自
分
た
ち
や
祖
先
が
子
孫
の
た
め
に
つ
く
り
だ
し
た
「芝
生
」
に
向
か
っ
て
行
動
す
る 

傾
向
が
あ
る
。
自
然
意
志
か
ら
生
ず
る
諸
関
係
に
お
い
て
は
、
快
と
苦
、
満
足
と
不
満
足
と
の
あ
い
だ
に
は
っ
き
り
し
た
区
別
は
存 

在
し
な
い
。
農
夫
は
自
分
の
土
地
に
悲
し
み
も
喜
び
も
、 
義
務
も
楽
し
み
も
、
責
務
も
特
権
も
見
出
す
。
他
方
、
合
理
的
な
意
志
は 

次
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
貨
幣
に
対
す
る
関
係
、
元
帳
に
お
け
る
信
用
あ
る
い
は
借
方
と
し
て
表
現
さ
れ
る
財
産 

に
対
す
る
関
係
、
こ
れ
こ
れ
の
額
の
賃
金
を
必
要
と
す
る
「人
手
」
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
表
現
を
見
出
す
。
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合
理
的
意
志
に
も
と
づ
く
所
有
の
究
極
的
な
完
成
は
、
商
業
的
な
株
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
株
式
が
生
産
過
程
で
つ
く
り
だ
す 

所
有
物
を
い
ま
だ
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
所
有
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
喜
び
と
悲
し 

み
、
満
足
と
不
満
足
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
利
益
は
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
り
、
満
足
で
あ
る
。
損
失
は
マ
イ
ナ 

ス
で
あ
り
、
悲
し
み
で
あ
り
、
不
満
足
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
功
利
主
義
道
徳
の
完
成
が
あ
る
。
す
べ
て
は
抽
象
さ
れ
、
そ
の
生
き
た 

文
脈
か
ら
ひ
き
さ
か
れ
、
疎
外
さ
れ
た
目
的
の
も
と
に
包
含
さ
れ
る
。

進
ん
だ
西
欧
の
産
業
社
会
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
賃
金
の
社
会
的
な
可
動
性
と
再
分
配
、
地
位
、
機
会
が
、
伝
統
的
な
階
級
闘 

争
で
の
単
純
な
階
級
区
分
を
絶
望
的
に
不
明
瞭
に
し
、
ま
た
拡
散
さ
せ
、
ま
た
増
大
す
る
豊
か
さ
が
、
疎
外
概
念
を
貧
困
の
概
念
に 

結
び
つ
け
る
こ
と
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
破
壊
す
る
西
欧
の
先
進
産
業
社
会
に
お
い
て
、
社
会
主
義
の
思
想
家
の
う
ち
、
最
も
有
能 

な
ひ
と
び
と
は
、
テ
ン
ニ
エ
ス
の
光
に
照
し
て
読
ん
だ
若
き
マ
ル
ク
ス
に
、
立
ち
も
ど
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
、
資 

本
主
義
に
対
す
る
現
代
の
社
会
主
義
的
枇
判
は
、
も
は
や
労
働
者
の
窮
乏
化
や
物
質
的
な
搾
取
に
関
す
る
主
張
に
も
と
づ
く
こ
と
は 

で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り
に
社
会
主
義
的
批
判
は
次
の
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ー 

種
の
共
同
体
で
あ
る
グ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
資
本
主
義
が
準
備
し
よ
う
と
し
な
い
点
に
、
ま
た
、
商
業
的
な
目
的
と
い
う
関
心
に
も 

と
づ
い
て
人
間
を
巧
み
に
処
理
す
る
点
に
、
さ
ら
に
、
資
本
主
義
が
人
間
を
、
一
時
的
で
物
質
的
な
満
足
を
求
め
る
と
い
う
性
格
の 

鋳
型
に
は
め
こ
も
う
と
す
る
や
り
方
に
で
あ
る
。
他
方
、
共
産
主
義
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
を
主
張
す
る
社
・
会
に
お
い
て
は
、
社
会 

批
判
者
の
う
ち
最
も
有
能
な
ひ
と
び
と
——

た
と
え
ば
、
多
く
の
ユ
ー
ゴ
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ 

P

ッ
ホ
や
レ
ス
ジ
ェ
ク
・n

ラ
ロ
フ
ス
キ-
-

は
真
の
友
愛
と
し
て
の
共
産
主
義
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
援
用
し 

た
が
、
そ
の
よ
う
な
真
の
友
愛
関
係
に
お
い
て
は
、
個
人
と
社
会
の
あ
い
だ
の
対
立
は
克
服
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま 

た
同
様
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
権
威
主
義
的
な
考
え
方
を
、
ま
た
、
党
の
神
学
者
に
よ
っ
て
説
教
さ
れ
る
服
従
と
忍
従
と
の
強 

調
を
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
非
官
僚
主
義
的
な
社
会
主
義
者
が
倫
理
的
な
復
興
の
絶
好
の
機
会
を
見
出
す
の
は
、
マ
ル
ク
ス 

主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
で
あ
り
、
フ
ェ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
や
進
歩
し
た
労
働
組
合
の
商
業
道
徳
の
な
か
に
で
は
な
い
。
ポ
ル
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ト
ガ
ル
や
イ
タ
リ
ー
の
大
部
分
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
「後
進
」
諸
国
に
は
、
明
ら
か
に
階
級
的
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
依 

然
と
し
て
ア
ッ
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
ひ
と
び
と
が
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
彼
ら
の
国
の
状
況
が
、
「二
〇
世
紀
」
の
状
況
で
は 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
『共
産
党
宣
言
』
か
ら
訴
え
か
け
ら
れ
て
い
る
ひ
と
た
ち
の
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
政 

治
的
民
主
主
義
の
た
め
の
闘
い
や
、
封
建
君
主
的
な
特
権
の
廃
止
の
た
め
の
闘
い
、
さ
ら
に
は
経
済
的
な
発
展
を
資
本
主
義
の
束
縛 

か
ら
で
は
な
く
伝
統
的
な
社
会
の
束
縛
か
ら
自
由
に
す
る
た
め
の
闘
い
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
の 

大
部
分
に
と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
彼
ら
と
二
〇
世
紀
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
諸
条
件
を
破
壊
す
る
一
つ
の
方
法
に
ほ
か
な
ら 

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
逆
説
的
な
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
手
中
に
あ
る
階
級
闘
争
は
、
人
間
を
資
本
主
義
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
、 

共
産
主
義
の
、
自
由
で
友
愛
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
ま
で
導
い
て
ゆ
く
か
わ
り
に
、
せ
い
ぜ
い
人
間
を
、
前
資
本
主
義
的
な
社 

会
の
抑
圧
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
近
代
の
産
業
時
代
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
ま
で
導
く
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ 

な
い
。
ソ
ヴ
ォ
エ
ト
連
邦
や
！I

究
極
的
に
は!
!

中
国
に
お
け
る
真
の
政
治
的
解
放
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
最
も
現
実
的
な
期
待 

が
、
そ
れ
ら
の
国
で
の
特
殊
化
の
成
長
や
慢
性
的
な
欠
乏
の
か
な
り
の
程
度
の
克
服
、
消
費
者
市
場
の
勃
興
に
、
要
す
る
に
資
本
主 

義
社
会
を
伝
統
的
権
威
的
社
会
か
ら
区
分
ザ
る
価
値
の
い
く
つ
か
が
、
次
第
に
普
及
し
て
き
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ 

と
は
、
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
こ
こ
に
社
会
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
基
本
的
な
問
題
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
典
的
な
マ
ル
ク 

ス
主
義
は
、
力
と
信
仰
を
合
わ
せ
た
一
つ
の
巨
大
な
運
動
に
お
い
て
、
産
業
の
発
展
に
対
す
る
是
認
と
、
封
建
時
代
の
農
村
の
同
胞 

愛
や
共
同
体
へ
の
あ
こ
が
れ
と
を
結
び
つ
け
た
。
古
典
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
間
か
ら
そ
の
個
性
を
奪 

っ
た
機
械
は
一
つ
の
歴
史
的
な
使
命
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
機
械
は
商
業
社
会
の
露
骨
な
分
裂
を
も
た
ら
す
性
格
を
維
持
し 

拡
大
す
る
よ
う
に
み
え
た
反
面
、
そ
れ
を
克
服
し
、.
人
間
の
王
国
を
招
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る̂ 

政
治
・
経
済
的
な
民
主
主
義
へ
の
道
、
物
質
的
な
満
足
へ
の
道
、
最
も
充
実
し
た
意
味
に
お
け
る
自
由
へ
の
道
は
、
す
べ
て
一
本
で 

あ
り
、
同
じ
道
で
あ
っ
た
。
こ
ん
に
ち
、
そ
れ
ら
の
道
は
二
つ
あ
る
い
は
三
つ
に
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
多
く
の
方
向
に
分
岐
し
て
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い
る
。
そ
し
て
世
界
は
新
し
い
道
標
を
立
て
よ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
か
ら
一
つ
の
新
し
い
地
図
を
要
求
し
て
い
る
。 

マ
ル
ク
ス
と
テ
ン
ニ
エ
ス
の
著
作
か
ら
、
つ
ま
り
疎
外
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
か
ら
、
一
つ
の
根
本
的
な
倫
理
を
構
成
す 

る
こ
と
が
可
能
だ
と
私
は
信
じ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
知
識
の
獲
得
に
、
ま
た
知
的
お
よ
び
物
質
的
な
生
産
の
伝
統
、
政
治
的
企
て 

お
よ
び
民
主
主
義
の
伝
統
に
結
び
つ
い
た
倫
理
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
成
功
の
保
証
を
も
た
ぬ
、
闘
争
と
批
判
の
倫
理
で
あ
ろ
う
。 

歴
史
は
、
自
発
的
に
協
働
す
る
人
間
的
本
質
の
進
歩
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
物
語
で
も
な
く
、
真
に
正
し
い
社
会
し
か
も
人
間
的
な 

社
会
に
向
か
っ
て
不
可
避
的
に
進
む
過
程
で
も
な
い
。
歴
史
は
完
結
的
な
物
語
、
究
極
的
な
目
標
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
は
し
な
い
。 

そ
し
て
歴
史
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
社
会
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
社
会
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
、
追
放
さ
れ
た
ト
ロ
ッ
キI
 

の
よ
う
に
、
「歴
史
」
と
「社
会
」
と
は
そ
こ
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
る
無
法
に
対
し
わ
れ
わ
れ
が
対
抗
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い 

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
歴
史
と
社
会
が
わ
れ
わ
れ
を
し
て
無
法
に
直
面
さ
せ
る
と
き
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ 

--
ス
ト
は
卜P

ッ
キ
ー
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
こ
ぶ
し
を
も
っ
て
闘
争
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

批
判
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
明
確
に
求
め
あ
げ
る
場
合
で
さ
え
、
ま
と
も
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
が
残
さ 

れ
て
い
る
。
テ
ン-
ー
エ
ス
の
仕
事
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
を
形
成
す
る
さ
い
に
、
平
等
な
働
く
集
団
の
友
愛
と
、
す
べ
て 

の
人
が
そ
の
地
位
を
知
り
、
か
つ
、
受
け
い
れ
る
封
建
的
な
社
会
の
温
情
主
義
と
を
混
同
し
て
い
る
。
非
商
業
的
社
会
に
つ
い
て
の
、 

ブn

メ
テ
ウ
ス
の
よ
う
に
雄
大
な
社
会
主
義
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
階
層
的
秩
序
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
た
だ
そ
の
こ 

と
に
よ
っ
て
の
み
13
マ
ン
チ
ッ
ク
な
保
守
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
主
義
的
な
集
産
主
義
的
実
践
が
最 

小
の
規
模
で
な
さ
れ
る
と
き
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
規
模
で
な
さ
れ
た
と
き
に
失
敗
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
連
関
し
て 

い
る
。
民
主
主
義
的
社
会
主
義
の
遺
産
お
よ
び
自
由
の
社
会
主
義
的
概
念
の
大
部
分
は
、
資
本
主
義
的
発
展
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る 

「開
か
れ
た
」
社
会
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
人
間
を
宗
教
的
・
封
建
的
権
威
の
拘
束
か
ら
解
放
し
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
個
人
主 

義
の
理
想
を
創
造
し
、
拡
大
さ
れ
た
家
族
の
抑
圧
を
切
り
離
し
、
「私
的
」
な
も
の
の
領
域
を
、
「公
的
な
」
も
の
に
対
す
る
反
対 

物
と
し
て
大
幅
に
増
大
さ
せ
た
。
手
段
と
目
的
と
の
分
離
は
、
人
間
の
生
産
の
範
囲
と
力
を
信
じ
が
た
い
ま
で
に
増
大
さ
せ
た
。
資
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本
主
義
的
市
場
は
、
ハ
イ
エ
ッ
ク
や
ミI

ゼ
ス
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
自
分
た
ち
の
ば
ら
ば
ら
な
個
人
的
目 

的
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
な
が
ら
も
、
共
通
の
手
段
へ
と
一
致
す
る
こ
と
の
で
き
る
モ
デ
ル
を
創
造
し
た
。 

こ
の
感
じ
は
疑
い
も
な
く
部
分
的
に
は
誤
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
的
手
段
は
ひ
と
び
と
が
追
求
す
る
目
的
を
か
た
ち
づ
く
る
が
、 

こ
の
よ
う
な
目
的
は
、
た
だ
そ
れ
ら
が
追
求
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
別
な
倫
理
的
「神
聖
さ
」
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

し
か
し
、
自
由
の
理
論
を
発
展
さ
せ
る
さ
い
に
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的
束
縛
か
ら
自
由
に
な
っ
た
人
間
精
神
の
本
質
的
に 

協
働
的
な
本
性
に
対
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
信
頼
を
お
い
て
い
る
マ
ル
ク
ス
に
、
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
革
命 

の
学
校
と
し
て
の
工
場
に
簡
単
に
頼
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し
現
代
の
産
業
の
発
展
が
、
協
働
の
新
し
い
形
態
を
教
え
た
と
す
れ 

ば
、
そ
れ
は
ま
た
官
僚
主
義
化
の
新
し
い
よ
り
強
大
な
形
態
を
も
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
科
学
と
技
術
の
発
達
が
、
肉
体 

的
に
不
快
な
労
働
か
ら
ま
す
ま
す
人
間
を
解
放
し
、
物
質
的
な
資
源
を
扱
う
さ
い
に
直
接
に
用
い
ら
れ
る
力
を
除
去
す
る
傾
向
を
も 

っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
つ
ね
に
マ
ネI

ジ
メ
ン
ト
や
指
導
や
人
間
の
よ
り
巧
妙
な
経
済
的•
社
会
的
依
存
へ
の
必
要
を
、
増 

大
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
に
関
す
る
観
念
を
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
程
度
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る 

な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
産
業
社
会
に
つ
い
て
わ
見
解
の
方
を
、
は
る
か
に
も
っ
と
根
本
的
に
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ
の
仕 

事
に
、
私
の
同
輩
が
本
気
で
と
り
か
か
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。 

〔藤
巻
和
夫
訳
〕 

(
1
)J;

RousseaF  D
g
 Contraf  soc
邦
訳
『社
会
契
約
論
』
第
一
部
、
第
一
邕 

(2) 

M
axim

iHen  Rubel、Le  Concep  
什 do dem

ocrat:*  chez  M
arx"  in  Contyat  social”  VoL  VL

 so- 

(3) 

Karl  M
arx、Zur  Judenfrag

邦
訳
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」(
大
月
書
店
版
全
集
、 
第
一
巻)

四
二
ペ
ー
ジQ 

(4) 

Karl  M
arx"  okonisch

—philosophische  M
anus  

殳ipEe  RM
S  dem

 Jahre  184

邦
訳
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』(
岩
波
文 

庫
版)
ハ
六•
ヘ
ー
ジ
。

(5) 

同
邦
訳
書
、
九
ー
ー
三•
へ
—
ジ
。

(
6
)J

 RousseaF  Discoays  s  
ミ
Q
g
2
 de  rinegalioaym
 
二 es  hojntne

邦
訳
『人
間
不
平
等
起
源
論
』(
岩
波
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文
庫
版)

一四一・ヘ
ー
ジ
。
私
の
同
僚
のsi  Benn

氏
の
好
意
に
よ
っ
て
、
私
は
こ
の
一
節
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

へ7
)
 

『経
済
学•
哲
学
草
稿
』(
岩
波
文
摄
)

ニ
ー
七.
へ1

ジ
。
•

へ8
)
 

Karl  M
arx

”  Gytindsse  der  K
k
 dey  p
o
t
宀 schen

k
o
o
m
&
 
グ
ー
九
三
九
年
に
は
じ
め
て
出
扳
さ
れ
た
も
の
で
、 

マ
ル
ク
ス
が
後
に
『経
済
学
批
判
』
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
草
稿)
。
邦
訳
『経
済
学
批
判
要
綱
』(
大
月
書
店)
第
三
巻
、
五
五
六
ペ
ー
ジ
。
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社

会

主

義

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

科

学

I

ウ

ン

ベ

ル

ト

・

ツ

エ

ロ

—

二

U
m
b
e
r
t

 C
e
r
r
o
n
i

 

は

『
カ
ン
ト
と
法
律
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
基
礎
』
お
よ
び
『
マ
ル 

ク
ス
と
現
代
法
』
の
二
著
で
、
社
会
主
義
の
制
度
を
研
究
し
た
。
彼
は
ロ
ー
マ
大
学
で
法
哲 

学
を
教
授
し
て
お
り
、
同
大
学
で
一
九
四
七
年
に
右
の
研
究
を
完
成
さ
せ
た
。
イ
タ
リ
ア
法 

哲
学
会
お
よ
び
ロ
ー
マ
に
お
け
る
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
主
宰
の
実
行
委
員
会
の
メ
ン
バ 

—
で
あ
り
、

『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
評
論
』
の
出
版
を
指
導
し
、
多
く
の
文
化
的
雑
誌
に
寄
稿
し
て 

き
たQ

一

九
二
六
年
ミ
ラ
ノ
生
ま
れ
で
あ
る
。

言
葉
は
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
「社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
の
主
要
な 

意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
第
一
の
意
味
は
社
会
—
民
主
主
義
的
伝
統
か
ら
由
来
し
た
も 

の
で
、
マ
ル
ク
ス
の
諸
観
念
に
つ
い
て
の
、
い
く
つ
か
の
実
存
主
義
的
解
釈
に
よ
っ
て
新
た
な
も
の
と
さ
れ
た
。
理
論
的
な
「修
正 

主
義
」
の
分
派
は
す
べ
て
革
命
的
な
思
想
と
行
動
そ
の
も
の
を
し
だ
い
に
放
棄
し
て
ゆ
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
と
ユ
ー
マ
ニ
ス
テ 

イ
ッ
ク
」
な
特
徴
に
つ
い
て
説
い
て
き
た
が
、こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
特
徴
を
生
か
す
た
め
に
、
彼
ら
の
「狭
い
」 

階
級
的
な
特
徴
を
犠
牲
に
し
て
、
あ
る
と
き
は
『様
式
の
形
而
上
学
』
と
『資
本
論
』
と
を
、
ま
た
あ
る
と
き
は
『精
神
現
象
学
』
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社会主義ヒューマニズムと科学

と
『資
本
論
』
と
を
思
想
上
統
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
に
よ
つ 

て
、
ま
た
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
の
「人
間
的
立
場
か
ら
の
」
社
会
主
義
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
も
っ
と
最
近
の
諸
思
想(
ル 

フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
、
カ
ル
ヴ
ェ
、
タ
ッ
カ
ー
な
ど)

に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

第
二
の
意
味
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
連
で
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
階
級
的 

社
会
主
義
の
道
徳
的
な
産
出
物
と
見
な
し
た
。
し
か
し
、
も
し
第
一
の
傾
向
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
科
学
を
理
論
的
に
粛
清
し
よ
う
と 

努
力
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
の
傾
向
は
、
実
際
に
は
社
会
主
義
を
最
も
非
人
間
的
に
歪
曲
し
な
が
ら
、
そ
の
道
徳
的
な
諸 

原
理
を
説
い
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
社
会
主
義
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語
に
関
す
る
二
つ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
慎
重
に 

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
信
用
し
な
い
の
は
フ
ェ
ア
な
態
度 

で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
言
葉
に
以
前
か
ら
結
び
つ
い
て
い
た
諸
観
念
を
そ
の
ま
ま
信
用
せ
ず
、
そ
れ
ら
を 

批
判
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

当
面
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
の
欠
陥
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
伝
統
的
に
受
け
て
き
た
意
味
の
ず
れ
、 

本
質
的
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
合
理
化
し
教
訓
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
意
味
の
ず
れ
か
ら
生
じ
た
よ
う
に
私
に
は 

思
わ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
種
の
変
形
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
内
容
と
歴
史
的
な
意
味
を
正
確
に
照
合
す
る
こ
と
が 

忘
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
的
な
意
味
の
う
ち
で
も
、
二
つ
の
も
の
が
重
要 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
意
味
は
、
古
い
中
世
の
神
学
文
化
の
崩®

の
特
徴
で
あ
る
理
論
的
な
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
あ
い 

だ
に
育
っ
て
き
た
も
の
で
、
思
想
の
世
俗
化
に
、
す
な
わ
ち
、
め
ざ
め
た
経
験
科
学
か
ら
知
的
な
洗
礼
を
受
け
た
合
理
主
義
的
展
望 

が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
第
二
の
意
味
は
、
と
く
に
近
代
の
空
想
的
な
思
考
方
法
の
う
ち
で
発
展
し
、
そ 

の
起
源
は
個
人
と
人
類
と
自
然
と
の
統
一
を
直
観
す
る
こ
と
に
、
ま
た
、
「地
上
の
国
」
の
「完
全
性
」
に
、
し
た
が
っ
て
、
道
徳 

的
問
題
が
超
世
俗
的
領
域
あ
る
い
は
内
面
性
か
ら
、
世
俗
の
領
域
あ
る
い
は
外
面
性
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
人
間
の

i6i

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



問
題
は
、
意
志
の
「救
済
」
あ
る
い
は
純
粋
性
の
問
題
か
ら
、
自
由
の
問
題
へ
、
そ
し
て
結
局
は
社
会
的
解
放
の
問
題
へ
と
導
び
か 

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
や
歴
史
的
意
味
を
除
け
ば
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
何
ら
重
要
な
文
化
的
価
値
を
も
ち
え 

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
(
認
識
論
的
お
よ
び
社
会
的
に
い
っ
て)

世
俗
的
な
文
化
が
理
論
上
ま
た 

実
践
上
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て
の
議
論
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
か
ら
一
種
の
ヒ
ュ 

1

マ
ニ
ズ
ム
を
ひ
き
出
そ
う
と
い
う
試
み!

た
と
え
ば
ジ
ャ
ッ
ク•
マ
リ
タ
ン
の
試
み
の
よ
う
な
——

が
な
さ
れ
て
は
き
た
。
し 

か
し
こ
れ
ら
の
試
み
は
失
敗
を
重
ね
て
き
た
よ
う
に
私
は
思
う
ー
そ
れ
ゆ
え
こ
の
議
論
は
、
人
間
世
界
に
関
す
る
知
識
の
上
に
科 

学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
合
理
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
論
理
的
一
貫
性
、
力
の
強
さ
、
歴
史
的
な
妥
当
性
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、 

し
た
が
っ
て
知
識
の
統
一
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
個
人
と
社
会
の
統
合
を
か
た
ち
づ
く
ろ
う
と
す
る
社
会
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関 

す
る
議
論
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
思
想
が
、
わ
れ
わ
れ
の
す
で
に
そ
の
輪
郭
を
描
い
た
二
つ
の
原
理 

を
、
放
棄
し
た
よ
う
に
み
え
る
現
在
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
論
家
が
社
会
主
義
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
建
設
の
た
め
に
お
こ
な
う
闘
争
の 

重
要
性
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
闘
争
は
、
教
義
主
義
的
で
道
徳
主
義
的
な
伝
統
に
対
す
る
た
し
か
な
根
拠
の
あ
る 

批
判
か
ら
出
発
し
て
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
る
7"
イ
ッ
ク
な
科
学
」
と
自
然
科
学
な
い
し
物
理
的
科
学
と
を
し
だ
い
に
は
っ
き
り
と
分
離 

し
て
き
た
。
「人
間
の
王
国
」
を
「自
然
の
王
国
」
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
科
学
的
知
識
を
カ
ン
ト
的
な
目
的
論
の
立
場
か
ら
統 

合
す
る
必
然
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
統
合
の
試
み
が
最
高
点
に
逹
す
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
歴
史 

を
た
ん
な
る
精
神
の
現
象
学
と
し
て
の
哲
学
へ
と
還
元
す
る
場
合
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「人
間
の
王
国
」
を
「自
然
の 

王
国
」
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
知
識
の
構
造
を
非
因
果
的
な(
非
説
明
的
な)

構
造
あ
る
い
は
「内
包
的
な
」
構
造
と
考 

え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
必
然
性
を
は
ら
ん
で
い
る(
近
代
認
識
論
に
お
け
る
了
解<verwehen〉

と
解
釈

〈EHd

曾en〉

と
の 

対
比
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
主
義
、
新
カ
ン
ト
主
義
、
マ
ッ
ク
ス•
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「社
会
学
」、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
る
歴
史
の
哲 

学
へ
の
変
容
を
参
照
せ
よ)
。
他
方
、
科
学
が
最
も
著
し
く
進
歩
す
る
時
代
は
、
ま
た
社
会
科
学
に
お
い
て
も
、
最
も
重
大
な
形
而

162

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



社会主義ヒューマニズムと科学

上
学
的
傾
向
が
再
生
す
る
時
代
で
も
あ
る
。
歴
史
の
浅
い
社
会
学
で
さ
え
も
、
再
び
哲
学
の
助
け
を
、
し
か
も
合
理
主
義
の
助
け
ま 

で
も
求:9

た
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、C

・
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
の
批
判
的
考
察
を
思
い
出
し
て
も
ら
う
だ
け
で
十
分
で 

あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
理
想
型
は
典
型
的
な
「論
争
点
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

の
問
題
を
扱
っ
た
と
き
の
方
法
を
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
帰
結
が
含
ん
で
い
る
歴
史
的
な
諸
構
成
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
興
味
ぶ
か
く
は
あ
る
が
、
労
多
す 

ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
、
た
と
え
ば
抽
象
的
合
理
主
義(
カ
ン
ト)

の
批
判
的
な
吟
味
が
到
達
し
た
根 

本
的
に
懐
疑
的
な
結
果
の
な
か
に
、
さ
ら
に
は
古
典
派
経
済
学
の
分
析
か
ら
受
け
継
い
だ
諸
問
題
が
た
え
ず
当
面
す
る
限
界
の
な
か 

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
近
代
の
理
論
的
意
識
は
、
知
性
が
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
諸
現
象
に
お
け
る
「不
規
則 

性
」
(
個
別
性
、
非
反
復
性)

と
世
界
と
を
同
時
に
知
る
能
力
を
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
諸
現
象
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
な 

い
と
い
う
事
実
に
、
再
び
照
明
を
あ
て
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム 

は
、
興
味
ぶ
か
く
、
ま
た
緊
急
の
必
要
を
も
つ
も
の
と
さ
え
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
も
つ 

二
つ
の
典
型
的
な
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
欠
陥
を
、
つ
ま
り
抽
象
化
と
道
徳
主
義
と
を
、
同
時
に
排
除
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
み
の
り 

豊
か
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
近
代
思
想
に
つ
い
て
非
難
し
つ
つ
あ
る
不
可
知
論
と
非
合
理
主
義
と
の 

も
つ
危
険
か
ら
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
解
放
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
古
い
教
義
主
義
的
な
合
理
主
義
が
も
つ
抽 

象
主
義
や
社
会
計
画
の
た
ん
に
空
想
的
な
性
格
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
抽
象
主
義
は
思
想
を
事
物
に
つ
い
て
の
経
験 

に
縛
ら
れ
た
監
獄
に
変
え
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
計
画
の
た
ん
に
空
想
的
性
格
は
人
間
を
現
在
の
社
会
状
態
に
固
く
縛
り
つ
け
る
の 

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
解
放
が
な
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
通
し
て
知
性
の
科
学
的
な
機
能
を
再
び
わ
が
も
の
と
す
る 

こ
と
が
で
き
、
ま
た
社
会
変
革
の
可
能
性
と
い
う
観
念
と
と
も
に
社
会
の
因
果
的
構
造
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は 

思
う
。
認
識
論
的
分
野
と
倫
理
的
—
社
会
的
分
野
と
い
う
二
つ
の
分
野
に
お
い
て
、
理
論
的
マ
ル
ク
ス
主
義
が
企
て
る
こ
と
の
で
き
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る
き
わ
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
み
の
り
豊
か
な
仕
事
は
、
思
想
の
仮
説
的
—
実
験
的
構
造
、
あ
る
い
は
世
界
と
社
会
の
因
果
的
—
客 

観
的(
合
法
則
的)

基
礎
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
——

そ
れ
ゆ
え
科
学
あ
る
い
は
現
実
的
変
革
に
ょ 

っ
て
強
化
さ
れ
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る
抽
象
的
主
張(
—

か
ら
解
放
さ
れ
た
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
何
よ
り
ま
ず
一
つ
の
科 

学
と
し
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
唯
物
論
的
な
性
格
は
基
礎
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

n

こ
の
問
題
の
科&
干
的
な
深
刻
さ
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
な
社
会
運
動
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
仕
事
の
重
大
さ
は
、
マ
ル
ク
ス 

に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
現
代
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
批
判
が
、
無
視
さ
れ
え
な
い 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
用
語
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
注
意
を
う
な
が
し
て
き
た
事
実
に
よ
っ 

て
理
解
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
離
滅
裂
さ
を
は
っ
き
り
示
す
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は 

基
本
的
に
い
っ
て
次
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
支
持
し
て
き
た
。

(a)
理
論
的
基
礎
の
上
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
一
つ
の
形
而
上
学
を
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
世
俗
的
な
神
学
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を 

発
展
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
科
学
に
対
し
二
次
的
な
も
の
に
な
っ
た
。

⑹

実
践
的
領
域
で
は
、
こ
ん
に
ち
ま
で
の
と
こ
ろ
、
社
会
主
義
は
、
根
本
的
で
直
接
的
な
社
会
的
統
合
の
必
要
を
科
学
の
な
か 

に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る(
経
済
的
—
政
治
的)

制
度
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
き
わ
め
て
遠
く
離
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い 

る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
は
、
情
け
容
赦
の
な
い
批
判
な
の
で
あ
り
、
信
頼
す
べ
き
証
拠
に
よ
っ
て
は
支
持
さ
れ
な
い
の
だ
と
見
せ
か 

け
て
み
て
も
、
そ
れ
は
益
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ス
タI

リ
ン
時
代
は
そ
れ
ら
を
証
明
す
る
た
め
に
あ
る
。
事
実
、
ス
タ
ー
リ
ン
時 

代
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
名
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
憂
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
き
わ
め
て
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
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た
。
す
な
わ
ち
、
理
論
の
領
域
に
お
い
て
は
、
仮
説
の
自
由
で
知
的
な
構
成
と
仮
説
の
厳
密
な
因
果
的
な
検
証
と
に
も
と
づ
く
科
学 

と
そ
の
研
究
方
法
に
対
し
て
悪
罵
が
浴
せ
ら
れ
た
。
実
践
の
領
域
で
は
、
経
済
的•
社
会
的
構
造
に
つ
い
て
の
科
学
的
で
実
験
的
な 

基
礎
づ
け
に
対
す
る(
少
な
く
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
は)

ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
曲
解
が
現
わ
れ
た
の
で
あ 

っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
死
ん
で
か
ら
す
で
に
経
た
年
数
を
数
え
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き 

な
い
。
む
し
ろ
、
ス
タI

リ
ン
時
代
の
社
会
主
義
と
、
こ
ん
に
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
曲
解
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る 

破
壊
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
距
離
を
批
判
的
に
計
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
そ
の
よ
う
な
複
雜
に
か
ら
み
あ
っ
た
現
象
に
つ
い
て
の 

議
論
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
は
じ
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
目
標
に
迫
る
た
め
に
は
、
す
で
に
言
及 

し
た
批
判
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
た
ん
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
た
め
計
画
を
立
て 

る
に
は
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
ふ 

り
か
え
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
早
く
も
世
界
文
化
の
歴
史
に
残
る
偉
人
と
な
っ
て
い
る 

こ
の
思
想
家
、
現
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
の
な
か
に
な
が
い
あ
い
だ
、
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
大
き
な
誤
解
が
あ
っ
た 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
総
合
的
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
誤
解
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、 

あ
ま
り
に
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
主
要
な
仕
事
は
、
自
然
諸
科
学
、
物
理
諸
科
学
さ
え
も
が
そ
の
た 

め
の
ー
証
拠
ま
た
は
証
明
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
厳
密
で
「科
学
的
」
な
哲
学
を
、
導
き
だ
す
こ
と
だ
と
依
然
と
し
て
考
え
て
い
る
、 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
厳
密
な
哲
学
は
実
験
科
学
か
ら
質
的
に
異
な
る
次
元
を
保
持
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
哲 

学
に
と
っ
て
は
、
弁
証
法
は
道
具
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
か
ら
ぬ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
知
識
人
——

少
な
く
と
も
イ
タ
リ
ー
の
知 

識
人
—I

は
、
反
対
に
、
別
の
仮
説
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
知
識
の
世
界
を
統
一
し
科
学
を
吸
収
し
て
し
ま 

う
よ
う
な
新
し
い
哲
学
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
性
に
つ
い
て
の
知
識
に
科
学
と
い
う
道
具
を
つ
け
加
え
た
。

、必
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要
す
る
に
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
、
科
学
を
哲
学
的
理
性
へ
と
あ
と
も
ど
り
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
的
理
性
を
科
学
的
知
性
の 

な
か
に
導
入
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
二
つ
の
主
張
を
細
か
く
分
け
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
社
会
主
義
運
動
が
発
展
に
つ
い
て
の
、
と
く 

に
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
に
・
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
論
点
か
ら
い
っ
て
、
重
要
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
思
想
に
つ
い 

て
は
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』、
『
一
ハ
四
四
年
の
経
済
学•
哲
学
草
稿
』
お
よ
び
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
い
っ
た
諸
論
文 

が
著
者
の
死
後
に
出
版
さ
れ
た
の
で
、
も
は
や
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
含
む
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
ま
じ
め 

に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
史
的
唯
物
論
を
拒
否
す
る
ひ
と
び
と
で
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
側
面
に
賛
成
し
て
い
る
。
し 

か
も
そ
の
う
え
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
の
研
究
の
到
達
し
た
古
典
的
・
経
済
的•
政
治
的
な
結
論
に
反
対
す
る
さ
い
に
、
マ
ル
ク
ス
思 

想
の
そ
う
し
た
側
面
を
つ
ね
に
利
用
し
て
ぎ
た
。
事
実
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
普
及
と
通
俗
化
に
あ
た
っ
て
働
い
た
偶
然
は
い
う
ま 

で
も
な
く
、
著
作
公
刊
の
さ
い
に
働
い
た
偶
然
は
、
あ
る
特
別
な
状
況
を
生
み
だ
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
階
級
闘
争
と 

い
う
考
え
方
に
も
と
づ
く
政
治
的
な
社
会
主
義
運
動
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
「若
い
」
マ
ル
ク
ス
の
も
つ
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ほ 

と
ん
ど
無
知
の
ま
ま
で
あ
ら
た
。
そ
の
一
方
、
他
の
社
会
主
義
運
動
は
、
古
典
的
社
会
主
義
を
批
判
し
つ
つ
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
著 

作
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ 

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
原
理
が
ま
さ
に
実
践
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
原
理
を
発
展
さ
せ
マ
ル
ク
ス
の
原
理
か
ら
利
益
を
ひ
き
出
す
は
ず
の
カ 

に
よ
っ
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
を
ま
の
あ
た
り
に
見
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
史
を
注
意
ぶ
か
く
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
一
つ
の
問
題
が
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
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た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
普
通
「初
期
の
」
も
の
と
い
わ
れ
る
一
群
の
著
作
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
が
、
哲
学
か
ら
経
済
学
へ
、 

ま
た
理
論
的
批
判
か
ら
実
践
的
批
判
へ
、
ま
た
批
判
の
企
て
か
ら
闘
い
の
企
て
に
ま
で
も
「下
降
す
る
」
き
ち
ん
と
し
た
移
行
を
示 

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
「初
期
の
」
思
想
が
『資
本
論
』
へ
向
か
う
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
批
判 

を
経
済
学
的•
社
会
的
批
判
へ
と
還
元
す
る
方
法
論
的
必
然
性
を
説
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
哲
学
と
経
済
学
と
に
ま
た
が
る
研 

究
を
同
じ
研
究
と
み
て
、
そ
の
方
法
論
的
諸
連
関
を
解
明
す
る
か
、
つ
ね
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
初
期
の 

著
作
に
つ
い
て
の
他
の
ど
ん
な
考
え
方
、
た
と
え
ば
初
期
の
著
作
を
伝
統
的
な
方
法
論
に
接
木
し
た
り
、
経
済
学
的•
科
学
的
批
判 

を
一
般
的
理
論
的
問
題
か
ら
分
離
し
た
り
す
る
考
え
方
も
、
マ
ル
ク
ス
の
真
の
思
想
を
貧
し
く
し
不
自
然
な
も
の
に
す
る
危
険
が
あ 

る
。

IV

わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
純
然
た
る
文
献
上
の
問
題
を
提
出
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
論
文(
こ
れ
に
つ 

い
て
は
後
に
詳
論
す
る
っ
も
り
で
あ
る
が)

は
、
社
会
主
義
運
動
の
歴
史
に
つ
い
て
の
厳
密
に
実
践
的
な
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る 

た
め
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
に
よ
り
ま
ず
第
一
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「意
志
」
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
、
み
ず
か
ら
の
手 

で
指
名
さ
れ
た
執
行
部
の
ひ
と
た
ち
が
僭
越
な
態
度
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
科
学
的
社
会
主
義
と
よ
ん
で 

い
る
理
論
の
全
体
は
、
科
学
的
な
き
ず
な
や
一
貫
性
や
理
論
的•
内
的
な
完
結
性
を
奪
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
性
質
の
不
足
を
補 

う
た
め
に
、
代
わ
り
と
し
て
、
ま
っ
た
く
異
質
で
し
か
も
マ
ル
ク
ス
の
真
の
理
論
的
な
発
展
に
反
し
さ
え
も
す
る
理
論
的
な
諸
要
素 

が
押
し
つ
け
ら
れ
た
。
私
が
こ
こ
で
指
し
て
い
る
の
は
、
社
会
的
ダ
ー
ウ
ィ
ー
ー
ズ
ム
と
ー
九
世
紀
の
実
証
主
義
が
お
こ
な
っ
た
冒
険 

の
後
に
は
ま
じ
め
な
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
捨
て
去
ら
れ
た
へ
ー
ゲ
ル
主
義
の
低
級
な
形
態
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
、
援
助
や
信
用 

を
求
め
よ
う
と
し
な
か
つ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
に
い
た
る
「弁
証
法
的
唯
物
論
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
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ス
思
想
は
明
ら
か
に
「統
合
さ
れ
」
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
奴
隸
的
な
も
の
と
化
せ
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
に
従
い
つ
つ
、 

新
カ
ン
ト
派
の
修
正
主
義
に
劣
ら
な
い
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
修
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
あ
い 

だ
、
実
験
科
学
は
、
実
験
的
方
法
の
創
立
者
で
あ
る
ベ
ー
ユ
ン
が
す
で
に
克
服
す
べ
く
闘
っ
た
「先
入
観
」
に
基
礎
を
も
つ
観
念
論 

的
な
見
通
し
に
沿
っ
て
進
む
よ
う
強
制
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
外
観
の
も
と
で
哲
学
は
再
び
科
学
か
ら
自
由
と
な
り
、
そ
の
固
有
の 

軸
の
ま
わ
り
を
も
う
一
度
回
転
し
た
が
、
社
会
的•
政
治
的
諸
科
学
を
独
断
的
で
空
想
的
な
理
論
へ
と
萎
縮
さ
せ
、(
ヘ
ー
ゲ
ル
的) 

弁
証
法
の
な
か
に
、
す
べ
て
の
扉
を
開
く
鍵
を
——

し
た
が
っ
て
ど
ん
な
扉
も
開
く
こ
と
の
な
い
鍵!

を
見
出
し
た
。
ひ
と
た
び 

哲
学
が
そ
の
永
遠
の
領
域
を
ふ
た
た
び
わ
が
も
の
と
し
た
以
上
、
そ
れ
な
り
の
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ 

ム
」
が
、
古
い
道
徳
的
普
遍
性
に
宿
命
的
に
傾
斜
し
て
い
る
人
間
学
へ
と
、
後
に
な
っ
て
方
向
を
転
ず
る
の
も
、
論
理
的
に
必
然
的 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
目
標
を
、
純
粋
に
単
純
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上
で
称
揚
す
る
だ
け
で 

終
り
、
そ
の
後
も
社
会
へ
の
個
人
の
「屈
服
」
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
必
然
的
に
諸
個
人
相
互
の
働
き
か
け
に 

反
対
し
た
か
ら
、
現
存
す
る
国
家
以
外
の
ど
こ
に
も
基
礎
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
し
た
が
っ
て 

こ
の
屈
服
は
、
労
働
者
に
対
す
る
制
度
的
な
権
威
、
つ
ま
り
支
配
—
服
従
の
関
係
を
、
道
徳
主
義
的
に
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解 

決
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
書
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
潜
在
力
は
、
す
べ
て
国
家
主
義
に
な
っ
て
し
ま
つ 

た
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
い
え
ば
、
社
会
主
義
国
家
は
「自
己
目
的
を
も
っ
た
絶
対
的
な
不
動
の
実
体
的
統
一
体
と
な
る
が
、 

そ
こ
に
お
い
て
自
由
が
そ
の
至
高
の
権
利
に
到
達
し
、
そ
の
統
一
体
の
究
極
目
的
が
個
人
の
目
的
に
ま
さ
る
権
利
を
も
ち
、
個
人
の 

最
高
の
義
務
は
国
家
の
成
員
に
な
る
こ
と
に
あ
る
」
(
ヘ
ー
ゲ
ル)
。

社
会
主
義
は
も
は
や
生
産
手
段
の
社
会
化
と
い
う
自
然
主
義
的
次
元
、
し
た
が
っ
て
社
会
の
自
治
の
自
然
主
義
的
次
元
の
な
か
で 

は
で
な
く
、
正
確
に
い
え
ば
若
い
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
闘
っ
た
相
手
で
あ
る
「国
家
の
形
而
上
学
的
な
権
力
」
の
な
か 

で
、
個
人
と
社
会
と
の
あ
い
だ
の
和
解
を
求
め
つ
つ
、
国
家
主
義
的
橐
在
證
の
古
い
道
へ
と
、
そ
れ
と
は
気
づ
か
ず
に
、
向
か
い 

つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
な
る
と
、
人
間
の
社
会
化
は
、
む
し
ろ
国
家
の
教
育
の(
道
徳
的
な)

問
題
と
な
り
、
現
実
的
な
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実
践
的
な
行
動.
で
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
国
家
の
活
動
は
、
生
産
者
の
連
合
体
の
も
つ
特
殊
な
機
能
で
は
な
く
、
反
対
に
目
的
自
体
、 

つ
ま
り
「形
式
」
あ
る
い
は
「儀
式
」
(
マ
ル
ク
ス)

と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
的
慣
習
か
ら
す
べ
て
の
伝
統
的
な
要 

素
が
復
活
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
官
僚
主
義
、
形
式
主
義
、
教
育
者
気
取
、
官
製
の
真
理
、
秘
密
主
義
、
階
層
組
織
や
国
家
元
首
の 

神
秘
主
義
、
現
実
的
な
科
学
の
、
政
治
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
「科
学
」
へ
の
服
従
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
か
で
も
社
会
と
国
家(
個 

人
と
共
同
体)

と
の
分
離
が
復
活
し
た
。
——

そ
の
分
離
は
社
会
主
義
が
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
廃
止
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
し
そ 

の
分
離
が
存
続
し
つ
づ
け
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
社
会
主
義
は
迫
害
を
受
け
将
来
に
は
理
論
的
制
裁
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
が
「新
し
い
」
国
、
つ
ま
り
労
働
者
の
国
の
実
情
で
あ
っ
た
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な 

新
し
さ
の
上
に
理
論
を
構
成
し
た
人
は
み
な
、
あ
き
ら
か
に
、
政
治
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
の
変
化
も
、
国
家
の
目
標
の
変
化
も
、 

そ
れ
官
身
で
は
「た
ん
に
幻
想
の
共
同
体
」
(
マ
ル
ク
ス)

と
し
て
の
国
家
の
実
際
的
な
構
造
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の 

だ
と
い
う
事
実
を
見
落
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
社
会
主
義
国
家
の
統
一
的
機
能
は
、
た
だ
国
家
の
社
会
へ
の
特
殊
な
か
た
ち
で
の 

従
属
に
よ
っ
て
、
ま
た
国
家
の
機
能
の
、
労
働
者
の
共
同
体
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
移
行
、
さ
ら
に
は
共
産
主
義
者
の
自
治
へ
と
進
ん
で 

ゆ
く
変
容
と
い
う
特
殊
な
様
式
に
よ
っ
て
の
み
発
展
さ
れ
う
る
。

V

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
い
く
つ
か
の
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
ま 

ず
第
一
に
、
科
学
を
超
越
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
合
理
主
義
の
世
俗
的
な
伝
統
を
排
除
し
、
ま
っ
た
く
科
学 

的
な
方
法
を
通
じ
て
社
会
の
探
究
を
導
く
に
い
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
知
識
を
現 

実
の
社
会
関
係
に
照
ら
し
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
の
み
経
済
学
の
優
位
は
、
社
会
的
な
実
践
の
領
域
で
意
味 

を
も
っ
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
み
ず
か
ら
の
社
会
変
革
の
モ
デ
ル
を
、
資
本
主
義
的
社
会
構
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造
に
対
す
る
科
学
的
批
判
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
場
合
に
は
、
社
会
主
義
的
構 

造
を
純
粋
に
頭
の
な
か
だ
け
で
教
義
主
義
的
に
探
究
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ 

ム
は
た
だ
そ
の
モ
デ
ル
の
実
験
的
性
格
だ
け
を
受
け
い
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は
、
過
去
か
ら
受
け
継 

が
れ
た
諸
関
係
の
変
革
に
お
い
て
果
た
す
効
果
に
応
じ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、
そ
の
モ
デ
ル
の
真
の
効
果
は
、 

完
全
な
社
会
の
同
質
化(
共
産
主
義)

の
行
末
を
考
慮
に
入
れ
、
ま
た
労
働
者
の
満
足
の
可
能
性
お
よ
び
労
働
者
の
組
織
を
促
進
す 

る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
計
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
政
治
理
論
と
い
う
特
別
な 

領
域
に
お
い
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
み
、
共
産
主
義
は
最
高
の
業
績
を
あ
げ
て
成
功
す
る 

こ
と
が
で
き
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
解
消
に
さ
え％

到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ん
た
ん
に
要
点
を
繰
り
返
し
て
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
定
式
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
二 

ズ
ム(
そ
れ
の
み
が
社
会
主
義
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
唯
物
論
的
で
あ
り
、
労
働
者
を
社
会
主
義
化
し
、
労
働
者
を
解
放
し
う 

る)

は
、
そ
の
「自
己
満
足
」
と
抽
象
主
義
と
の
合
理
性
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
放
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
科
学
に
も
と
づ
け 

る
こ
と
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
に
関
す
る
科
学
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
的
合
理
主
義
的
伝
統
を
哲
学
か
ら
切
り
離
し
、 

ま
た
、
(
自
然
研
究
に
限
ら
れ
た)

科
学
を
、
そ
の
「科
学
者
」
と
し
て
の
苦
悩
か
ら
解
放
す
る
一
方
、
科
学
を
有
機
的
に
社
会
に 

融
合
さ
せ
、
同
時
に
社
会
的
発
展(
哲
学
的
思
弁
の
た
め
に
確
保
さ
れ
て
い
る
領
域)

を
科
学
と
結
び
つ
け
る
。
要
す
る
に
社
会
に 

関
す
る
科
学
は
、
こ
ん
に
ち
ま
で
二
つ
の
「王
国
」
に
分
け
ら
れ
て
き
た
理
性
—
満
足
—
利
害
—
の
関
係
、
す
な
わ
ち
哲
学
対
科
学 

と
い
う
合
理
主
義
的
—
弁
証
法
的
領
域
の
関
係
、
「自
由
」
対
「必
然
」
の
関
係
を
完
全
に
確
立
す
る
。
こ
の
線
に
そ
え
ば
、
わ
れ 

わ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
、
人
間
を
完
全
に
自
然
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
自
然
を
完
全
に
社
会
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
個 

人
と
社
会
と
の
調
和
が
絶
対
的
に
実
現
可
能
に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
社
会
の
実
際
的
な
建
設
に
つ
い
て
構
想
を
た
て
る
こ
と
も 

む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
個
人
は
自
己
の
自
由
が
必
然
的
に
、
社
会
へ
の
意
識
的
か
つ
利
害
釘
も
っ
た
参
加
を
意 

味
す
る
以
上
、
ま
す
ま
す
目
己
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
人
間
の
社
会
は
、
そ
の
成
員
が
各
自
の
実
際
的
資
質
の
も
つ
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段
階
的
秩
序
に
応
じ
て
完
全
に
統
合
さ
れ
る
と
き
は
、
さ
ら
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
科
学
を
超
越
し
た
理
性
も
な
け
れ 

ば
、
理
性
を
超
越
し
た
科
学
も
な
い
。
社
会
を
こ
え
た
個
人
も
な
く
、
個
人
を
こ
え
た
社
会
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
概
略 

を
述
べ
て
き
た
批
判
的
要
求
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
社
会
主
義
的
で
反
レ
ト
リ
ッ
ク
的
で
歴
史
的
に
成
果
を
あ
げ
る 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
確
立
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

〔藤
巻
和
夫
訳
〕
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マ

ル

ク

ス

主

義

と

人

間

の

哲

学 

・

ア
ダ
ム
・
シ
ャ
フ

Adam

 Schaff

は
ー
九
二
ー
一
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ル
ヴ
ォ
フ
に
生
ま
れ
、
ル
ヴ
ォ
フ
と
パ 

リ
の
政 
治 
学 
経
済
学 
大 
学
で
法
律
と
経
済
学
と
を
学
び
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ソ
ヴ 

イ
エ
ト
連
邦
で
哲
学
を
学
ん
だ̂ 
ー
九
四
五
年
に
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
学 

会
よ
り
博
士
号
を
受
け
た
。
青
年
時
代
、
彼
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
産
主
義
者
地
下
運
動
に
参
加 

し
、
現
在
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
一
労
働
党
中
央
委
員
会
の
一
員
で
あ
る
。
哲
学
者
と
し
て
は
、 

彼
は
認
識
論
を
専
攻
、
こ
の
分
野
の
主
な
出
版
物
は
、
『概
念
と
言
葉
』
『
マ
ル
ク
ス
主
義 

理
論
に
お
け
る
真
理
の
問
題
』
『意
味
論
入
門
』
『言
葉
と
認
識
』
が
あ
る
。
彼
は
ま
た
マ 

ル
ク
ス
主
義
理
論
に
関
連
し
た
社
会
科
学
方
法
論
を
研
究
し
、
『
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
入
門
』 

『
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
形
成
と
発
展
』
『歴
史
法
則
の
客
観
性
』
『人
間
哲
学
』
を
公
刊
し
た
。 

社
会
主
義I

す
べ
て
の
社
会
主
義
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
社
会
主
義
——

の
中
心
問
題
が
、
本
質
的
な
側
面
と
し
て
人
間
の
幸 

福
と
人
間
の
全
面
的
発
展
の
た
め
の
諸
条
件
の
創
出
を
と
も
な
う
人
間
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
の
う
ち
に
は
何
ら
新
し
い
も 

の
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
社
会
主
義
も
、
そ
れ
が
古
代
の
も
の
で
あ
れ
、
現
代
の
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
ユI

卜 

ピ
ア
的
な
も
の
で
あ
れ
、
科
学
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
根
源
を
、
社
会
悪
、
貧
乏
と
搾
取
、
隸
属
と
虐
待
、
そ
の
他
人
間
の
苦
し 

み
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
反
抗
の
う
ち
に
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
社
会
主
義
も
、
た
と
え
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何
が
人
間
の
幸
福
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
語
り
え
な
い
に
し
て
も
、
つ
ね
に
、
何
が
人
間
の
幸
福
の
障
害
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
語 

り
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
計
画
の
な
か
に
、
人
間
の
不
幸
の
原
因
を
除
去
す
る
方
法
を
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
—

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
—

も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。 

社
会
の
大
変
革
期
の
産
物
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
個
人
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
厳
し
い
自
己
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で 

あ
っ
た
。
若
き
マ
ル
ク
ス
が
最
初
に
個
人
の
問
題
や
階
級
社
会
に
お
け
る
多
様
な
疎
外
形
態
に
関
心
を
も
っ
た
と
き
、
彼
の
思
索
は 

す
で
に
時
代
の
支
配
的
な
哲
学
的
傾
向
の
一
部
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た
。
出
発
点
は
彼
の
同
時
代
人
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、 

マ
ル
ク
ス
が
彼
ら
と
は
異
な
る
道
を
と
り
、
彼
ら
よ
り
も
さ
ら
に
前
進
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
に
、
彼
の
ま
さ
に
優
れ
た
業
績
が
あ 

る
。
マ
ル
ク
ス
が
異
な
る
道
を
選
ん
だ
と
い
う
事
実
に
は
、
理
論
の
分
野
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の 

全
部
は
、
彼
が
個
人
に
関
し
て
抱
い
た
他
人
と
異
な
っ
た
考
え
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
に
か
く
、
人
間
の
哲
学
が
、
マ 

ル
ク
ス
主
義
の
揺
籃
な
の
で
あ
っ
た
。

個
人
と
社
会
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
重
要
な
試
み
は
、
両
極
端
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
、
個
人
に
つ 

い
て
の
他
律
的
な
概
念
と
自
律
的
な
概
念
と
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

前
者
は
超
人
間
的
な
力
の
存
在
を
仮
定
じ
、
個
人
を
も
っ
て
そ
の
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
そ
の
力
よ
り
流
出
し 

た
も
の
と
す
る
。!

し
か
も
、
そ
れ
は
身
体
的
な
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
、
こ
ち
ら
の
方
が
主
に
な
る
も
の 

だ
ろ
う
が
、
彼
の
態
度
や
行
動
が
、
外
部
か
ら
、
す
な
わ
ち
超
人
間
的
世
界
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
た
価
値
体
系
に
も
と
づ
い
て 

い
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
典
型
的
に
宗
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
あ
る
。
——

こ
こ
で
、
そ
の
指
示 

す
る
も
の
が
人
格
神
で
あ
る
か
、
絶
対
理
念
で
あ
る
か
、
運
命
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
別
の
何
か
で
あ
る
か
は
た
い
し
て
重
要
な
問 

題
で
は
な
い
。
こ
の
ア
プ
ロ1

チ
の
仕
方
の
一
例
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
人
格
主
義
で
あ
る
。 

他
方
、
自
律
的
概
念
は
、
—

身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
——

個
人
お
よ
び
個
人
の
行
動
を
つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
、
い
か
な 

る
超
人
間
的
力
の
存
在
を
も
認
め
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
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マルクス主義と人間の哲学

プ
ロI

チ
に
は
、
二
つ
の
相
反
す
る
意
味
あ
い
を
も
っ
た
仕
方
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は!
!

例
え
ば
サ
ル
ト
ル
の
無
神
論
的
実
存
主 

義
に
そ
の
例
を
見
出
せ
る
が
——

他
律
を
排
し
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
律
主
義
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
精
神
的
単
子(
意
志
、
意
識
、
感
情
な
ど
の
単
子)

と
し
て
解
釈
さ
れ
た
個
人
を
も
っ
て
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
極
端
な
解
釈
に
お
い
て
は
、
個
人
は
「窓
を
も
た
な
い
」
典
型
的
な
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
的
単
子
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
は
孤 

独
で
あ
り
、
孤
立
し
て
い
て
、
「自
由
で
あ
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
」
あ
る
い
は
「選
択
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
」
お
り
、!
I

し 

か
も
い
か
な
る
助
力
も
援
助
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
他
律
の
も
づ
形
而
上
学
的
概
念
—

現
代
の
科
学
的
精
神
は
、
そ
の
思
考
習 

慣
を
す
っ
か
り
捨
て
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
——

は
除
去
さ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
ほ 

ん
の
僅
か
で
は
あ
る
が
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
——

そ
れ
は
社
会
で
あ
り
、
社
会
の
枠
内
で
生
ま
れ
る
束
縛
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ 

プ
の
実
存
主
義
の
も
つ
純
粋
に
主
観
主
義
的
で
非
社
会
的
な
様
式
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
困
難
に
出
会
っ
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら 

な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
現
代
精
神
を
敵
に
廻
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
他
律
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
同
様
に
大 

き
な
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
、
そ
の
解
決
方
法
を
求
め
て
、
実
存
主
義
と
歴
史
的
唯
物
論
と
を
和
解 

さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
成
功
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
彼
の
教
説
の
構
造
は
ま
っ
た
く 

首
尾
一
貫
し
な
い
も
の
と
な
り
、
こ
れ
が
も
つ
原
罪
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

ま
っ
た
く
正
反
対
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が!
I

反
他
律
的
概
念
の
枠
内
で!

、
社
会
と
社
会
関
係
に
も
と
づ
く
問
題
を
解
決 

す
る
試
み
を
通
じ
、
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
典
型
的
な
例
は!
!

経
済
的
唯
物
論
の
形
式
で
現
わ
れ
る
—I

マ
ル
ク
ス
主 

義
の
通
俗
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
他
律
的
超
人
間
的
力
の
助
力
を
求
め
る
必 

要
か
ら
も
、
主
意
主
義
的
主
観
主
義
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
実
存
主
義
者 

が
混
乱
の
な
か
で
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
間
社
会
を
再
び
獲
得
す
る
一
方
、
個
人
と
い
う
も
の
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
歴
史
を 

つ
く
り
だ
す
者
、
自
分
の
選
択
を
自
分
で
支
配
す
る
者
か
ら
、
個
人
は
た
ん
な
る
生
産
物
、
統
計
的
平
均
値
、
彼
の
意
志
と
は
無
関 

係
な
歴
史
法
則
の
執
行
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
繰
り
返
す
が
、
，こ
れ
は
絶
対
に
真
正
な
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な
く
、
た
だ
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た
ん
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
粗
雑
な
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。!
!

こ
の
こ
と
が
心
理
的
反
作
用
と
し
て
、
と
り
わ
け
、
問
題
に
つ
い
て
の 

主
観
主
義
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
誤
っ
た
解
釈
に
対
す
る
心
理
的
反
作
用
と
し
て
、
い
か
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
し
て
も
。
そ 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
長
期
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
。!
!

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
問 

題
の
正
し
い
見
解
に
辿
り
っ
こ
う
と
試
み
る
と
き
、
現
在
で
も
、
こ
の
事
態
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
は
——

少
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
の
青
年
期
か
ら
成
熟
期
へ
の
発
展
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
解
釈
に
お
い
て
は 

)

前
述
し
た
す
べ
て
の
考
え
と
、
あ
る
意
味
で
異
な
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
個
人
に
つ
い
て
の
他
律
的 

観
念
を
形
而
上
学
的
な
も
の
と
し
て
排
斥
し
、
根
底
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
つ
経
験
的
基
礎
を
選
び
と
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
た 

ち
は
み
ず
か
ら
の
歴
史
を
つ
く
り
だ
す
者
で
あ
り
、
そ
し
て
歴
史
が
わ
れ
わ
れ
に
開
示
す
る
も
の
は
人
間
の
行
動
以
外
の
何
も
の
で 

も
な
い
、
と
す
る
。
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
思
弁
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
存
主
義
者
の
も
つ
形
而
上
学
も
、
主
観
主
義
者
の
も 

つ
思
弁
と
同
じ
よ
う
に
激
し
く
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
。
経
験
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
諸
個
人
で
は
な
く
、 

社
会
的
諸
個
人
で
あ
り
、
そ
し
て
社
会
的
諸
個
人
は
歴
史
を
つ
く
り
だ
す
一
方
で
、
歴
史
に
エ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
存
在
だ
か
ら 

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
主
観
主
義
に
対
し
て
闘
争
す
る
さ
い
に
は
、
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
、
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ 

レ
ス
以
来
の
古
い
線
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
出
発
点
は
個
人
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
た
ん
に
生
け 

る
有
機
体
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
の
精
神
の
う
ち
に
抱
い
た
計
画
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
有
機
体
と
し
て
、
個
性
に 

よ
っ
て
相
互
に
分
離
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
個
人
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
よ
う
に
個
人
に
つ
い
て 

の
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
で
他
律
的
な
見
解
を
一
方
で
は
排
斥
し
な
が
ら
、
他
方
で
他
の
極
、
す
な
わ
ち
同
じ
よ
う
に
反
ヒ
ュ
ー
マ 

二
ズ
ム
的
な
個
人
に
つ
い
て
の
非
社
会
的
見
解
に
走
る
理
論
に
対
し
て
も
、
激
し
く
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
個 

人
に
対
し
、
つ
く
り
だ
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
受
身
の
地
位
を
認
め
は
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
、
実
際
に
は
、
社
会
に
つ
い
て
の 

あ
る
抽
象
的
な
考
え
の
な
か
で
個
人
を
見
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

個
人
と
社
会
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
は
！I

ま
っ
た
く
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
が!
I

御
い
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ゆ
人
間
で
あ
る
。
彼
は
、
あ
る
社
会
的
な
枠
組
の
な
か
で
、
考
え
、
行
動
し
、
つ
ね
に
他
人
と
協
同
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ 

く
ま
で
も
、
虾
確
な
個
人
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「人
間
た
ち
が
歴
史
を
つ
く
る
」
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
は
歴
史
を
も
っ
て 

超
人
間
的
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
人
間
は
た
ん
に
そ
の
カ
の
道
具
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
ひ
と
び
と
や
、
ま
た
歴
史
を
も 

っ
て
実
際
に
生
き
て
い
る
一
人
一
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
社
会
集
団
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
と
主
張
す
る
ひ
と
び
と
を 

反
駁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
を
わ
れ
わ
れ
の
分
析
の
出
発
点
と
し
て
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
の
自
律
が
た 

だ
た
ん
に
相
対
的
な
自
律
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
個
人
は
孤
立
し
、
他
人
と
の
接
触
を
剝
奪
さ
れ
た
、
意 

志
や
意
識
の
不
可
解
な
攀
で
は
な
い
。
こ
れ
は
社
会
的
個
人
な
の
で
あ
る
。
個
人
は
社
会
を
離
れ
て
は
生
存
で
き
ず
、
誕
生
の
瞬 

間
か
ら
、
批
釦
心b
d
 
セ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
社
会
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ 

ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
類
的
な
個
人
の
概
念
が
も
つ
視
野
の
狭
さ
を
批
判
し
て
、
社
会
関
係
の
総
体
と
し
て
の
個
人
と
い 

う
マ
ル
ク
ス
自
身
の
考
え
を
提
出
し
た
と
き
、
図
式
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
最
も
偉
大
な
発
見
の
ー 

つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
彼
の
人
間
の
哲
学
の
核
心
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
後
に
い
た
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
青
年
期
を 

特
徴
づ
け
た
こ
の
人
間
の
哲
学
に
対
す
る
直
接
的
な
関
心
か
ら
、
形
式
的
に
で
は
あ
る
が
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

と
い
う
の
は
、
も
し
個
人
が
つ
ね
に
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
——

す
な
わ
ち
、
も
し
個
人
が
自
分
の
つ
く
り
だ
し
た
社 

会
の
産
物
で
あ
る
な
ら
ば-
-

そ
の
場
合
、
個
人
は
、
あ
る
意
味
で
、
弁
証
法
的
に
社
会
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、 

も
し
個
人
の
幸
福
と
発
展
の
問
題
が
、
不
幸
と
発
展
を
阻
む
障
害
か
ら
の
解
放
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、 

個
人
の
問
題
、
す
な
わ
ち
個
人
の
幸
福
と
全
面
的
発
展
の
問
題
は
、
そ
れ
自
身
、
社
会
的
問
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る 

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
的
な
自
己
改
良
や
、
歴
史
の
恣
意
的
な
創
造
主
と
し
て
の
英
雄
の
意
志
、
あ
る
い
は
あ
る 

超
自
然
的
な
力
へ
の
祈
り
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
、
個
人
の
幸
福
を
阻
む
社
会
的
な
障
害
を
除
去
で
き
る
唯
一
の
力
で
あ
る
社
会
的
な 

力
を
働
か
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
が
、
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は 

卧
仆
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
が
も
つ
社
会
的
な
側
面
に
気
づ
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
人
的
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な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
社
会
的
な
方
法
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
人
間
の
哲
学
は
、
社
会
発
展
の
郵
窗
、
そ 

し
て
人
間
の
実
践
的
活
動
の
基
礎
と
し
て
の
歴
史
的
唯
物
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
強
調
点
は
、
と
く
に
行
為
と
の
連
闊
に
お
い
て
、
社
会
へ
、
そ
し
て
そ
の
発
展
を
か
た
ち
づ
く
る
物
質
的
存
在
へ 

と
移
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
青
年
へ.
—
ゲ
ル
学
派
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
個
人
の
問
題
か
ら
出
発
し
た
。
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
人 

た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
個
人
の
問
題
が
終
始
中
心
論
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
個
人
生
活
の
主
観
的
側
面
が
、
個
人
と
社 

会
の
関
係
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク"
も
ま
た
最
初
に
抱
い
た
問
題
—

個
人
の
幸
福
と 

全
面
的
発
展
の
た
め
の
諸
条
件!

を
忠
実
に
抱
き
続
け
た
。
——

だ
が
彼
は
そ
の
う
ち
に
、
解
決
の
糸
口
を
社
会
的
な
平
面
へ
と 

移
し
て
い
っ
た
。
新
し
い
範
疇|

社
会
階
級
と
階
級
闘
争
、
社
会
形
成
と
そ
の
発
展
の
た
め
の
諸
要
素
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
、 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
——

が
、
社
会
を
形
成
す
る
諸
力
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
個
人
の
問
題
と
人 

間
の
哲
学
は
、
こ
の
新
し
い
概
念
の
な
か
に
も
潜
在
的
な
か
た
ち
で
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
を
欠
く
と
す
れ
ば
、 

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
は
、
そ
の
至
高
の
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
——

な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
そ
れ
が 

も
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
一
貫
し
た
理
論
を
、 

「初
期
」
の
見
解
と
「完
成
」
し
た
見
解
と
に
分
割
し
て
、
し
か
も
こ
の
両
者
を
た
ん
に
相
違
し
て
い
る
と
主
張
す
る
に
と
ど
ま
ら 

ず
、
相
対
立
す
る
も
の
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
い
っ
さ
い
の
試
み
が
、
基
本
的
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試 

み
に
は
、
青
年
期
の
マ
ル
ク
ス
の
具
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
だ
け
を
唯
一
の
「真
正
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
見
な
す
場
合
と
、
青 

年
期
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
観
念
論
の
残
滓
、
な
い
し
は
、
成
人
の
考
え
を
身
に
つ
け
る
に
先
立
っ
て
青
年
が
辿
る
矛
盾
に
満
ち
た 

ー
階
梯
と
し
て
、
こ
-H
ら
の
見
解
を
冷
た
く
排
斥
す
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
事
情
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
青
年 

マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
、
そ
の
完
成
し
た
形
態
の
観
点
か
ら
み
て
、
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
——

と
い
う
の
も
、
彼
自
身
の 

図
式
的
な
い
い
ま
わ
し
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
解
剖
は
猿
の
解
剖
の
鍵
だ
か
ら
で
あ
る
ペ
し
か
し
ま
た
、
完
成
し
た
科
学
的
社
会
主
義 

の
形
態
も
、
マ
ル
ク
ス
が
青
年
時
代
に
抱
き
温
め
て
い
た
理
想
の
具
体
化
と
し
て
受
け
取
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
し
て
彼
の
科
学
的
分
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析
が
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
な
い
限
り
、
理
解
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が!
!

言
葉
の
選
択
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
理
論
的
問
題
そ
し
て
実
践
的
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
お
い 

て
も!
!

変
化
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
数
々
の
疎
外
と
そ
れ
ら
の
克
服
の
方
法
、
す
な
わ
ち
青
年
時
代
の
マ
ル
ク
ス
の
心
を 

占
め
て
い
た
問
題
は
、
や
が
て
資
本
主
義
的
所
有
に
対
す
る
闘
階
級
社
会
に
終
止
符
を
打
ち
、
そ
れ
と
と
も
に
、
搾
取
、
国 

家
、
宗
教
、
偏
見
な
ど
に
終
止
符
を
打
つ
よ
う
な
闘
こ
う
し
て
疎
外
の
基
本
的
な
形
態
に
終
止
符
を
打
つ
よ
う
な闘

<$—

 

の
形
態
を
と
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
の
変
化
は
、
ま
た
強
調
点
——

と
り
わ
け
要
求
さ
れ
た
目
的
を 

達
成
す
る
た
め
の
実
践
的
闘
争
に
お
け
る
強
調
点!

の
転
移
を
も
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
幸
福
を
確
保
す
る
た
め 

に
、
大
衆
が
覚
醒
さ
せ
ら
れ
る
。
大
衆
の
闘
争
は
た
ん
に
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
し
か
な
い
が
、
し
か
し
闘
争
が 

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
限
り
、
闘
争
が
注
目
の
ま
と
と
な
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
闘
争 

が
も
は
や
正
常
な
こ
と
と
な
る
。
宣
伝
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
資
本
主
義
に
対
す
る
闘
争
が
、
よ
り
以
上
の
重
要
性
を
獲
得
す
る
。 

究
極
目
的
は
暗
に
理
解
さ
れ
て
は
い
る
。
——

し
か
し
、
こ
う
し
て
、
実
際
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
こ
に
全
努
力
が
集 

中
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
の
闘
争
と
な
る
の
で
あ
る
。

個
人
の
問
題
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
後
期
の
段
階
に
お
い
て
、
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
見
の
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
の 

理
由
は
、
客
観
的
な
性
質
の
も
の
で
、
そ
の
当
時
最
も
重
要
で
あ
っ
た
も
の
—
!

大
衆
の
闘
へ
の
力
の
集
中
—I

彼
ら
の
カ 

は
敵
対
者
の
も
つ
力
と
く
ら
べ
て
は
る
か
に
劣
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
——

と
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
主 

観
的
な
性
質
の
も
の
で
、
と
り
わ
け
運
動
が
急
速
に
成
長
す
る
あ
い
だ
に
、
そ
し
て
こ
の
運
動
が
直
面
し
た
闘
争
が
長
引
く
あ
い
だ 

に
、
運
動
に
参
加
し
た
多
く
の
ひ
と
び
と
が
、
闘
争
の
現
実
の
目
的
と
、
こ
の
目
的
に
到
達
す
る
手
段
方
法
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を 

忘
れ
は
じ
め
た
と
い
う
事
実
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は!
!

こ
れ
は
必
然
的
に
教
説
の
質
の
低
下
へ
と
つ
な
が
っ
て 

い
た
が!
—

い
く
つ
か
の
要
因
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
問
題
に
お
け
る
指
導
者
の
未
習
熟
—
!

こ
れ
は
運
動 

が
急
速
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
成
長
す
る
と
き
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
——

、
ま
た
そ
の
時
々
の
課
題
よ
り
く
る
圧
力!

こ
れ
は
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運
動
の
実
践
的
要
求
と
直
接
に
結
び
つ
か
な
い
問
題
を
後
廻
し
に
す
る
傾
向
を
生
み
だ
す!

、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
利
用 

し
て
、
敵
が
個
人
の
問
題
を
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
武
器
に
変
え
た
と
い
う
事
実
、
そ
の
ほ
か
セ
ク
ト 

主
義
者
、
教
条
主
義
者
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歪
曲
化
な
ど
が
、
そ
の
要
因
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
の
ヒ 

ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
基
礎
が
、
多
く
の
正
直
で
献
身
的
な
労
働
者
階
級
の
革
命
家
に
よ
っ
て
忘
れ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ 

ら
に
は
彼
ら
に
よ
っ
て
革
命
的
闘
争
と
は
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
驚
く
ベ 

き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
彼
ら
の
言
葉
が
彼
ら
自
身
の
活
動
お
よ
び
献
身
の
根
源
と
鋭
く
矛
盾
す
る
だ
け
で
は
な
く
、 

彼
ら
が
現
実
に
行
為
し
て
い
る
こ
と
と
鋭
く
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
人
間
の
哲
学
の
問
題
へ
と
復
帰
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
併
存
す
る
要
因
に 

も
と
づ
い
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
運
動
は
現
在
—
!

多
く
の
国
で
支
配
権
を
獲
得
し
た
の
ち
一
旧
体
制
に
対
す
る
闘
争
と
結
び
つ
い
た
課
題
と
直 

面
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
第
一
次
的
に
は
、
新
し
い
生
活
様
式
を
創
造
す
る
仕
事
と
直
面
し
て
い
る
が
、
こ
の
状
態
か 

ら
生
ず
る
客
観
的
な
要
請
が
あ
る
。
個
人
の
問
題
は
——

た
と
え
そ
れ
が
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
看
過
さ
れ
た
と
し
て
も
——

遅
か
れ 

早
か
れ
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
何
と
よ
ぼ
う
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
ど
の
よ
う
な
形
態
で 

現
わ
れ
よ
う
と
、
「人
間
の
哲
学
」
は
、
社
会
が
安
定
の
時
期
に
達
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
敵
が
征
服
さ
れ
、
そ
し
て
生
活
が
継
続 

さ
れ
て
ゆ
く
と
き
、
前
面
に
た
ち
現
わ
れ
、
そ
の
中
心
的
問
題!
—

い
か
に
す
れ
ば
人
間
を
幸
福
に
で
き
る
か
—I

は
、
従
来
以
上 

の
重
要
性
を
も
づ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
勝
利
は
、
勝
利
と
と
も
に
、
新
し
い
、
紛
糾
し
た
、
困
難
な
問
題
を
招
来
す
る
の
で
あ 

る
。
と
い
う
の
は
、
新
生
活
の
建
設
者
た
ち
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
誤
り
が
い
ま
や
こ
こ
に
顕
在
化
し
て
く
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ 

ら
の
誤
り
は
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
誤
り
の
原
因
と
結
果
と
を
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
——
 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
個
人
生
活
の
新
し
い
形
態
を
つ
く
り
だ
す
の
を
促
す
と
と
も
に
、
人
間
の
哲
学
へ
の
反
省
を
促
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
こ
れ
ら
の
客
観
的
理
由
が
、
理
論
そ
の
も
の
の
分
野
の
う
ち
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
き
な
要
求
を
生
み
だ
し
て
い
る 

こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
思
考
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
客
観
的
現
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
あ
る
程
度
の
自
律
性
を
具 

え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
完
全
な
哲
学
体
系
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
に 

示
さ
れ
て
い
る
。
現
実
を
描
き
出
す
に
さ
い
し
て
、
あ
る
要
素
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
致
命
的
な
欠
陥
と
見
な
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。
実
践
の
分
野
で
一
種
の
励
ま
し
の
重
要
性
が
増
し
つ
つ
あ
る
場
合
に
は
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義 

理
論
家
が
、
価
値
理
論
、
人
間
の
哲
学
、
倫
理
学
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
欠
点
や
不
足
を
、
彼
ら
の
理
論
体
系
の
重
要 

な
欠
陥
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
。
だ
が
、
二
十
数
年
前
に
は
、
同
じ
欠
陥
が
、
こ
ん
に
ち
と
同
じ 

よ
う
な
疑
問
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、
ま
た
こ
ん
に
ち
と
同
じ
よ
う
な
理
論
的
活
動
を
促
す
こ
と
も
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
こ
ん
に
ち
こ
れ
ら
の
欠
陥
が
そ
の
重
要
な
誘
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
状
況
と
実
践
的
要
求
の
変
化
に
よ
つ 

て
生
じ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
人
間
の
哲
学
に
対
す
る
関
心
の
増
大
は
、
イ
デ
オロ

ギ
—
闘
争
の
新
し
い
形
態
と
そ
の
意
味
が
も
つ
文
脈
の
な
か
に
お 

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
こ
ん
に
ち
、
人
間
の
哲
学
に
ま
す
ま
す
多
く
の
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。!

そ 

れ
は
、
た
ん
に
実
際
的
要
求
に
迫
ら
れ
た
り
、
ま
た
彼
ら
が
体
系
の
な
か
の
欠
陥
を
埋
め
た
い
と
望
ん
で
い
る
た
め
ば
か
り
で
な
く 

^

ー
彼
ら
が
イ
デ
オ
口
ギ
ー
闘
争
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
哲
学
は
、
最
近 

激
動
の 

時
代
に
さ
い
し
て
、
ま
た
社
会
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
の
反
省
が
ひ
き
つ
づ
き
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
時
期
に
あ
た
っ
て!
—

こ
の 

闘
争
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
闘
争
の
道
具
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

政
治
的
共
存
は
、
現
代
の
戦
争
技
術
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
全
世
界
の
破
壊
に
直
面
し
て
の
唯
一
の
合
理
的
な 

二
者
択
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
技
術
の
発
展
は
国
際
関
係
に
お
け
る
カ
の
行
使
を
ひ
と
び
と
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
知 

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
価
値
体
系
や
こ
れ
ら
の
体
系
に
基
礎
を
も
つ
社
会
生
活
の
概
念
や
思
想
を
ひ
と
び
と
に
放
棄
さ
せ
る
こ 

と
は
で
き
ず
、!
—

事
実
放
棄
さ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
相
違
が
存
続
す
る
限
り
、
自
分
の
理
想
の
た
め
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に
勝
利
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
闘
争
や
試
み
は
絶
対
に
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
闘
争
の
解
決
が
軍
事
力
の
行
使
に
よ
っ 

て
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
可
能
性
は
、
敵
対
国
を
、
そ
し
て
ど
ち
ら
に
つ
く
と
も
決
定
し
て
い
な 

い
国
を
、
正
当
な
議
論
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
こ
れ
に
よ
つ 

て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
体
系
に
対
立
す
る
価
値
体
系
へ
の
反
論
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、 

わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
価
値
体
系
と
思
想
と
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
闘
争
方
法
は
、
平
和
的
共
存
の
条
件
の 

も
と
に
あ
っ
て
は
、
当
然
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
闘
争
が
同
じ
よ
う
に
イ
デ
ォ
匸
ギ
ー
的 

和
解
に
い
た
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
論
ず
る
に
値
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。 

共
存
の
条
件
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
哲
学
の
問
題
は
、
理
論
の
上
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
践
の
上
に
お
い
て
も
、
と
く
に 

重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
哲
学
の
問
題
が
主
に
関
係
す
る
も
の
は
、
個
人
の
自
由
、
個
人
の
幸
福 

の
思
想
、
そ
の
保
証
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
、
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
道
徳
的
責
任
の
問
題
と
い
っ
た
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら 

の
問
題
は
、
資
本
主
義
諸
国
に
あ
っ
て
、
「市
井
の
ひ
と
び
と
」
と
社
会
主
義
と
の
あ
い
だ
の
最
も
強
力
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。 

も
と
よ
り
、
そ
れ
は
「自
由
世
界
」
の
宣
伝
組
織
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
社
会
主
義
者
の
犯
し
た
誤
り
や
、 

彼
ら
の
誤
っ
た
状
況
判
断
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
誤
り
は
、
主
に
、
社
会
主
義
者
の
資
本
主
義
像
が
ー
九 

世
紀
的
な
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
現
在
の
諸
条
件
に
目
を
移
す
だ
け
の
能
力
が
彼
ら
に
欠
け
て
い
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。 

資
本
主
義
は
、
こ
ん
に
ち
も
体
制
と
し
て
存
続
し
て
い
る
が
、
そ
の
形
態
は
ま
っ
た
く
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た 

が
っ
て
資
本
主
儀
体
制
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
ひ
と
び
と
の
考
え
も
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
近
十
数 

年
間
の
急
激
な
技
術
的
・
経
済
的
変
化
の
結
果
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
社
会
主
義
世
界
か
ら
圧
力
を
受
け
、
こ
れ
に
よ 

っ
て
資
本
主
義
も
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
の
も
つ
革
命
的
影
響
に
対
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
当
然 

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
幸
に
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
そ
の
理
論
的
分
析
の
な
か
で
、
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
た
と
え
払 

っ
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
払
わ
な
か
っ
た
に
等
し
い
注
意
し
か
払
わ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
資
本
主
義
の
擁
護
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者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
変
化
の
た
め
に
、
資
本
主
義
は
も
は
や
存
在
し
て
は
い
な
い
、
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
し
ば
し
ば
、 

資
本
主
義
は
少
し
も
変
化
し
て
い
な
い
と
主
張
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
世
紀
前
の
マ
ル
ク
ス
の
公
式
が
文
字
通
り
繰
り
返
さ
れ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
が
、
た
だ
た
ん
に
変
化
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
、
と
主 

張
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
誤
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
は
な
お
存
続
し
、
し
か
も
し
ば
し
ば
、
以
前
に
も
ま
し
て
残
酷
な
も
の
と
な
り
、 

搾
取
を
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
以
前
と
は
異
な
る
資
本
主
義
で
あ
っ
て
、
異
な
っ
た
行
動
の
型
と
機
能
と 

を
も
っ
て
い
る
。
も
は
や
国
営
化
と
計
画
経
済
が
、
資
本
主
義
諸
国
に
あ
っ
て
も
、
社
会
主
義
に
対
す
る
反
対
者
た
ち
に
よ
っ
て
、 

「市
井
の
ひ
と
び
と
」
に
向
け
て
宣
伝
さ
れ
る
妖
怪
で
は
な
く
な
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
議
論
が
そ
の
筋
の
反
共
産
主
義
宣
伝
に
あ 

ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
主
義
経
済
が
、
か
な
り
の
成
果
を
挙
げ
う
る
と 

い
う
こ
と
さ
え
、
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
他
方
、
反
共
産
主
義
宣
伝
は
、
個
人
の
自
由
と
か
個
人
の
発
展
な
ど
、
個
人
の 

問
題
を
、
か
つ
て
よ
り
大
き
く
戦
闘
的
に
利
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
時
に
よ
り
有
効
な
妖
怪
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
認
め 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
領
域
に
お
い
て
不
可
避
的
な
も
の
は
、
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
闘
争
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
——

マ
ル
ク
ス
主
義 

者
か
ら
の
攻
撃
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
れ
は
イ
デ
オ
〇
ギ
ー
闘
争
で
敗
北
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
深
刻 

な®

E

威
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

共
存
の
条
件
の
も
と
で
、
人
間
の
精
神
と
心
と
に
向
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
闘
争
、
こ
と
に
「新
世
界
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
地 

域
に
お
け
る
こ
の
闘
争
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
、
主
と
し
て
経
済
闘
争
の
結
果
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
の
み 

左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
重
要
性
を
も
つ
も
の
は
、
自
由
の
問
題
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ 

カ
の
新
興
国
の
場
合
に
は
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
国
家
の
自
由
に
つ
い
て
も
、
個
人
の
自
由
に
つ
い
て
も 

あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
間
の
哲
学
が
も
つ
複
雑
さ
の
す
べ
て
が
あ
る
。
人
間
の
選
択
と
態
度
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
、 

事
実
か
ら
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
実
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要
だ
と
思
わ
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れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
が
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
大
い
に
、
実
践
を
支
持
し
発
展 

さ
せ
る
理
論
の
も
つ
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
事
実
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
意 

識
的
に
形
成
さ
れ
、
促
進
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
人
間
の
哲
学
が
——

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
要
素
と
し
て
、
ま
た
個
人
と
社
会
と
の
実
践
的
関
係
の
形
成
に
影
響
を
及 

ぼ
す
要
因
と
し
て!
!

も
つ
新
し
い
異
な
っ
た
側
面
が
あ
る
。 

〔上
妻
精
訳
〕
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マ
ル
ク
ス
主
義
と
人
間
の
実
存
的
問
題
・

ミ
ラ
ン
・
プ
ル
ー
ハ

M
ilan  pr c-cha

は
プ
ラ
ー
グ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
哲
学
学
会
に
所
属
し
、
モ
ス
ク
ワ 

の
国
立
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
遊
学
し
た
。
彼
は
専
門
分
野
で
あ
る
現
象
学
と 

実
存
主
義
の
批
判
的
分
析
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
論
文
を
発
表
し
た
。
こ
の
な
か
に
は
『厶 

間
の
実
存
の
哲
学
的
諸
問
題
』
お
よ
び
『
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
第
一
哲
学
』 

が
含
ま
れ
て
い
る
。
ー
九
三
一
年
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
プ
ル
ゼ
ン
に
生
ま
れ
た
。 

実
存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
と
が
、
疎
外
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
て
い
る
。
死
す
べ
き
者
で
あ
る
と
い 

う
事
実
が
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
抱
負
を
打
ち
く
だ
い
て
し
ま
う
不
条
理
な
世
界
の
な
か
に
、
人
間
は
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う 

か
。
人
間
は
搾
取
や
疎
外
さ
れ
た
社
会
組
織
の
機
構
に
反
抗
す
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
的
過
程
か
ら
の
二
度
と
な
い
産
物
な
の
だ
ろ
う 

か
。
生
と
死
の
問
題
は
、
社
会
組
織
と
は
無
関
係
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
は
、
個
人
と
社
会
と
の
あ
い
だ
の 

調
和
の
な
か
に
最
終
的
解
決
を
見
出
す
よ
う
な
歴
史
的
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

実
存
主
義
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
お
互
い
に
激
し
く
対
立
し
あ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
の
解
釈
に
つ
い
て
は
一
致
し 

て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
疎
外
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
把
握
し
た
。
主
体
は
ま
ず
彼
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
外
部
の
世
界
に
遭
遇
す 

る
が
、
や
が
て
こ
の
客
体
の
う
ち
に
自
己
自
身
を
認
め
、
意
識
と
存
在
の
同
一
性
に
満
足
を
得
る
に
い
た
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
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(
す
な
わ
ち
人
間
の
創
造
物
が
人
間
に
と
っ
て
盲
目
的•
敵
対
的
力
と
な
る
と
い
う
事
実)

を
、
客
体
的
世
界
の
存
在
か
ら
演
繹
す 

る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
渡
的
な
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら 

は
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
者
た
ち
が
、
何
ら
か
の
社
会
あ
る
い
は
人
間
関
係
は
つ
ね
に
最
終
的
に
は
客
体
化
す
る
と
い
う
事
実
を
も
ち 

だ
し
た
り
、
技 

術
(
人
間
が
自
分
の
世
界
を
形
成
す
る
手
段)

あ
る
い
は
国
家
行
政(
た
と
え
社
会
主
義
国
家
行
政
で
さ
え)

は
、 

人
間
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
と
な
る
と
い
う
事
実
を
も
ち
だ
し
た
り
、
愛
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
人
間
関
係
も
最
後
に
は
ば
ら
ば 

ら
に
な
る
か
、
ま
た
は
自
己
を
自
己
自
身
の
外
部
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
す
る 

の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
批
判
は
、
さ
ら
に
よ
り
広
い
問
題
、
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
人
間
を
歴
史
の
な
か 

に
閉
じ
込
め
、
こ
の
た
め
に
人
間
を
外
的
世
界
と
直
面
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
歴
史
の
問
題
の
み 

を
取
り
扱
い
う
る
だ
け
で
、
実
存
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
と
、
—
ゲ
ル
の
あ
い
だ
の
疎
外
概
念
の
相
違
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純
化
さ
れ
す
ぎ 

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
へI

ゲ
ル
を
批
判
し
た
根
拠
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
の
疎
外
の
特
殊
性
を
理 

解
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
も
っ
と
ー
殿
的
な
哲
学
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
へI

ゲ
ル
を
批
判
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
富
と
か
国
家
権
力
な
ど
を
人
間
的
本
質
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
彼
は
こ
れ
ら
を
た
ん 

に
思
想
形
式
の
う
ち
で
の
み
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
思
想
の
な
か
の
存
在
で
あ
り
、
た
ん
に
紬
酔
な(
す
な
わ
ち 

抽
象
的
な)

哲
学
的
思
惟
の
疎
外
に
す
ぎ
な
い
。.
.
.

疎
外
は.
.
.

思
想
そ
の
も
の
の
内
部
で
の
対
立
で
あ
る
。」
(
『経
済 

学•
哲
学
草
稿
』)

マ
ル
ク
ス
の
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
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も
、
最
も
一
般
的
形
態
で
の
労
働
は
つ
ね
に
疎
外
と
疎
外
の
克
服
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、 

こ
の
労
働
の
一
般
的
分
析
は
、
マ
ル
ク
ス
が
後
年
資
本
主
義
社
会
の
批
判
的
研
究
に
よ
っ
て
定
式
化
し
た
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
概
念 

と
は
同
一
の
も
の
で
は
號
い
ー
『経
済
学
批
判
要
綱
』
(
ー
ハ
五
七
—
五
八)

と
『資
本
論
』
の
な
か
で
、
彼
は
物
化
さ
れ
た(
雇 

用)

関
係
と
物
化(
雇
用)

と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
も
つ
疎
外
的
性
格
と
疎 

外
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
る
。 

•

「活
動
の
社
会
的
性
格
は.

こ
こ
で
は
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
。.
.
.

そ
れ
ら 

の
相
互
関
係
は
、
個
人
に
と
っ
て
何
か
疎
外
さ
れ
た
自
律
的
な
も
の
と
し
て
、
対
象
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
」。(
『経
済
学
批
判 

要
綱
』
〔ベ
ル
リ
ン
・
一
九
五
三
年
〕
七
五
ペ
ー
ジ)

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
複
雑
な
概
念
を
歴
史
に
お
け
る
個
人
の
立
場
の
分
析
や
人
間
相
互
間
の
経
済
的
諸
関
係
の 

分
析
に
還
元
し
は
し
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
疎
外
を
思
想
の
領
域
に
閉
じ
込
め
、
人
間
劇
を
精
神
劇
に
還
元
し
た
。
し
か
し
、
マ 

ル
ク
ス
は
外
部
の
世
界
と
の
関
係
を
含
め
た
人
間
の
全
体
概
念
を
も
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
の
視
点
を
実
存
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
の 

立
つ
視
点
と
比
較
す
る
た
め
に
は
、
術
語
を
分
析
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
哲
学
的
唯
物
論
や
無
神
論
の
見
地
に
お
け
る
疎 

外
概
念
の
徹
底
的
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
概
念
で
は
、
世
界
は
そ
れ
自
身
で
独
立
に
も
っ
て
い
る
特
性
や
意
味
を
剝
奪
さ
れ
、
人
間
の
主
観
と
の
接
触
を 

通
し
て
獲
得
す
る
特
性
や
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
『存
在
と
時
間
』
の
う
ち
に
は
、
物
質
が
人
間
に
対
し
て
お
こ
な
う
抵
抗
を 

表
現
で
き
る
よ
う
な
観
念
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
人
間
を
、
彼
と
は
相
容
れ
な
い
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
示
し
、 

そ
し
て
人
間
生
活
の
悲
劇
的
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
喚
起
す
る
よ
う
な
興
味
を
そ
そ
る
定
式
は
、
期
待
は
ず
れ
の
事
実
に
終
っ
て 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
哲
学
に
お
け
る
存
在
と
意
識
と
の
あ
い
だ
の
極
度
に
尖
鋭
化
し
た
矛
盾
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
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と
世
界
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
の
消
滅
に
終
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
れ
ら
の
相
互
疎
外
が
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ 

て
、
主
観
的
選
択
が
、
そ
こ
に
お
い
て
主
観
的
選
択
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
物
質
的
諸
条
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か 

ら
で
あ
る
。
人
間
の
悲
劇
的
な
状
況
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
実
存
主
義
哲
学
は
、
そ
の
観
念
論
の
た
め
に
、
浅
薄
な
楽
観
主
義 

に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
教
的
幻
想
が
そ
う
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
世
界
の
普
遍
的
な
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
、
物
質
の
発
展
の
部 

分
的
産
物
と
し
て
、
宇
宙
の
一
定
の
部
分
の
う
ち
に
、
都
合
の
よ
い
条
件
の
も
と
で
、
生
存
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
、
人
間
は
実
践
的
活
動
を
通
し
て
、
全
体
と
し
て
の
世
界
に
対
抗
し
て
、
自
己
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の 

な
か
に
「根
を
下
ろ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
自
己
の
生
存
に
必
要
な
欲
求
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
意
味
を
、
世
界
の
な
か 

に
も
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
世
界
と
の
「関
連
」
と
「疎
外
」
と
を
表
現
し
て
い
る
唯
物
論
的
な
世
界
概
念
は
、
実 

存
主
義
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
も
つ
一
面
性
を
克
服
し
て
、
人
間
の
実
存
の
哲
学
的
問
題
を
解
明
す
る
基
礎
を
か
た
ち
づ
く
っ 

て
い
る
。

人
間
と
世
界
と
の
ユ
ミ
ュ-
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
よ
う
な
絶
対
的
疎
外
も
、
世
界
と
人
間
と
の
同
一
化
の
可
能
性
を
前
提
と 

す
る
全
体
的
調
和
も
実
際
に
は
存
在
し
な
ウ
。
世
界
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
純
粋
な
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
純
粋
な
加
恥 

で
も
あ
り
え
な
い
。

世
界
が
純
粋
な
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
の
は
、
人
間
が
世
界
を
自
分
の
対
象
に
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
人
間
が
世
界
の
な
か
に 

存
在
し
、
現
実
の
な
か
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
た
ん
な
る
体
窗
で
も
あ
り
え
な
い
。 

な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
が
世
界
の
な
か
に
生
き
う
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
が
世
界
を
自
分
の
知
識
や
変
革
活
動
の
対
象
と
す
る
こ
と 

に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
哲
学
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
の
意
味 

す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
唯
物
論
哲
学
は
「対
象
が
、
現
実
が
、
感
性
が
、
た
だ
た
ん
に
客
体
ま
た
は
直
観 

の
形
式
の
も
と
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
、
感
性
的
な
人
間
的
活
動
、
す
な
わ
ち
実
践
と
し
て
主
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
」
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(
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
テ
ー
ゼ
ー)

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

マ
ル
ク
ス
以
後
の
哲
学
は
、
世
界
が
客
体
の
か
た
ち
を
と
っ
て
人
間
の
前
に
、
し
か
も
人
間
に
対
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
も 

の
か
ど
う
か
を
単
純
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
実
存
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
通
し
は
、
基
本
的
に
変
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の 

研
究
は
、
世
界
の
な
况
で
人
間
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
機
械
的
唯
物
論
は
、 

人
間
を
諸
物
体
の
な
か
に
あ
る
一
つ
の
物
体
と
し
、
機
械
と
し
て
、
把
握
し
た
が
、
観
念
論
に
対
し
て
精
神
的
な
堤
防
を
築
く
こ
と 

は
で
き
な
か
っ
た
。
現
実
が
客
体
の
か
た
ち
で
の
み
存
在
す
る
と
考
え
る
哲
学
と
し
て
、
機
械
的
唯
物
論
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、 

哲
学
す
る
自
我
を
現
実
の
前
に
お
き
、
自
我
は
現
実
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
よ
り
現
実
を
観
察
し
判
断
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し 

て
機
械
的
唯
物
論
は
、
現
実
的
自
我
よ
り
現
実
性
を
剝
奪
し
て
、
非
現
実
的
自
我
へ
、
純
粋
な
自
己
意
識
へ
と
変
形
し
た
の
で
あ
る
。 

現
実
は
い
か
な
る
種
類
の
主
観
と
も
相
容
れ
な
い
死
物
に
退
化
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
人
間
の
概
念
を
、
そ
の
自
然
主
義
を
克 

服
し
、
社
会
的
・
歴
史
的
な
も
の
を
批
判
の
規
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
り
超
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル 

ク
ス
は
哲
学
の
全
体
的
見
通
し
を
も
変
え
た
の
で
あ
る
。
哲
学
は
現
実
に
先
立
つ
存
在
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
観
想
の
哲
学
で
あ
る
こ 

と
を
や
め
、
既
知
の
現
実
に
お
け
る
自
我
の
位
置
や
、
自
我
が
現
実
を
そ
の
対
象
に
す
る
に
さ
い
し
て
の
行
為
を
、
理
知
的
に
明
確 

に
す
る
よ
う
導
く
哲
学
と
な
っ
た
。
自
我
と
現
実
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の 

概
念
は
、
物
質
的•
自
然
的
な
人
間
存
在
と
自
然
と
の
双
方
に
連
関
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
現
実
的
で
身
体
的
な
人 

間
が
、
彼
の
対
象
的
な
存
在
と
諸
力
を
疎
遠
な
諸
対
象
と
し
て
措
定
す
る
と
し
て
も
、
「こ
の
措
定
が
主
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

こ
の
措
定
は
対
象
的
な
諸
力
の
も
つ
主
体
性
で
あ
る
」
〈『経
済
学•
哲
学
草
稿
』)

と
強
調
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
人
間 

が
主
体
で
あ
る
の
は
、
彼
が
自
然
的
諸
力
の
う
ち
に
自
然
的
諸
力
と
し
て
実
存
す
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
人
間
が
自
己
の
生
を
外 

化
す
る
唯
一
可
能
な
対
象
は
、
現
実
的•
感
覚
的
対
象
な
の
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
外
部
に
対
象
を
も
た
な
い
存
在
は
対
象
的
存
在 

で
は
な
い
。
自
己
自
身
の
外
部
に
自
己
自
身
の
自
然
性
を
も
た
な
い
存
在
は
、
自
然
の
本
質
を
分
ち
も
つ
も
の
で
な
い
か
ら
、
自
然 

的
存
在
で
は
な
い
。
対
象
的
存
在
は
自
己
自
身
の
外
部
に
対
象
を
も
ち
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
的
に
行
動
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し
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
的
存
在
で
あ
るQ

自
然
的
存
在
は
、
そ
れ
が
自
己
を
確
認
す
る
諸
対
象
が
そ
れ
と
は
独
立
に
存
在 

し
て
い
る
か
ら
、
有
限
的
で
あ
り
、
条
件
づ
け
ら
れ
、
制
限
さ
れ
、
そ
し
て
苦
悩
を
感
受
す
る
存
在
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
飢
え
は 

対
象
的
・
身
体
的
欲
求
、
つ
ま
り
外
部
の
対
象
に
対
す
る
欲
求
な
の
で
あ
る
。
「対
象
的
感
性
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
受
苦 

的
な
存
在
で
あ
り
、
自
分
の
苦
悩
を
感
受
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
情
熱
的
な
存
在
で
あ
る
。
情
熱
は
、
自
分
の
対
象
の
獲
得
に
向 

か
っ
て
努
力
す
る
人
間
の
能
力
で
あ
る
。」
(
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』) 

マ
ル
ク
ス
の
物
質
的•
対
象
的•
受
苦
的•
情
熱
的
存
在
と
し
て
の
人
間
分
析
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
資
本
主
義
社
会
の 

も
と
で
の
人
間
の
条
件
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
マ
ル
ク
ス
を
非
難
す
る
批
評
家
た
ち
の
皮
相
さ
を
、
反
駁
の 

余
地
の
な
い
ほ
ど
は
っ
き
り
と
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

対
象
的
存
在
と
し
て
人
間
を
と
ら
え
る
こ
の
哲
学
的
概
念
が
も
つ
価
値
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義
と
の
論
争
に
お
い
て
立 

証
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
実
存
の
問
題
を
、
実
存
し
て
い
る
存
在
の
身
体
性
の
見
地
で
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き 

な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
実
存
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
純
粋
思
想
の
世
界
の
な
か
を
動
く
純
粋
主
観
性
に 

と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
悶
題
を
た
ん
に
二
律
背
反
と
し
て
定
式
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
は
私
の
身 

体
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
意
識
は
た
だ
あ
る
事
実
性
の
意
識
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
だ
が
同
時
に
、 

私
は
私
の
身
体
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
身
体
は
私
が
現
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
り
超
え
ら
れ
て
い
る
か
ら 

で
あ
る
、
と
し
か
し
な
が
ら
、
何
も
の
に
も
条
件
づ
け
ら
れ
ず
、
何
も
の
に
も
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
と
い
う
サ
ル 

ト
ル
の
概
念
に
お
い
て
は
、
彼
は
こ
う
し
た
論
争
的
立
場
か
ら
さ
え
身
を
ひ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
純
粋
「自
我
」、
忍 

想
、
自
己
意
識
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
完
全
に
現
実
か
ら
除
外
さ
れ
、
彼
を
条
件
づ
け
決
定
す
る
も
の
は
何
も 

の
も
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
を
対
象
的
存
在
と
し
て
把
握
し
て
現
実
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、 

結
局
、
自
我
と
世
界
の
相
互
疎
外
に
も
と
づ
く
実
存
の
概
念
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
世
界
と
世
界
の
す
べ
て 

の
富
の
抽
象
的
否
定
で
あ
る
「自
我
」
の
空
虚
さ
や
、
「死
に
臨
む
存
在
」
と
し
て
、
人
間
存
在
を
特
徴
づ
け
た
り
、
不
安
、
嘔
吐
、
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マルクス主義と人間の実存的問題

倦
怠
と
い
う
感
情
の
中
心
と
し
て
人
間
存
在
を
特
徴
づ
け
た
り
す
る
こ
と
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

死
の
問
題
、
あ
ら
ゆ
る
無
神
論
哲
学
の
無
情
な
急
進
主
義
と
と
も
に
現
わ
れ
て
く
る
死
の
問
題
、
こ
の
問
題
を
そ
の
深
い
哲
学
的 

意
味
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
存
主
義
が
頼
り
と
な
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
実
存
主
義
者
た
ち
は
、
偶
然 

と
不
条
理
と
が
人
間
の
実
存
の
根
絶
で
き
な
い
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
死
を
説
得
的
に
示
し
て
い
る
。
だ 

が
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
死
ぬ
と
い
う
事
実
が
人
間
の
実
存
の
唯
一
の
ま
た
は
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ 

ろ
う
か
。
死
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
抱
負
や
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
欲
望
、
そ
し
て
関
係
や
感
情
の
価
値
を
減
じ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う 

か
。
人
間
に
つ
い
て
の
主
観
主
義
的
概
念
が
も
つ
空
虚
な
「自
我
」
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
む
き
出
し
の
実
存
を
問
題
に
す 

る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
問
題
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
人
間
が
対
象
的
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人 

間
は
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
と
い
う
抽
象
的
領
域
の
圏
内
だ
け
で
動
く
の
を
や
め
、
完
全
に
世
界
に
関
心
を
抱
い
た
存
在
と
な
る
。
ま
こ 

と
に
、
た
だ
生
存
し
つ
づ
け
る
こ
と
の
み
が
、
人
間
の
唯
一
の
関
心
な
の
で
は
な
い
。
対
象
的
存
在
と
し
て
、
一
般
に
人
間
は
情
熱 

的
で
あ
り
、
世
界
を
渇
望
し
て
い
る
。
人
間
は
た
だ
た
ん
に
不
安
を
経
験
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
飢
え
や
、
性
欲
を
、
と
り
わ
け
広 

範
囲
に
お
よ
ぶ
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
情
熱
や
感
情
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
対
象
的
存
在
の
有
限
性
は
、
こ
の
存
在
が 

も
つ
死
す
べ
き
運
命
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
対
象
的
存
在
は
、
必
然
的
に
、
自
己
自
身
の
外
部
に
あ
る
対
象
的
世
界
の
な 

か
に
自
己
自
身
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
有
限
性
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
死
に
臨
む
存
在
と
し
て
の
人
間
把
握 

が
当
然
も
た
ら
す
無
関
心
と
は
正
反
対
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
実
存
主
義
が
考
え
る
以
上
に
は
る
か
に
自
由
な
存
在
で
あ
る
。 

世
界
や
他
の
ひ
と
び
と
の
運
命
に
対
す
る
彼
の
関
心
を
通
し
て
、
人
間
は
人
間
的
な
富
を
、
そ
し
て
関
心
と
価
値
の
階
層
的
秩
序
を 

創
造
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
死
か
ら
死
が
も
つ
絶
対
的
な
独
裁
者
と
し
て
の
性
格
を
剝
奪
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の 

実
存
の
構
造
を
確
立
す
る
も
の
は
、
「積
極
的
な
」
情
熱
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
不
安
・
倦
怠
、
そ
し
て
嘔
吐
と
同
じ
く
「真
正 

な
も
の
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
有
限
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
然
的
構
造
は
、
世
界
に
対
す
る
完
全
な
開
放
性
で
あ
り
、
世
界 

へ
の
関
心
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
否
定
性
—

死!

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
の
哲
学
を
基
礎
に
し
て
、
人
間
の
実
存
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
複
雑
に
い
り
く
ん
だ
見
解
も
説
か
れ
る
こ
と
が
で
き 

よ
う
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
極
度
に
単
純
化
さ
れ
た
若
干
の
解
釈
に
対
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
社
会
的
決
定
の
真 

の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
た
多
様
な
哲
学
的
概
念
の
公
分
母
は
、
個
人
が
社
会
に
先
行
す
る
と
い
う
伝
統
的
見
解
で
あ
る
。 

そ
れ
は
ま
た
「社
会
契
約
」
の
よ
う
な
概
念
形
態
を
と
っ
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
見
解
は
、
個
人
の
諸
特
質
か
ら
社
会
構 

造
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
人
間
の
本
質
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
共
通
な
抽
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ 

の
研
究
の
方
法
は
、
す
べ
て
の
個
人
に
共
通
な
諸
特
性
を
探
し
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
概
念
の
論
理
が
導
き
出
す
結
論 

は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
モI

ツ
ア
ル
ト
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
道
具
の
生
產 

に
は
た
ず
さ
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
活
動
は
人
間
の
本
質
に
は
属
さ
な
い
、
し
か
し
、
軟
い
耳
朶
は
、
人
間
に
だ
け

〈2) 

見
出
さ
れ
、
ほ
か
の
動
物
に
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
人
間
の
本
質
に
属
す
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
き
、
歷 

史
は
、
神
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
然(
こ
の
場
合
に
は
、
人
間
性
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
不
変 

の
人
間
本
質
を
示
す
よ
う
な
、
た
ん
な
る
外
面
的
で
偶
然
的
な
余
興
に
す
ぎ
な
い
。 

人
間
の
「自
然
主
義
的
」
解
釈
は
、
氨
困
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
還
元
主
義
の
方
法
と
手
を
結
ん
で
、
慎
重
に
歩
を
進
め
て
い 

る
。
し
か
し
、
「自
然
的
」
諸
性
質
の
領
域
内
に
、
雑
多
な
人
間
の
活
動
の
諸
結
果
の
等
価
物
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ 

で
若
干
の
本
能
に
よ
っ
て
こ
の
す
べ
て
の
富
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
人
間
の
「自
然
主
義
的
」
解
釈
は
、
人
間
の
実
存
の
自
由
を 

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
対
し
て
、
生
理
学
的
な
、
あ
る
い
は
他
の
幼
稚
な
決
定
論
を
立
て
る
の
で
あ 

る
。マ

ル
タ
ス
は
、
実
践
的
唯
物
論
の
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
本
質
を
類
的
な
人
間
の
活
動
の
結
果
と
・
し
て
把
握
す
る
。
自
然 

的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
社
会
的
現
実
を
創
造
す
る
。
こ
の
社
会
的
現
実
は
自
然
的
現
実
と
比
較
し
て
新
し
い
現
実
で
あ
ケ
、
こ
の 

な
か
で
、
各
個
人
の
存
在
は
、
他
の
個
人
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
実
在
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
こ
れ
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ら
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
み
ず
か
ら
の
内
容
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
第
六
の
テ
ー
ゼ 

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「人
間
的
本
質
は
け
っ
し
て
個
々
の
個
人
に
内
在
す
る
抽
象
物
で
は
な
い
。 

そ
の
現
実
性
に
お
い
て
、
そ
れ
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
で
あ
る
。」
人
間
的
本
質
の
決
定
因
と
し
て
の
「在
交
性
」
は
、
抽
象
的 

個
人
の
特
性
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
現
実
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
単
一
の
個
人
の
活
動
よ 

リ
以
上
に
変
化
す
る
社
会
的
現
実
の
動
力
学
に
お
い
て
は
、
「人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
の
資
料
と
な
る
も
の 

は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
具
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仕
方
で
、
人
間
本
質
の
研
究
に
よ
り
具
体
的
に
接
近
し
、
人
間
本
質
の
形
成
の
現
実
的
・
歴
史
的
過
程
を
理
解
す
る
こ 

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
た
質
問
は
、
人
間
が
ど
の
程
度
ま
で
彼
の
多
様
な
社
会
関
係
を
培
養
し
た
か
、
ど
の
程
度 

ま
で
自
分
自
身
を
自
然
か
ら
解
放
し
、
彼
の
社
会
的
本
質
を
発
展
さ
せ
た
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
ま
で
彼
の
個
人
的
存
在
が
社
会
的 

存
在
と
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
人
間
の
実
存
は
、
他
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
的 

諸
規
定
を
う
ち
に
含
み
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
歴
史
の
な
か
で
多
様
に
変
化
を
受
け
な
が
ら
も
、
け
っ
し
て
廃
絶
さ
れ
る
こ
と
は
な 

い
。
人
間
の
自
然
性!

マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
「.
.
.

欲
求
と
衝
動
と
の
結
合
体
で
あ
る 

私
自
身
の
自
然.
.
.

」
(
『要
綱
』)
!

は
、
人
間
の
本
質
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間 

把
握
に
と
っ
て
不
可
欠
の
観
念
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
彼
の
初
期
の
著
作
の
な
か
で
も
、
『要
綱
』
の
な
か
で
も
、
『資
本 

論
』
の
な
か
で
も
用
い
て
い
る
。
こ
の
観
念
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
社
会
的
な
存
在
の
様
式
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、 

彼
は
人
間
の
自
然
性
が
彼
の
社
会
的
な
存
在
の
様
式
の
な
か
に
自
己
自
身
を
確
認
し
て
発
展
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と 

も
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
損
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
人
間
の
個
人
的
な
実
存
と
社
会
的
本
質
と
の
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、⑷

個
人
的
な
実
存 

が
社
会
的
本
質
の
肯
定
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
否
定
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
か
を
見
る
た
め
で
あ
り
、⑹

社
会 

的
本
質
が
個
人
に
対
し
て
彼
ら
自
身
の
能
力
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
ら
を
征
服
し
圧
倒
す
る
統
御
で
き
な
い
カ
と
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し
て
現
わ
れ
る
も
の
か
を
見
る
た
め
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
人
間
の
実
存
と
人
間
の
社
会
的
本
質
と
を
区
別
す
る
か
ら
、
完
全
に
実
存
主
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
サ
ル 

ト
ル
に
よ
れ
ば
、
個
人
は
本
質
を
も
た
な
い
。
私
は
死
ん
だ
後
に
は
じ
め
て
本
質
を
も
っ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は 

人
間
の
本
質
に
は
口
先
だ
け
の
関
心
し
か
示
さ
な
い
。
「存
在
の
本
質
は
、
そ
の
実
存
の
う
ち
に
あ
る
。」(
『存
在
と
時
間
』)

し
か 

し
、
彼
に
と
っ
て
も
、
他
の
実
存
主
義
者
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
人
間
の
本
質
は
人
間
の
実
存
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史 

や
他
の
外
的
決
定
因
の
外
部
に
、
そ
の
む
き
出
し
の
直
接
性
の
な
か
で
ま
っ
た
く
無
批
判
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
実
存
の
概 

念
は
、
知
的
水
準
で
考
え
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
抽
象
の
体
系
に
お
い
て
、
個
人
の
苦
悩
が
ま
っ
た
く
思
弁
的
に
克
服
さ 

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
キ
ョ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
突
き
つ
け
た
抗
議
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
実
存
主
義
者
は
、
人 

間
の
実
存
は
観
念
に
還
元
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
熱
心
に
主
張
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
実
存
と
本
質
と 

の
関
係
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概
念
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
そ
の
特
質
を
ま
っ
た
く
見
落
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義 

哲
学
に
お
い
て
は
、
人
間
の
本
質
は
た
ん
に
「理
想
」
で
も
「規
範
」
で
も
な
く
、
す
な
わ
ち
知
的
産
物
で
は
な
く
、
歴
史
の
産
物 

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
人
間
の
実
存
を
そ
の
社
会
的
本
質
に
還
元
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
し
か
し
、
所
与
の
実
存
を
そ
の 

ま
ま
無
批
判
的
に
受
け
い
れ
る
こ
と
も
律
る
。
本
質
を
強
調
す
る
ヘ
ー
グ
ル
と
も
、
ま
た
実
存
を
強
調
す
る
実
存
主
義
と
も
異
な 

り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
実
存
と
本
質
と
を
同
一
の
も
の
と
し
な
い
。
人
間
の
実
存
を
彼
の
社
会
的
本
質
と
批
判
的
に
具
体
的
に
歴 

史
的
に
対
決
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
み
ず
か
ら
を
行
動
的
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 

も
し
わ
れ
わ
れ
が
共
産
主
義
を
、
実
存
と
本
質
と
の
関
係
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
提
示
す
る
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
運
動 

と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
と
ほ
ぼ
同
じ
初
期
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
見
解
と
一
致
す 

る
も
の
で
あ
る
。
共
産
主
義
は
、
「実
存
と
本
質
と
の
矛
盾
の
真
の
解
決
」
で
あ
り
、
「人
間
に
よ
る
人
間
の
た
め
の
人
間
の
本
質 

の
現
実
的
な
獲
得
」
で
あ
り
、
「歴
史
の
全
運
動
は
人
間
の
創
造
の
現
実
的
行
為
で
あ
る
」、
「共
産
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
二
ズ
ム
、
そ 

れ
も
貫
徹
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
」(
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』)
。
肝
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
観
念
を
マ
ル
ク
ス
の
後
期
の
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諸
研
究
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
後
期
の
著
作
に
つ
い
て
の
偏
見
が
生
み
だ
す
か
も
知
れ
な
い
マ
ル
ク
ス
の
共
産
主
義
概
念 

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
核
心
の
歪
曲
化
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
の
動
力
学
を
個
人
の
実
存
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
全
体
的
人
間
の
概
念
は
、
最
も
一
般
的
な
実
存
の
構
造
よ
り 

も
、
は
る
か
に
多
く
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
人
間
の
発
展
に
関
し
て
歴
史
的
に
登
場
し
て
く
る
見
通
し
を
定
式
化 

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
思
弁
的
に
は
決
定
さ
れ
え
な
い
概
念
な
の
で
あ
る
。 

人
間
の
実
存
は
歴
史
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
か
ら
演
繹
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
原
動
力
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。 

こ
う
し
て
、
個
人
の
実
存
の
形
式
と
様
態
の
問
題
は
、
歴
史
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
的
社
会
関
係
を
個 

人
の
自
然
的
特
性
の
現
わ
れ
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
者
や
経
済
学
者
の
詭
弁
を
論
駁
し
た
。
一
般
的
な
実
存 

の
構
造
か
ら
全
体
的
人
間
の
観
念
を
演
繹
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
同
じ
誤
謬
を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

「普
遍
的
に
発
展
し
た
個
人
は
、
そ
の
社
会
関
係
を
彼
ら
自
身
の
共
通
の
相
互
関
係
と
し
て
彼
ら
自
身
の
統
制
の
も
と
に
お
く 

が
、
彼
ら
は
自
然
の
産
物
で
は
な
く
、
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
個
人
性
を
可
能
に
す
る
富
の
発
展
の
水
準
と
そ
の
普
遍
性
は
、 

そ
れ
自
身
、
交
換
価
値
を
基
礎
に
し
た
生
産
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る.
.
ご
(
『要
綱
』
七
九
ペ
ー
ジ) 

こ
の
こ
と
は
、
全
体
的
人
間
の
概
念
が
完
全
に
実
存
的
問
題
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
概 

念
は
、
こ
れ
ら
実
存
的
問
題
を
廃
絶
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
具
体
的
な
歴
史
的
解
決
を
う
ち
た
て
る
の
で
あ
る
。
対
象
的
存 

在
と
し
て
の
、
ま
た
そ
の
本
質
が
抽
象
的
個
人
に
固
有
の
も
の
で
な
く
社
会
的
性
質
に
帰
属
す
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
、
人
間
の 

実
存
の
構
造
は
、
つ
ね
に
人
間
の
自
己
主
張
の
様
態
の
最
も
一
般
的
な
特
色
を
決
定
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
主
張
は
、 

た
だ
本
質
的
な
力
の
主
張
と
し
て
の
み
、
世
界
に
対
す
る
こ
の
有
限
的
存
在
の
積
極
的
で
情
熱
的
な
関
係
と
し
て
の
み
、
ま
た
社
会 

が
個
人
に
付
与
し
て
い
る
可
能
性
や
価
値
の
獲
得
と
発
展
と
し
て
の
み
、
つ
ね
に
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
つ
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ね
に
可
能
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
人
間
の
自
己
主
張
は
、
長
期
間
、
疎
外
さ
れ
た
か
た
ち
で
生
ま
れ
て
き
た
。
個
人
の
活
動
的
存
在 

は
受
苦
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
心
身
を
疲
労
さ
せ
、
活
気
を
殺
ぐ
仕
事
の
う
ち
に
搾
取
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の 

社
会
的
存
在
は
疎
外
さ
れ
、
こ
う
し
て
彼
に
対
立
し
、
彼
を
奴
隸
に
お
と
し
め
る
ほ
ど
ま
で
に
統
御
で
き
な
い
力
へ
と
変
形
し
て
し 

ま
っ
て
い
る
。
全
体
的
人
間
の
概
念
は
、
こ
の
疎
外
を
克
服
す
る
た
め
の
見
通
し
を
表
明
す
る
。
搾
取
を
廃
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

全
体
的
な
社
会
過
程
を
連
合
し
た
個
人
の
統
制
の
も
と
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の
分
業
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

満
た
さ
れ
な
い
自
然
的
欲
求
の
圧
力
か
ら
救
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
知
識
の
発
展
に
よ
っ
て
、
技
術
を
生
き
た
形
式
に
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
型
の
社
会
関
係
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
は
自
己
自 

身
を
自
己
中
心
的
な
孤
立
か
ら
解
放
し
、
全
人
類
の
存
在
に
参
加
す
る
た
め
の
新
し
い
可
能
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 

る
。も

し
も
、
疎
外
さ
れ
た
諸
関
係
の
も
と
で
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
質
が
、
た
ん
に
彼
の
実
存
の
た
め
の
手
段
で
あ
る 

に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
反
対
に
人
間
の
実
存
は
、
彼
の
普
遍
的
・
自
覚
的
・
活
動
的
存
在
に
お
い
て
、
人
間
の
社 

会
的
本
質
な
の
で
あ
る
。 
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人

間

と

哲

学

カ
レ
ル•

コ
シ
ー
ク

Karel  KORk

は
プ
ラ
ー
ブ
の
哲
学
研
究
所
の
弁
証
法
的
唯
物
論
部
研
究
部
長
で
あ
り
、 

著
作
『チ
ェn

ス
ロ
ザ
ア
キ
ア
の
急
進
的
民
主
主
義
』
お
よ
び
『具
体
的
な
る
も
の
の
弁
証 

法
』
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
の
た
め
貢
献
し
て
い
る
。
後
者
は
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ 

ン
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
飜
訳
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
プ
ラ
—
ブ
、
レ1

ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
お 

よ
び
モ
ス
ク
ラ
の
諸
大
学
で
教
育
を
受
け
た
。
一
九
二
六
年
、
ブーフー
ク
に
生
ま
れ
る
。 

人
間
性
に
つ
い
て
の
常
識
的
知
識
に
も
と
づ
く
も
の
か
ら
、
諸
芸
術
、
諸
科
学
に
い
た
る
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
、
人
間
に
つ 

い
て
の
専
門
化
さ
れ
た
多
く
の
領
域
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
人
間
が
み
ず
か
ら
を
知
る
た
め
に
、 

こ
れ
以
上
、
哲
学
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
け
っ
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
哲
学
は
、
そ
の
土
台
か
ら
人
間
を
排
除
す
る 

レ
i'
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
人
間
学
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
、
学
問
と
し
て
、
真
に
科
学
的
レ
ヴ
ェ 

ル
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
見
え
や
す
い
。
哲
学
は
別
の
専
門
領
域
を
基
礎
と
し
て
の
み
、
あ
る
総
合
ま
た
は
一
般
化
を
達
成
す
る
も 

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
が
人
間
の
問
題
に
到
達
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
遅
い
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
個
々
の
仕
事
が
別 

の
さ
ら
に
専
門
化
さ
れ
た
学
問
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
が
人
間
の
問
題
に
到
達
す
る
の 

は
蛇
足
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
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人
間
性
に
つ
い
て
の
常
識
的
知
識
は
、
人
間
学
的
ロ
マ
ン
主
義
を
、
実
際
的
で
平
凡
な
仕
方
で
論
破
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
常 

識
的
知
識
は
、
人
間
を
い
つ
で
も
利
害
心
と
忌
々
し
い
態
度
か
ら
で
き
た
か
た
ま
り
と
し
て
措
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
世
間
の
功
利 

主
義
的
な
教
訓
は
、
こ
の
よ
う
な
知
識
の
形
態
に
属
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
び
と
は
人
間
を
競
争
者
か
仲
間
か
、
隣
人
か
主 

人
か
、
同
じ
被
害
者
か
知
人
か
、
同
僚
か
部
下
か
、
等
々
と
し
て
理
解
す
る
。
毎
日
の
功
利
的
な
交
際
を
通
じ
て
、
人
間
の
性
格
、 

性
癖
、
習
慣
に
精
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
こ
の
知
識
が
民
衆
の
知
恵
と
し
て
、
ま
た
実
際
的
で
一
般
的
な
真
理
と
し
て
確
立 

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
ず
る
が
し
こ
い
、
人
間
性
は
変
わ
り
や
す
い
、
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
狼
で
あ
公 
な
ど
。
い
か
に 

支
配
者
は
統
治
す
べ
き
か
に
つ
い
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
が
支
配
者
に
与
え
た
忠
告
は
、
一
部
は
こ
の
種
の
知
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。 

「人
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
般
に
次
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
人
間
は
恩
知
ら
ず
で
、
変
わ
り
や
す
く
、ず
る
く
、
臆 

病
で
強
欲
で
あ
る
。
あ
な
た
が
彼
ら
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
も
の
で
あ
る
あ
い
だ
は
、
彼
ら
は
身
体
も
精
神
も
あ
な
た
と
と
も
に
あ 

ろ
う
と
し
、
血
も
財
産
も
生
命
も
、
子
供
ま
で
も
あ
な
た
に
捧
げ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
な
た
が
こ
れ
ら
の
も
の
を
必 

要
と
し
な
い
と
き
の
こ
と
で
、
あ
な
た
が
こ
れ
ら
の
も
の
を
必
要
と
す
る
や
い
な
や
、
彼
ら
は
あ
な
た
に
背
を
向
け
る
で
あ
ろ
う
。」 

(
『君
主
論
』
一
七
章)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
と
り
わ
け
、
貧
弱
な
政
治
的
条
件
の
も
と
で
は
、
す
な
わ
ち
、
個
人
の
わ
が
ま
ま
な
意
志 

が
支
配
的
で
あ
り
、
人
間
相
互
の
諸
関
係
が
陰
謀
に
も
と
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
こ
の
種
の
知
識
が
有
用
で 

望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
知
識
は
、
哲
学
的
価
値
を
少
し
も
も
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ 

の
よ
う
な
知
識
は
、
偶
然
的
な
個
々
の
出
来
事
の
鋭
い
観
察
よ
り
以
上
に
は
出
ず
、
人
間
の
性
格
一
般
の
理
解
に
ま
で
は
高
ま
り
え 

な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
間
性
の
知
'^
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
常
識
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
人
間
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
人
間 

の
多
様
な
諸
機
能
が
、
固
定
さ
れ
た
体
系
の
枠
組
の
な
か
で
、
確
定
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
性
格(
本
質)

は
、 

注
目
の
ま
と
と
さ
れ
ず
に
、
人
間
の
機
能
性
だ
け
が
注
目
の
ま
と
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、
M'
浄
小
賢
配
〇'
小 

系
の
な
か
で
、
人
間
を
ま
る
で
何
か
操
作
し
う
る
実
体
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
現
代
科
学
が
、
現
代
の
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産
業
体
系
の
な
か
で
、
技
術
的
な
生
産
過
程
の
立
場
か
ら
、
人
間
を
見
、
つ
ね
に
人
間
を
こ
の
過
程
の
な
か
の
構
成
要
素I

人
的 

要
素!

と
考
え
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

人
間
性
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
方
で
は
、
人
間
性
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
抜 

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
人
の
虚
栄
心
と
愚
直
さ
、
野
心
と
堕
落
し
や
す
さ
、
臆
病
と
怠
惰
を
予
想
し
、
こ
れ
ら
の
予
想
を
土
台 

に
し
て
、
人
的
資
源
を
広
く
用
い
よ
う
と
す
る
世
知
に
た
け
た
人
は
、
こ
れ
ら
の
諸
性
質
や
諸
機
能
が
、
実
際
に
は
、
諸
操
作
お
よ 

び
操
作
可
能
性
の
一
般
的
体
系
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
性
質
や
諸
機
能
が
そ
れ
自
身
構
成
要
素
と
し
て
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い 

て
い
る
体
系
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
少
し
も
考
え
な
い
。
こ
の
体
系
の
外
に
で
る
と
、
こ
の
人
間
の
諸
性
質
は 

変
形
を
受
け
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
世
間
的
常
識
は
、
そ
の
価
値
と
意
味
と
を
失
う
の
で
あ
る
。

現
代
の
人
間
学
的
研
究
は
、
人
間
の
複
雑
さ
を
そ
の
基
本
的
仮
定
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
科
学
的
方
法
の
精
神
、
お
よ
び
人
間
の 

研
究
に
関
係
す
る
、
ま
す
ま
す
増
加
し
つ
つ
あ
る
多
数
の
学
問
の
精
神
を
反
映
し
て
い
る
。
人
間
は
複
雑
な
存
在
者
で
あ
り
、
簡
単 

な
形
而
上
学
的
公
式
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
え
な
い
。
人
間
の
特
殊
な
関
心
の
そ
れ
ぞ
れ
が
す
べ
て
独
立
し
た
科
学
的
学
問
の
主
題 

と
し
て
設
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
厳
密
に
分
析
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
様
に
専
門
化
さ
れ
た
人
間
学
的
諸
科
学
は
、
巨
大 

な
量
の
資
料
を
集
め
、
生
物
的
存
在
、
文
化
的
存
在
、
社
会
的
存
在
等
々
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
貴
重
な
発
見
を
大 

量
に
生
み
だ
し
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
科
学
的
業
績
の
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
し
て
の
人
間
が
、
こ
ん
に
ち
、 

問
題
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
は
、
科
学
的
人
間
学
の
役
割
に
つ
い
て
の
間
違
っ
た
考
え
方
に
帰
せ
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
科
学
は
、
あ
れ
こ
れ 

と
い
っ
た
、
人
間
の
特
定
の
一
面
を
見
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
科
学
が
体
系
的
に
観
察
結
果
を
説
明
す
る
場
合
で 

も
、
こ
れ
ら
の
諸
科
学
に
固
有
な
特
殊
な
見
地
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
概
念
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の 

諸
科
学
が
と
り
あ
げ
る
問
題
は
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
の
う
ち
に
要
約
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
与
え
る
解
答
は
、
気
の
滅
入 

る
ほ
ど
に
多
様
な
定
義
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
終
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
々
の
解
答
は
、
人
間
の
基
本
的
特
質
を
定
義
す
る
に
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あ
た
っ
て
、
定
義
の
範
囲
を
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
道
具
を
作
る
生
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で 

あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
、
同
じ
く
ま
た
真
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
シ
ン
ボ
ル
を
用
い
る
生
物
で
あ
る
、 

人
間
は
自
己
の
死
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
生
物
で
あ
る
、
否
と
い
え
る
生
物
で
あ
る
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
、
等
々
。
一
つ
の 

定
義
は
、
も
う
一
つ
の
定
義
が
よ
っ
て
立
つ
仮
定
を
論
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
ど
ひ
特
定
の
面
も
孤
立
し 

て
い
て
、
こ
れ
ら
の
ど
の
一
つ
も
、
そ
れ
が
立
つ
特
定
の
立
場
か
ら
具
体
的
に
完
全
な
人
間
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
概
念
を
用
意 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
間
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
と
は
誰
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
放
っ
て 

お
か
れ
る
か
、
ま
っ
た
く
捨
て
て
顧
み
ら
れ
な
い
か
、
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
疑
問|

人
間
と
は
何
か
、
と
人
間
と
は
誰
か
—
!

の
あ
い
だ
の
関
係
が
説
明
さ
れ
ず
に
お
か
れ
る
か
ぎ
り
、
人
間 

学
の
多
様
に
専
門
化
さ
れ
た
諸
部
門
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
資
料
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
実
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ 

と
に
な
ろ
う
。
総
合
的
な
学
問
が
、
多
様
な
部
分
的
諸
科
学
の
資
料
を
寄
せ
集
め
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
識
に
ま
で
ま
と 

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
明
確
に
確
定
さ
れ
た
人
間
の
概
念
を
基
礎
に
す
る
か
ぎ
り
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
人
間
の
概
念
は
、 

こ
の
よ
う
な
総
合
の
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ザ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
総
合
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
覚
す
る
と
し
な
い 

と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
に
片
寄
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
総
合
は
専
門
化
さ
れ
た
科
学
的
研
究
の
基
礎 

の
上
に
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
生
物
的
存
在
、
物
理
的
存
在
、
社
会
的
存
在
、
経
済
的
存
在
、
非
合 

理
的
存
在
、
等
々
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
人
間
が
、
諸
民
族
と
諸
国
民
に
分
か
れ
、
異
な
っ
た
文
化
を
創
造
し
、
悟
性
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
を
支
配
し
な
が
ら
、
な 

お
知
ら
れ
ざ
る
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
科
学
の
主
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
、
幸
福
と
か
、
個 

個
人
の
責
任
と
か
、
個
人
と
集
団
と
の
関
係
と
か
、
生
活
感
覚
な
ど
、
は
っ
き
り
し
た
人
間
的
関
心
事
が
す
べ
て
無
視
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「人
間
の
哲
学
」
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
を
と
も
な
っ
て
登
場
し
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
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は
、
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
完
全
に
無
視
し
た
が
、
こ
の
同
じ
諸
問
題
を
、
実
存
主
義
が
、
危
機
の
時
代
に
生
き
つ
つ
と
り
あ
げ
た
、 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「人
間
の
哲
学
」
は
、
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
を
非
人
間 

化
す
る
も
の
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、
人
間
を
再
び
注
目
の
中
心
と
す
る
努
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
哲
学
は
、 

む
し
ろ
反
対
で
あ
っ
て
、
人
間
を
出
発
点
と
は
考
え
ず
に
、
一
種
の
付
加
物
と
見
な
し
て
い
る
。
「人
間
の
哲
学
」
は
、
た
し
か
に
、 

こ
れ
に
先
行
す
る
諸
哲
学
へ
の
解
答
と
し
て
意
図
さ
れ
は
し
た
の
で
あ
る
が
、
疎
外
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者•
実
存
主
義
者 

の
批
判
は
、
ま
さ
に
そ
の
根
底
に
お
い
て
皮
相
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
な
弱̂
<
を
免
れ
て
い
な
い
も
の
で 

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「人
間
の
哲
学
」
は
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
問
題
か
ら
出
発
し
な
い
で
！—

も
し
、
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
実
一 

般
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
到
達
し
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
概
念
を
形
成
し
た
で
あ
ろ
う
——

た
ん
に
現
実
の
な
か
に
見
出
し
た
裂 

目
を
人
間
に
無
批
判
に
つ
け
加
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
人
間
を
完
結
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
も 

の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
、
そ
の
人
間
の
概
念
は
必
然
的
に
片
寄
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「人
間
の
哲
学
」
は
、
な 

ぜ
個
人
の
責
任
や
、
死
す
べ
き
運
命
や
、
幸
福
の
よ
う
な
問
題
だ
け
が
人
間
性
の
問
題
に
属
し
、
真
理
、
世
界
、
物
質
、
存
在
、
時 

間
な
ど
の
よ
う
な
問
題
が
そ
れ
に
属
さ
な
い
か
、
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「人
間
の
哲
学
」
は
、
問
題
の
核
心 

に
到
達
し
て
い
な
い
。
最
も
基
本
的
な
哲
学
的
疑
問
は
、
そ
の
関
心
領
域
か
ら
除
外
さ
れ
、
人
間
は
基
本
的
な
哲
学
的
諸
問
題
か
ら 

切
り
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
に
分 

裂
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
「人
間
の
哲
学
」
は
、
実
際
に
は
、
内
的
な
こ
と
、
主
観
的
な
こ
と
、
個
性
な
ど
と
い
っ
た
よ
う 

な
、
現
実
の
人
間
の
諸
断
片
、
抽
象
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。 

人
間
が
世
界
内
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
人
間
を
含
む
こ
と
な
し
に
は
、
世
界
を
一
つ 

の
現
実
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
様
で
あ
る
。
世
界
が
人
間
と
無
関
係
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、 

存
在
し
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う
グ
ノ
ー
シ
ス
派
的
疑
問
は
、
世
界
内
に
人
間
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
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い
る
か
ら
こ
そ
問
い
う
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
世
界(
現
実)

と
い
う
概
念
の
な
か
に
暗
黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、 

こ
の
並
存
が
い
つ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
あ
る
神
秘
化
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
実 

存
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
外
部
の
現
実
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か 

ら
人
間
が
発
展
し
、
そ
の
な
か
に
人
間
が
実
存
し
て
い
る
自
然
は
、
人
間
な
し
の
自
然
と
は
、
原
理
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
自
然
は 

人
間
の
実
存
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
、
歴
史
を
通
じ
て
人
間
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
は
、
人
間
の
実
存
を
通
じ
て
、 

そ
の
力
動
的
な
性
格
と
、
生
産
的
能
力(
と
く
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な)

と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、 

あ
る
条
件
の
も
と
で
、
あ
る
特
定
の
段
階
で
、(
必
然
的
に
か
、
偶
然
的
に
か)

「意
識
を
具
え
た
、
高
度
に
組
織
さ
れ
た
物
質
」
を 

生
産
す
る
よ
う
に
。
自
然
の
構
成
要
素
と
し
て
の
人
間
の
実
存
な
し
に
は
、
能
産
的
自
然(
勰
号4  72

ミ47W
)

と
し
て
の
自
然
、
す 

な
わ
ち
、
生
産
と
活
動
と
い
う
意
味
で
の
自
然
の
概
念
は
、
考
え
ら
れ
え
な
い0 

自
然
科
学
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「意
識
を
具
え
た
、
高
度
に
組
織
さ
れ
た
物
質
」
と
い
う
人
間
の
定
義
は
、
実
際
は
、
前 

提
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
永
遠
の
真
理
と
し
て
の
自
明
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
定
義
を
使
用 

す
る
人
が
、
そ
の
前
提
に
か
か
ず
ら
わ
な
い
で
、
生
物
学
者
、
化
学
者
、
発
生
学
者
、
遺
伝
学
者
な
ど
の
利
用
の
た
め
と
い
う
科
学 

的
枠
組
の
う
ち
で
使
用
す
る
な
ら
ば
、
ラ
の
事
実
は
け
っ
し
て
哲
学
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
哲
学
に
有
利
な
事
実
で 

あ
る
。
上
に
引
用
さ
れ
た
定
義
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
が
そ
の
限
界
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
誤
り
と 

な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
定
義
は
、
人
間
で
は
な
い
も
の
、
本
質
に
お
い
て
人
間
と
の
結
び
つ
き
を
も
た
な
い
、
人
間 

と
は
別
の
も
の
を
通
し
て
人
間
を
説
明
す
る
、
一
つ
の
全
体
性
、
一
つ
の
体
系
を
前
提
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、 

人
間
は
自
然
の
構
成
要
素
と
し
て
見
ら
れ
、
自
然
世
界
の
諸
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
、
人
間
が
自
分
で
つ
く
っ
た
の 

で
は
な
い
こ
の
全
体
の
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば(
た
と
え
、
彼
が
そ
の
法
則
を
認
識
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
則
を
彼
自
身
の
目 

的
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
も)
、
も
し
、
諸
過
程
が
人
間
を
貫
き
、
自
然
の
諸
法
則
が
人
間
を
支
配
し
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と 

が
人
間
を
前
提
条
件
に
し
な
い
で
、
人
間
に
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
実
は
、
ハ
か
に
し
て
、
人
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間
の
自
由
と
調
和
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
自
由
は
た
ん
に
必
然
性
の
認
識
に
す
ぎ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
こ 

の
考
え
に
反
論
し
て
い
る
。

•

「わ
れ
わ
れ
は
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
で
あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
何
よ
り 

も
ま
ず
自
分
自
身
で
あ
る
よ
り
他
者
で
あ
る
か
、
を
。.
.
.

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
存
在
か
ら
出
発 

す
る
。
こ
の
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
唯
物
論
者
の
自
然
弁
証
法
と
よ
ん
で
い
る
も
の
に
、
彼
を
近
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
も
、
ま
た
、 

人
間
に
到
達
す
る
た
め
に
、
存
在(
疎
遠
な
も
の
の
何
一
つ
加
わ
る
こ
と
の
な
い
自
然)

か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
」 

(
サ
ル
ト
ル
『弁
証
法
的
理
性
批
判
』)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
議
論
は
、
サ
ル
ト
ル
の
批
判
全
体
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
積
極
的
な
意
味
に 

お
い
て
は
問
題
で
あ
る
。
人
間
が
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
以
外
の
何
も
の
か
で 

あ
る
か
、
と
い
う
選
択
の
う
ち
に
は
、
暗
黙
の
抽
象
、
人
間
の
根
源
的
具
体
性(
全
体
性)

の
分
裂
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間 

が
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
で
あ
る
の
は
、
同
時
に
他
の
何
も
の
か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
ま
た
他
の
何
も
の
か
で
あ
る
の
は
、 

人
間
が
自
己
自
身
で
あ
る
か
、
ま
た
自
己
自
身
で
あ
り
う
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

専
門
化
さ
れ
た
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
問
わ
れ
た
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
と
対
照
を
な
し
て
、
人
間
と
は
誰
か
、
と
い 

う
哲
学
的
疑
問
は
、
つ
ね
に
同
様
な
も
う
一
つ
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
、
世
界(
現
実)

と
は
何
か
、
を
含
ん
で
い
る
。
人
間
性
の
問 

題
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
人
間
—
世
界
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
言
葉
の
本
当
の
意
味
で
の
哲
学
は
、
つ
ね
に
人
間
性
の 

問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
同
時
に
人
間
の
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
性
の
問
題
を
明
ら
か
に 

し
、
本
当
に
人
間
の
哲
学
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
の
哲
学
は
、
無
条
件
的
に
、
非
人
間
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
と
し
て
、
換 

言
す
れ
ば
、
人
間
の
外
部
に
存
在
す
る
現
実
に
つ
い
て
も
哲
学
的
に
問
い
か
け
る
も
の
と
し
て
、
定
式
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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人
間
と
は
誰
か
、
と
い
う
疑
問
が
複
雑
な
問
い
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
人
間
が
つ
ね
に
変
化
し
て
い
る
プ
ロ
テ
ウ
ス
的
性
質
を
も 

つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
第
一
に
、
そ
の
複
雑
さ
は
、
そ
の
疑
問
が
他
の
疑
問
を
導
く
と
い
う
事
実
、
そ 

し
て
、
こ
れ
を
明
確
に
定
式
化
す
る
仕
事
が
、
反
神
秘
化
と
先
入
的
判
断
の
排
除
と
の
長
い
道
程
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
帰
せ
ら
れ 

る
。さ

ら
に
、
こ
の
疑
問
が
複
雑
で
あ
る
第
二
の
理
由
は
、
こ
の
疑
問
が
人
間
と
世
界
の
関
係
と
い
う
哲
学
の
正
当
に
し
て
根
源
的
な 

主
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
専
門
分
野
の
科
学
に
も
助
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
哲
学
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る 

凝
問
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
は
誰
か
、
と
い
う
疑
問
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
哲
学
的
問
題
の
枠 

組
の
な
か
の
み
で
あ
る
。
も
し
哲
学
が
、
そ
の
主
題
か
ら
、
人
間
を
排
除
し
た
り
、
人
間
の
外
部
の
現
実
に
関
係
し
て
、
人
間
を
そ 

の
あ
る
ー
側
面
に
、
ま
た
は
そ
の
産
物
に
還
元
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
の
努
力
は
道
を
誤
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ 

の
場
合
、
哲
学
は
遅
か
れ
早
か
れ
真
の
哲
学
的
性
格
を
喪
失
し
、
論
理
学
的
・
技
術
的
学
問
か
神
話
に
変
形
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。 

一
方
で
は
、
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
、
他
方
で
は
現
代
の
実
証
主
義
の
よ
う
な
自
家
撞
着
的
傾
向
が
、
言
語
の
神
話
学(
ハ
イ
デ 

ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「存
在
の
家
」
と
し
て
の
言
語)

か
、
言
語
分
析(
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
「哲
学
的
す
な
わ
ち
論
理
学
的
研
究
は
、
言 

語
分
析
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」)

で
終
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
人
間
の
存
在
は
、
人
間
、
事
物
、
人
間
の
外
部
の 

現
実
に
対
す
る
関
係
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
が
こ
の
特
有
の
結
び
つ
き
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
き
、
ハ
イ 

デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
「存
在
自
体
」
で
あ
る
存
在
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
〇
そ
し
て
こ
の
と
き
、
人
間
の
解
明
は
、
こ
の
神
秘
化
の
土
台 

の
上
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
間
の
哲
学
は
、
実
際
に
は
、
人
間
を
素
通
り
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
哲
学
は(
他
の
諸
問
題
の
な
か
で 

の)

人
間
性
の
問
題
と
真
理
の
問
題
と
の
あ
い
だ
の
結
び
つ
き
を
確
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
真
理
に
つ
い
て
の
多 

様
な
理
論
は
、
真
理
と
人
間
性
の
結
び
つ
き
を
考
慮
に
入
れ
な
い
た
め
に
、
不
条
理
な
結
論
仁
達
し
て
い
る
。
心
理
主
義
と
相
対
主 

義
の
批
判
を
主
題
に
し
た
『論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
客
観
的
真
理
と
人
間
の
実
存
の
関
係
を
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解
明
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
客
観
的
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
正
当
に
も
次
の
よ 

う
に
述
べ
て
い
る
。
真
理
が
認
識
主
体
の
内
容
で
あ
る
場
合
に
は
、
真
理
と
し
て
の
意
味
を
喪
失
し
、
認
識
主
体
の
法
則
に
依
存
す 

る
こ
と
に
な
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
真
理
は
認
識
主
体
に
依
存
す
る
も
の
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
「違
っ
た 

種
族
に
は
、
違
っ
た
思
考
法
則
、
違
っ
た
真
理
が
あ
る
」
と
い
う
あ
の
言
葉
が
有
効
と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、 

人
間
と
真
理
と
の
関
係
は
、
限
界
を
も
つ
認
識
主
体
と
、
時
間
を
超
え
た
観
念
的
価
値
の
領
域
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
真
理
の
観 

念
的
領
域
は
知
的
存
在!

特
定
の
個
人
と
し
て
か
、
人
類
ー
殿
と
し
て
か
の
知
的
存
在!
—

か
ら
独
立
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、 

時
間
—
空
間
—
存
在
の
領
域
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
。
た
と
え
何
も
の
も
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
真
理
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
本 

質
的
に
は
変
わ
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
諸
法
則
は
、
た
と
え
物
質
の
性
質
や
諸
関
係
が
こ
れ 

ら
諸
法
則
に
表
現
を
与
え
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
物
質
の
存
在
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
「す
べ
て
の
引
力
に
ひ 

か
れ
る
物
体
が
な
く
な
っ
て
も
、
引
力
の
法
則
は
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
排
除
さ
れ
は
し
な
い
。
た
だ
、
事
実
的
な
適
用
の
可
能
性

(1)

が
な
く
な
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
論
的
帰
結
は
、
人
間
性
の
問
題
と
関
係
な
い
わ
け
で
は
な
く
、 

哲
学
者
の
意
図
に
反
し
て
、
気
紛
れ
と
虚
偽
の
人
間
世
界
の
う
ち
に
完
結
す
る
。
フ
ッ
サI

ル
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
人
間
が
認
識
し 

て
は
じ
め
て
固
定
し
た
永
久
の
真
理
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
理
は
人
間
と
は
独
立
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
そ 

の
性
質
上
真
理
と
調
和
せ
ず
、
実
際
的
に
は
、
真
理
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
真
理
は
数
学
と
論
理
に
お
い 

て
の
み
正
し
く
追
求
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
一
方
、
人
間
と
歴
史
の
領
域
は
、
真
理
の
追
求
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
、
真
理
な
ら
ざ
る 

も
の
の
犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
著
作
の
な
か
で
、
人
間
が
客
観
的
真
理(
す
な
わ
ち
、
そ
の
内
容
が
認
識
す
る
個
人
と
人
間
性
と
に
無
関 

係
で
あ
る
真
理)

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
が
、
ま
さ
に
人
間
の
存
在
が
真
理
と
本
質
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と 

を
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
基
本
的
な
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
、
人
間
が
客
観
的
真
理
を
認 

識
す
る
な
ら(
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
は
い
な
い)
、
ま
さ
に
こ
の
事
実
は
、
真
理
に
近
づ
き
う
る
存
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在
と
し
て
人
間
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
人
種
、
性
、
歴
史
的
現
実
、
偶
然
性
、
個
別
な
ど
の
主
観 

的
な
も
の
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
社
会
的
・
人
間
的
現
実
と
人
間
外
的
現
実
と
の
両
方
の
過
程
が
、
独 

特
な
仕
方
で
、
そ
の
存
在
の
な
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
本
質
は
誰
か
。
社
会
的
・
人
間
的
現
実
を
実
践
的
に
生 

産
す
る
と
と
も
に
、
人
間
的
現
実
お
よ
び
人
間
外
的
現
実
、
す
な
わ
ち
現
実
一
般
を
精
神
的
に
再
野
套
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
存 

在
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
本
質
と
は
誰̂

2
わ
れ
わ
れ
が
真
理
と
人
間
と
の
本
質
的
・
内
的
関
係
を
認
識
で
き
る
の
は
、
人
間
存
在
の
特
異
性
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
的
現 

実
は
、
真
理
が
表
現
さ
れ(
知
覚
さ
れ)

る
地
点
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
真
理
が
実
現
さ
れ
る
地
点
で
も
あ
る
。
真
理
が
ま 

さ
に
存
在
す
る
た
め
に
人
間
を
必
要
と
す
る
の
は
、
人
間
が
真
理
を
必
要
と
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
相
互
依
存
関
係
は
、
真 

理
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
が
た
ん
に
認
識
主
体
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
真
理
を
実
現
す
5'
本
質
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て 

い
る
。
真
理
の
客
観
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
客
観
的
現
実
と
を
同
一
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
す
る
一
つ 

の
実
体
と
し
て
真
理
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
真
理
と
い
う
表
現
に
は
、
真
理
が
知
覚
の
内
容
ば
か
り
で
な
く
、 

現
実
の
精
神
で
も
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
は
、
人
間
外
的
現
実(
自
然)

と
人
間
的
現
実
の
両
方
の
存
在
が
あ 

る
仕
方
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
を
も
ろ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
歴
史
は
、
真
理
が
真
理
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら 

区
別
さ
れ
る
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

〔上
妻
精
訳
〕 

(
1
)HU

erL  Logical  I
n
q
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問
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マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

人

間

の

理

想

マ
レ
ク•

フ
リ
ッ
ツ
ハ
ン
ト

M
arek  Frixhand

は
、
ー
九
二
二
年
生
ま
れ
、
現
在
ワ
ル
ン
ヤ
ワ
大
学
倫
理
学
教
授
。 

著
書
に
『若
き
マ
ル
ク
ス
の
倫
理
思
想
』、
『人
間•
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム•
道
徳
』
が
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
盤
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
の
基
本
的
な
特
徴
点
を 

と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
一
ハ
四
四
年
の
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ヒ
ュI

マ
二
ズ
ム
と
共 

産
主
義
と
を
等
置
し
、
共
産
主
義
こ
そ
大
衆
の
う
ち
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
理
想
を
実
現
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
マ
ル
ク 

ス
は
共
産
主
義
を
た
ん
に
人
間
存
在
の
経
済
的
諸
条
件
の
根
本
的
変
革
だ
け
に
局
限
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
共
産
主
義
の
う 

ち
に
人
間
存
在
の
全
体
を
根
本
的
に
変
革
す
る
も
の
を
見
出
し
、
共
産
主
義
の
う
ち
に
「至
高
の
存
在
」
た
る
人
間
の
地
位
に
ふ
さ 

わ
し
い
諸
条
件
を
予
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
共
産
主
義
の
究
極
の
正
当
さ
は
、
新
し
い
意
味
で
の
自
由
な
人 

間!

そ
の
人
間
的
本
性
と
そ
の
価
値
論
上
の
高
い
地
位
と
に
従
い
つ
つ
生
き
る
人
間!

を
創
造
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
た 

の
で
あ
っ
た
。
私
は
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
人
間
を
描
い
て
い
た
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

〈エ) 

の
最
も
本
質
的
な
見
地
の
一
つ
を
素
描
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

• 

マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
を
一
般
的
に
議
論
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
る
べ
き
模
範
的
人
間
と
し
て
最
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も
ふ
さ
わ
し
い
人
間
は
、
「来
世
」
に
で
は
な
く
現
世
に
完
全
に
没
頭
す
る
人
間
で
あ
る
。
死
の
こ
と
を
く
よ
く
よ
思
い
悩
む
人
間 

で
は
な
く
、
有
意
義
な
価
値
あ
る
人
生
の
た
め
に
闘
う
人
間
で
あ
る
。

人
生
が
有
意
義
で
あ
り
価
値
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
強
烈
に
徹
底
的
に
生
き
ら
れ
た
と
き
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
人
間
が
生
存
中
に
そ 

の
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
諸
能
力
を
発
展
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
欲
求
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
実
現
し
う
る
と
き 

だ
け
な
の
で
あ
る
。
有
意
義
な
価
値
あ
る
人
生
を
生
き
る
人
間
は
、
自
然
と
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
い
う
諸
活
動
に
、
幸
福
と
満
足 

と
を
見
出
す
人
間
な
の
で
あ
る
。
彼
は
真
と
善
と
美
を
求
め
る
。
彼
は
文
化
と
文
明
の
な
か
で
、
ま
た
そ
れ
ら
を
通
じ
て
み
ず
か
ら 

を
表
現
し
よ
う
と
努
め
る
。
ま
た
彼
は
、
文
化
や
文
明
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
つ
く
り
だ
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
新
た
に
し
て
価
値
あ 

る
も
の
に
没
頭
す
る
。
彼
は
、
行
動
的
で
あ
り
、
創
造
的
で
あ
り
、
豊
か
な
人
間!
!

人
間
的
な
富
に
お
い
て
富
ん
だ
人
間
で
あ
る
。 

そ
の
富
は
、
人
間
的
生
命
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
人
間
的
欲
求
の
多
様
性
、
そ
し
て
そ
の
多
様
な
欲
求
を
さ
ま
ざ
ま
に
満
足
さ
せ
る 

こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
は
て
し
な
く
発
展
し
て
ゆ
き
、
は
て
し
な
く
豊
か
に
成
長
し
て
ゆ
く
個
性
と
べ
锵
幣
ブ
富
な 

の
で
あ
る
。
彼
の
才
能
は
け
っ
し
て
休
止
す
る
こ
と
な
く
、
彼
の
能
力
は
け
っ
し
て
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。 

と
り
わ
け
彼
は
誇
り
高
い
。
彼
は
み
ず
か
ら
の
自
由
と
自
律
を
誇
り
に
す
る
。
社
会
か
ら
、
人
間
共
同
体
か
ら
は
み
だ
し
た
自
由 

や
自
律
で
は
な
く
、
ひ
と
び
と
と
手
を
た
ず
さ
え
て
の
、
ひ
と
び
と
に
よ
る
ひ
と
び
と
の
た
め
の
自
由
や
自
律
で
あ
る
。
人
間
が
真 

の
幸
福
と
完
成
と
を
達
成
し
う
る
の
は
、
人
間
が
自
分
自
身
の
幸
福
と
完
成
と
を
、
他
の
ひ
と
び
と
の
幸
福
と
完
成
と
に
結
び
つ
け 

る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
己
認
識
の
完
全
な
普
遍
的
達
成
は
、
ひ
と
び
と
が
お
互
い
に
相
手
を
み
ず 

か
ら
の
う
ち
に
あ
る
目
的
と
し
て
、
ま
た
最
高
の
人
間
的
価
値
と
し
て
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
か
な
え
ら
れ
る 

の
で
あ
る
。
人
間
は
、
彼
が
人
間
的
存
在
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
ま
す
ま
す 

強
く
他
の
ひ
と
び
と
と
結
び
つ
き
、
ま
す
ま
す
お
互
い
に
相
手
の
お
か
げ
を
蒙
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
理
想
に
一
致
す
る
人
間
は
、
有
意
義
な
価
値
あ
る
人
生
を
不
可
能
に
す
る
世
界
と
は
け
っ
し
て
妥
協
し
よ
う
と
し
な 

い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
す
れ
ば
、
新
た
な
よ
り
よ
い
人
生
を
築
く
た
め
に
闘
う
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
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マルクスにおける人間の理想

彼
は
、
自
分
を
と
り
囲
ん
で
い
る
邪
悪
な
現
実
の
な
か
に
は
け
っ
し
て
見
出
し
え
な
い
幸
福
を
、
闘
い
の
な
か
に
見
出
す
の
で
あ
る
。 

彼
は
前
方
を
見
つ
め
て
け
っ
し
て
後
方
を
見
な
い
。
——

彼
に
は
進
歩
と
理
想
と
が
委
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
偏 

狭
な
唯
物
論
を
軽
蔑
し
た
。
現
代
の
哲
学
的
唯
物
論
の
創
始
者
は
、 
卓
越
し
た
道
徳
的
理
想
主
義
の
情
熱
あ
ふ
れ
る
布
教
者
だ
っ
た 

の
で
あ
る
。

さ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
を
詳
細
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
最
も
適
切
な
手
順
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
自
分
の
理
想
の 

人
間
を
特
徴
づ
け
る
の
を
つ
ね
と
し
た
三
つ
の
術
語
の
意
味
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
び
と
は
「全
体 

的
」
で
あ
り
、
「個
性
的
」
で
あ
り
、
「自
己
活
動
的
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
言
葉
で
マ
ル
ク
ス
は
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で 

あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
が
「全
体
的
」
人
間
の
理
想
を
力
説
し
た
と
き
、
彼
は
何
を
意
図
し
た
の
か
。
第
一
に
彼
は
、
私
有
制
と
労
働
の
社
会 

的
分
業
と
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
現
代
人
の
「分
断
化
」、
「断
片
化
」、
「機
能
化
」
と
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

大
多
数
の
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
能
力
や
技
能
を
伸
ば
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
願
望
や
欲 

求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
。
彼
ら
の
生
命
は
、
一
面
的
、
部
分
的
で
あ
り
、
制
限
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
人
間
的 

諸
機
能
の
演
ず
る
は
ず
の
広
汎
な
種
目
の
う
ち
、
最
小
限
の
も
の
だ
け
し
か
認
識
で
き
な
い
。
彼
ら
は
一
分
野
・
一
種
類
の
活
動
だ 

け
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「全
体
的
」
人
間
は
完
全
な
人
間
で
あ
り
、
そ
の
自
己
認
識
は
無
制
限
で
あ
る
。
彼
は
、
私
的
所
有
に
よ
っ
て
文
化
と
文
明
の
世 

界
の
「全
体
性
」
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
個
性
的
な
人
間
で
あ
る
。
こ
の
人
間
的
存
在
が
「全
体
的
」
で
あ
る
の
は
、
全
体 

的
世
界
を
彼
が
「保
有
」
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
——

こ
こ
で
保
有
と
い
う
の
は
、
文
化
と
文
明
の
財
を
創
造
し
た
り
、
享
受
し 

た
り
す
る
の
に
十
全
に
あ
ず
か
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

「全
体
的
」
人
間
は
、
人
間
存
在
を
無
力
化
し
、
貧
困
化
し
、
機
能
化
す
る
分
業
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
分
業
が 

必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
類
の
発
展
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
彼
は
、
人
間
の
願
望
、
傾
向
、
才
能
、
個
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性
な
ど
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
自
発
的
な
分
業
に
は
反
対
し
な
か
っ
た
。
彼
は
強
制
さ
れ
た
分
業
だ
け
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ 

の
強
制
的
な
分
業
こ
そ
、
ひ
と
び
と
に
対
し
、
同
じ
単
調
な
仕
事
に
従
事
し
、
全
生
涯
を
通
じ
て
同
じ
こ
と
を
お
こ
な
い
、
同
じ
機 

能
を
果
た
す
よ
う
運
命
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
ま
や
こ
の
分
業
が
、
「そ
れ
独
自
の
生
命
」
を
営
む
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ 

れ
が
人
間
存
在
か
ら
自
己
を
疎
外
さ
せ
、
人
間
の
諸
力
を
束
縛
し
、
生
命
や
選
択
の
可
能
性
を
制
限
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
分
業
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
人
た
ち
は
つ
ね
に
知
的
活
動
に
従
事
し
、
あ
る
人
た
ち
は
つ
ね
に
肉
体
労
働
を
す
る
こ
と
に
な
る
。 

あ
る
者
は
生
産
物
を
享
受
し
、
あ
る
者
は
つ
ね
に
そ
れ
ら
を
生
産
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「全
体
的
」
人
間
は
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
、
知
的
活
動
と
肉
体
的
活
動
と
に
よ
っ
て
全
体
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
人 

間
で
あ
る
。
彼
は
労
働
と
享
受
の
区
別
を
知
ら
な
い
。
ま
た
分
業
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
都
市
と
村
の
分
極
化
—

あ
る
ひ
と
た 

ち
を
、
「狭
量
な
町
の
動
物
」
に
し
、
あ
る
ひ
と
た
ち
を
「狭
量
な
田
舎
の
動
物
」
に
す
る
分
極
化
——

を
も
知
ら
な
い
。 

彼
は
、
階
級
分
化
を
——

自
分
に
と
っ
て
利
用
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
を
制
限
し
、
人
生
に
お
け
る
彼
の
位
置
を
決
め
て
し
ま 

い
、
そ
し
て
圧
倒
的
に
多
く
の
場
合
彼
の
運
命
と
知
性
と
を
予
め
決
定
づ
け
て
し
ま
う
階
級
分
化
を
知
ら
な
い
。
「全
体
的
」
人
間 

は
、
も
は
や
自
分
を
た
だ
ー
つ
の
職
業
に
局
限
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
自
分
を
芸
術
活
動
に
局
限
し
て
お 

く
こ
と
さ
え
も
、
彼
の
全
体
的
人
間
の
理
想
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
た
。
共
産
主
義
社
会
で
は
、
画
家
と
い
う
特
別
の
人
間
は 

存
在
せ
ず
、
絵
も
ま
た
画
く
と
い
う
人
た
ち
が
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
制
限
に
深
く
心
を
痛 

め
る
。
た
と
え
そ
れ
が
芸
術
——

こ
の
芸
術
こ
そ
マ
ル
ク
ス
が
き
わ
め
て
高
い
価
値
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
者
た
ち
す 

な
わ
ち
芸
術
家
た
ち
は
多
く
の
点
で
彼
の
理
想
の
人
間
の
モ
デ
ル
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が!
—

に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た 

制
限
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に
心
を
痛
め
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
「全
体
的
」
人
間
は
、
相
互
に
折
り
合
わ
な
い
活
動
や
相
互
に
排
斥
し
合
う
活
動
に
よ
っ
て
分
裂
す
る
よ
う
な
こ
と
の
け 

っ
し
て
な
い
、
同
質
的•
調
和
的
な
人
間
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
う
ち
で
分
裂
し
て
い
る
こ
う
し
た
人
間
の
例
を
、
マ
ル
ク
ス
に
よ 

る
労
働
疎
外
の
分
析
は
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。
疎
外
の
諸
条
件
の
も
と
で
は
、
す
な
わ
ち
人
間
の
生
産
物
が
そ
れ
ら
を
つ
く
り
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だ
し
た
人
た
ち
か
ら
独
立
し
、
敵
対
的
に
な
る
よ
う
な
世
界
で
は
、
労
働
は
労
働
者
に
と
っ
て
、
あ
る
外
的
な
も
の
と
な
る
。
労
働 

は
人
間
に
何
ら
の
満
足
も
与
え
ず
、
う
ん
ざ
り
す
る
仕
事
、
苦
痛
と
感
じ
ら
れ
る
。
労
働
者
は
仕
事
の
内
側
に
で
は
な
く
て
外
側
に 

自
分
が
い
る
の
を
見
出
す
。
こ
う
し
て
人
間
は
二
つ
の
存
在
に
——

仕
事
を
し
て
い
る
と
き
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
の
な
い
労
働 

人
間
と
、
仕
事
を
し
て
い
な
い
と
き
は
自
分
自
身
を
感
ず
る
人
間
と
い
う
二
つ
の
存
在
に
——

分
裂
す
る
。 

こ
の
状
況
は
た
ん
に
人
間
の
「全
体
性
」
を
踏
み
に
じ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
労
働
す
る
人
間
の
自
己
認
識
を
不
可
能
に
し
、 

そ
の
生
活
を
無
感
動
な
無
意
味
な
も
の
と
し
、
そ
の
人
間
性
を
奪
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
性
は
労 

働
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
顕
在
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
労
働
は
、
人
生
に
音
集
と
価
値
と
を
与
え
る
自
発
的
活
動
、
人
間 

の
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
の
産
物
、
創
造
的
活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
強
制
的
労
働
で 

あ
る
。
そ
れ
は
労
働
そ
れ
自
体
へ
の
欲
求
を
充
た
す
も
の
で
は
な
く
、
他
の
欲
求
を
充
た
す
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。 

疎
外
さ
れ
た
労
働
は
人
間
精
神
を
分
裂
さ
せ
、
人
間
を
、
あ
る
目
的
の
た
め
の
一
手
段
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
引
き
下
げ
、
人
間
の
さ 

ま
ざ
ま
な
能
力
や
才
能
の
発
展
と
完
成
と
を
不
可
能
に
す
る
。

さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
、
「全
体
性
」
の
原
則
と
相
容
れ
な
い
人
間
性
の
分
裂
の
別
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
経
済 

的
生
活
と
道
徳
的
生
活
と
の
あ
い
だ
の
分
裂
、
経
済
の
要
求
と
道
徳
の
要
求
と
の
あ
い
だ
の
分
裂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
極
化
は
、 

不
安
定
な
感
じ
を
も
た
ら
し
、
半
分
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。 

経
済
的
見
地
か
ら
い
え
ば
、
売
春
や
詐
欺
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
道
徳
は
こ
れ
ら
の
活
動
を
禁
ず
る
。
人
間
は
道
徳
を 

信
頼
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
経
済
を
信
頼
す
べ
き
な
の
か
。
生
産
物
や
人
間
的
諸
関
係
が
そ
れ
ら
の
創
造
者
か
ら
独
立
し
、
敵 

対
的
に
な
っ
て
い
る
世
界
で
は
、
経
済
と
道
徳
は
互
い
に
排
斥
し
あ
う
。
人
間
の
生
活
全
体
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部 

分
、
す
な
わ
ち
人
間
の
生
産
物
や
諸
関
係
は
、
そ
れ
ら
の
価
値
の
尺
度
と
し
て
の
人
間
に
福
祉
を
も
た
ら
し
奉
仕
す
る
代
わ
り
に
、 

人
間
自
身
を
疎
外
し
、
人
間
生
活
を
分
裂
し
た
諸
部
分
に
分
離
さ
せ
る
破
壊
的
な
カ
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に 

な
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
ー
つ
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
存
在
が
「全
体
的
」
人
間
と
し
て
生
き
う
る
よ
う
に
、
社
会
的
諸
条
件
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を
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い0

そ
し
て
生
活
の
種
々
の
側
面
が
平
衡
と
調
和
を
保
ち
、
人
生
か
ら
そ
の
多
面
的
な
活
動
を
奪
い
去 

る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
社
会
を
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
「個
性
的
」
な
人
間
と
「自
己
活
動
的
」
な
人
間
と
い
う
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス 

の
人
間
理
想
に
い
っ
そ
う
明
る
い
光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
二
つ
概
念
は
「全
体
的
」
人
間
の
概
念
を
よ
り
詳
し 

く
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
「個
性
的
」
な
人
間
と
は
、
ひ
と
び
と
が
そ
こ
で
「自
分
自
身
」
を 

感
じ 
「
ア
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
」 
な
感
じ
を
抱
く
よ
う
な
生
活
圏
、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
意
志
・
傾
向
・
欲
求
に
相
応
じ
て
活
動 

し
自
分
の
能
力
や
才
能
を
発
揮
し
つ
つ
活
動
す
る
よ
う
な
生
活
圏
に
現
わ
れ
る
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
「隸
属
的
」
な
人 

間
は
、
人
間
に
と
っ
て
疎
遠
で
敵
対
的
で
す
ら
あ
る
生
活
圏
に
現
わ
れ
る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
局
面
で
は
、
人
間
は
制
限
さ
れ
た
隸 

属
化
し
た
感
情
を
抱
い
て
お
り
、
ま
た
実
際
の
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
自
身
の
志
向
に
反
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。マ

ル
ク
ス
は
と
く
に
、
個
性
的
側
面
と
隸
属
的
側
面
と
い
う
二
つ
の
分
裂
が
存
在
し
、
し
か
も
隸
属
的
側
面
が
し
だ
い
に
個
性
的 

側
面
を
圧
倒
し
て
ゆ
く
状
況
を
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
の
「全
体
的
」
人
間
の
主
張
と
対
照
を
な
す 

も
の
だ
っ
た
。
こ
の
状
況
は
人
格
性
を
部
分
的
・
ー
面
的
に
発
展
さ
せ
、
個
人
の
分
極
化
を
呈
示
し
て
い
る
。
こ
の
新
た
な
分
裂
は 

先
に
議
論
さ
れ
た
分
裂
と
は
異
な
り
、
敵
対
し
て
い
る
両
極
の
総
合
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
方
を
破
壊
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
隸
属
性
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
「個
性
的
」
人
間
と
は
、
「自
分
自
身
」
で
あ
る
人
間
、
自
分
の
人
格
的
特
性
を
表
明
し
、
自
分
の
個
性 

と
特
質
と
を
調
和
的
に
発
展
さ
せ
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
理
想
の
人
間
は
自
分
の
個
人
的
生
活
と
社
会
的
生
活
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾 

を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
自
分
が
そ
う
あ
り
、
そ
う
で
き
る
も
の
と
、
強
制
的
分
業•
階
級
分
化
が
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
と
の
あ
い 

だ
の
差
別
を
知
ら
な
い̂

彼
は
、
そ
の
「活
動
」
が
彼
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
欲
求
に
発
す
る(
自
己
活
動
性)

の
よ
う
な
、
「活
動
的
人
間
」
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マルクスに煮ける人間の理想

で
あ
る
。
創
造
的
労
働
と
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
活
動
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
し
た
活
動
が
芸
術
活
動
に
最
も
典
型
的
に
現
わ 

れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
芸
術
家
の
活
動
は
目
的
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
目
的
の
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
そ
の
活
動
は
芸
術
家
を
高 

め
、
完
成
し
、
彼
に
楽
し
み
を
与
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
と
り
わ
け
手
仕
事
は
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
活
動
と
な
る
べ
き
で
あ 

る
。
ひ
と
た
び
創
造
の
精
神
が
労
働
に
滲
透
す
れ
ば
、
ま
た
ひ
と
た
び
肉
体
的
努
力
と
知
的
努
力
と
が
一
体
と
な
る
な
ら
ば
、
労
働 

は
ひ
と
び
と
を
発
展
さ
せ
幸
福
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
忌
避
の
念
を
ひ
吉
起
こ
す
よ
う
な
性
質
を
消
滅
さ
せ
、
人
間
活
動
の 

最
も
有
意
義
な
形
態
の
一
っ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「自
己
活
動
性
」
と
は
、
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
深
い
内
的
な
欲
求
に
突
き
動
か
さ
れ
た
自
発
的•
非
強
制
的
活 

動
と
い
う
意
味
で
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
活
動
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
能
力
の
の
び
の
び
と
し 

た
発
展
に
由
来
す
る
生
命
の
創
造
的
表
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
な
活
動
は
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
の
き
わ
め
て
重
要
な
ー
特
徴 

で
あ
る
。

こ
の
自
由
は
、
た
だ
自
然
と
社
会
を
人
間
が
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
人
間
が
自 

分
を
と
り
囲
む
世
界
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
そ
の
関
係
は
、 

そ
こ
で
ひ
と
び
と
が
非
人
間
的
な
物
的
な
世
界
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
い
っ
た
服
従
の
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
ひ 

と
び
と
は
全
般
的
疎
外
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
び
と
は
自
分
自
身
の
生
産
し
た
物
を
制
御
し
な
い
。
生
産
物
が
ひ
と
び
と
を 

支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
労
働
の
生
産
物
は
、
労
働
者
か
ら
独
立
し
疎
遠
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
労
働
者
を 

奴
隸
化
さ
せ
る
力
で
あ
る
資
本
と
し
て
、
労
働
者
に
対
抗
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
動
か
す
も
の
は
人
間
で
は
な
く
資
本
で 

あ
る
。
み
か
け
か
ら
は
信
じ
が
た
い
こ
と
だ
が
、
資
本
は
資
本
家
を
さ
え
も
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
家
の
特
別
な
性
格
が 

彼
を
資
本
の
所
有
者
に
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
存
在
と
能
力
を
決
定
づ
け
る
も
の
は
、 
彼
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
資
本
な
の 

で
あ
る
。 

•

疎
外
さ
れ
た
社
会
で
は
、
非
人
格
的
な
要
素
が
人
間
の
人
と
な
り
や
能
力
を
決
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
非
人
格
的
要
素
の
最
も
抽
象
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さ
れ
た
表
現
は
貨
幣
で
あ
る
〇
社
会
の
構
成
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
社
会
階
級
に
お
い
て
、
死
せ
る
物
に
つ
か
え
る
奴
隸
と
な
っ 

て
い
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
社
会
的
諸
関
係
と
分
業
と
が
生
み
だ
し
た
も
の
に
隸
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
人
間
世
界
が
ま
す
ま
す
偉
大
な
も
の
に
、
ま
た
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
に
創
造
さ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
ま
た 

文
化
と
文
明
が
ま
す
ま
す
発
展
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
人
間
は
ま
す
ま
す
貧
弱
な
も
の
に
な
り
、
ま
す
ま
す
価
値
を
下
げ
、
ま
す
ま
す 

大
き
な
恐
怖
を
世
界
に
対
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
た
ん
に
抑
圧
さ
れ
る
者
の
み
な
ら
ず
、
抑
圧
者
も
ま
た
事
物
の
外
的
な
力
に 

服
従
し
て
い
る(
も
っ
と
も
抑
圧
者
は
現
在
の
状
況
に
満
足
し
て
は
い
る
が)
。
す
べ
て
の
人
間
が
破
壊
的
な
非
人
間
的
要
素
に
よ 

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
理
想
的
人
間
は
、
社
会
主
義
の
諸
原
則
に
そ
く
し
て
社
会
関
係
を
と
ら
え
、
彼
ら
の
自
然
と
社
会
へ
の
支
配
を
強
化 

し
拡
張
し
、
そ
の
支
配
を
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
び
と
の
利
益
の
た
め
に
役
立
た
せ
よ
う
と
す
るQ

こ
れ
ら
の
理
想
的
人
間
は
、 
社
会
な
ら 

び
に
自
然
の
諸
力
を
意
識
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
理
性
を
、
科
学
を
導
き
の
糸
と
す
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
を 

と
り
か
こ
む
世
界
に
ア
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
な
感
情
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
世
界
は
彼
ら
に
と
っ
て
神
秘
的
な
カ
で
は
な
く
、
福
祉 

の
源
泉
、
創
造
的
活
動
の
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
彼
の
理
想
的
人
間
に
対
しS

た
ん
に
物
を
支
配
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
が
互
い
に
他
人
を
物
と 

し
て
扱
う
こ
と
を
や
め
る
こ
と
を
も
要
求
し
た
。
彼
ら
相
互
の
人
間
関
係
が
物
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
断 

じ
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
相
互
関
係
の
な
か
で
貨
幣
が
演
じ
て
い
る
役
割
を
批
判
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ 

は
そ
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「直
接
的
」
で
間
松
空
な
諸
関
係
——

物
的
な
カ
や
物 

的
な
価
値
が
介
在
す
る
こ
と
の
な
い
諸
関
係̂

—
と
い
う
概
念
の
意
味
を
、
最
も
よ
く
素
描
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

人
間
と
人
間
と
の
「直
接
的
」
関
係
を
破
壊
す
る
の
は
貨
幣
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
友
情
と
愛
情
は
相
手
の
人
格
と
の
あ
ら
ゆ
る
結 

び
っ
き
を
失
い
、
貨
幣
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
人
間
的
感
情
と
価
値
は
商
品
化
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
徳
、
名
誉
、
知
識
、 

良
心
さ
え
も
が
売
り
買
い
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
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ひ
と
び
と
は
人
間
の
言
葉
を
話
す
こ
と
を
や
め
、
物
の
言
葉
を
話
す
。
ひ
と
び
と
は
、
物
に
つ
い
て
は
互
い
に
意
を
通
じ
あ
う
こ 

と
が
で
き
る
が
、
ひ
と
た
び
彼
ら
自
身
が
問
題
と
な
っ
た
り
、
彼
ら
自
身
の
幸
福
が
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
と
き
に
は
、 

ま
す
ま
す
お
互
い
を
理
解
し
あ
え
な
く
な
る
。
ま
し
て
同
意
に
達
す
る
な
ど
で
き
な
く
な
る
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
「人
間
の
言
葉
と
い
え
ば
〈要
求
〉
だ
と
か
〈嘆
願
〉
だ
と
か
〈厚
顔
〉
だ
と
か
あ
る
い
は
〈
ナ 

ン
セ
ン
ス
〉
な
ど
と
い
っ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
抗
す
る
た
め
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
こ
と
を 

要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
ひ
と
び
と
が
人
間
ら
し
い
言
葉
で
会
話
す
る
こ
と
、
貨
幣
や
他
の
物
的
要
素
に
よ
っ
て
人
間
相
互
の
関
係
が 

決
定
さ
れ
る
と
い
う
状
態
を
廃
棄
す
る
こ
と
、
人
間
相
互
の
関
係
は
ひ
と
び
と
の
個
性
的
な
特
質
と
志
向
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら 

い
な
こ
と
、
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
は
お
互
い
を
物
と
し
て
で
は
な
く
、
人
格
と
し
て
か
か
わ
り
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

ひ
と
び
と
は
人
格
と
し
て
の
人
間
を
人
生
に
お
け
る
最
高
価
値
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

マ
ル
ク
ス
の
人
間
の
モ
デ
ル
は
道
徳
的
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
、
彼
の
い
う
人
間
は
道
徳
的
諸
原
理
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
、 

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
さ 

ら
に
詳
し
く
問
題
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
は
非
道
徳
を
説
い
て
い
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
し
ば 

し
ば
耳
に
す
る
議
論
を
正
当
化
す
る
た
め
つ
ね
に
引
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
き
た
叙
述
が
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で 

あ
る
。
こ
の
種
の
叙
述
の
う
ち
で
最
も
核
心
を
な
す
も
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
『共
産
党
宣
言
』
の
な
か
で
こ
う
書
い
て
い
る
。
「プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
法
律
も
道
徳
も
宗
教
も
ブ 

ル
ジ
ョ
ア
ジI

の
特
殊
利
害
を
背
後
に
隠
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
偏
見
で
あ
る
。」
ま
た
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
こ
う 

述
べ
ら
れ
る
。
「共
産
主
義
者
は
道
徳
を
説
か
な
い
。
彼
ら
は
〈隣
人
を
愛
せ
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
る
な
〉
な
ど
の
道
徳
的
命
令
を
も 

っ
て
ひ
と
び
と
に
臨
み
は
し
な
い
。
そ
の
反
対
に
彼
ら
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
も
自
己
犠
牲
も
、
と
も
に
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
個
人
を 

発
展
さ
せ
る
の
に
必
要
な
形
態
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
。」

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
叙
述
な
ら
び
に
こ
れ
に
類
し
た
叙
述
は
、
マ
ル
ク
ス
の
教
え
は
非
道
徳
的
な
教
え
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
正
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当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
叙
述
は
、
マ
ル
ク
ス
の
倫
理
的
教
説
全
体
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
『共
産
党
宣
言
』
で 

は
、
文
脈
そ
の
も
の
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
道
徳
一
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
い
つ
も
非
難
を
浴
び 

せ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
道
徳
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オK

ギ
ー
』
で
も
、
マ
ル
ク
ス
は
道
徳
そ
の
も
の
を 

論
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
道
徳
主
義
—

宣
教
と
道
徳
的
説
教
だ
け
が
人
間
と
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う 

幻
想
を
広
め
る
道
徳
的
訓
戒(
道
徳
的
教
え)

——

だ
け
を
非
難
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

『宣
言
』
と
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
ど
ち
ら
の
文
章
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
「道
徳
」
と
い
う
言
葉
を
、
彼
が 

「労
働
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
と
同
じ
仕
方
で
使
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
し
ば
し
ば
「労
働
の
廃
棄
」
を
要
求
す
る
が
、
こ 

れ
は
あ
ら
ゆ
る
労
働
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
人
間
を
毀
損
す
る
強
制
的
労
働!
I

疎
外
さ
れ
た
労
働
に
つ
い
て 

の
み
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
と
同
じ
仕
方
で
道
徳
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
特
殊
な
種
類
の 

道
徳
—

抑
圧
す
る
階
級
の
利
益
に
奉
仕
す
る
道
徳!

を
枇
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
い
え
ば
、
彼
は
「疎
外
さ
れ 

た
道
徳
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
疎
外
さ
れ
た
道
徳
と
は
、
「自
己
を
疎
外
し
」、
「人
間
か
ら
独
立
す
る
」
に
い
た
っ
た
す
べ
て
の
道
徳
形
態 

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
の
出
発
点
も
終
着
点
も
人
間
の
幸
福
と
完
成
で
は
な
い
。
疎
外
さ
れ
た
道
徳
は
、
人
間
的
欲
求
、 

人
間
的
志
向
と
相
反
す
る
疎
遠
な
力
と
し
て
み
ず
か
ら
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
人
間
的
道
徳
—

人
間
と
人
間
と
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
い
か
な
る
媒
介
物
も
認
め
ず
、
ま
た
神
、
超
自
然
ま
た
は 

物
に
よ
る
ど
ん
な
媒
介
も
認
め
な
い
よ
う
な
道
徳!

を
非
難
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
理
想
に
合
致
す
る
人
間
は
、 

疎
外
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
人
間
的
意
味
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
的
意
味
に
お
け 

る
道
徳
は
、
相
互
的
な
愛
と
献
身
と
を
禁
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
「利
己
主
義
」
も
「利
他42J

も
と
も
に
超
え
う
る 

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
考
え
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。 

言
葉
の
伝
統
的
意
味
で
は!
!

こ
れ
は
上
の
文
脈
で
マ
ル
ク
ス
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
意
味
で
も
あ
る
が!
!

「利
他
主
義
」
は
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「自
己
犠
牲
」•
自
己
献
身
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
利
他
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
の
特
徴
点
で 

は
な
い
し
、
彼
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
で
も
な
い
。

新
た
な
社
会
で
の
人
間
の
道
徳
は
、
相
互
の
愛
を
義
務
づ
け
た
り
、
愛
を
個
人
の
真
の
関
心
と
は
う
ら
は
ら
の
自
己
犠
牲
と
し
て 

扱
っ
た
り
す
る
よ
う
な
疎
外
さ
れ
た
道
徳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
た
な
道
徳
に
従
え
ば
、
愛
は
人
間
的
生
命
の
自
然
的
な
発
現
で 

あ
り
、
他
の
ひ
と
び
と
と
の
関
係
に
現
わ
れ
る
人
間
の
自
己
主
張
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
理
想
的
人
間
の
態
度
は
利
己
主
義
か 

利
他
主
義
か
と
い
う
二
者
択
一
を
超
え
て
い
る
。
彼
は
他
の
人
た
ち
の
福
祉
を
み
ず
か
ら
の
福
祉
と
感
じ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
間
の
類 

的
統
一
を
表
現
し
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
に
最
も
よ
く
合
致
す
る
態
度
な
の
で
あ
る
。 

〔五
十
嵐
靖
彦
訳
〕 

(
1
)

マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
詳
細
を
分
析
は
、
私
が
マ
ル
ク
ス
の
人
間
理
想
を
再
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
析
に 

つ
い
て
は
私
の
次
の
著
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。The  EM

icthought  of  the  

艮4
$ヽ
 warsaw“

6L  

(2) 
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
「全
体
的
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
意
味
と
は
、 

ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。

(3) 

SelbsHaetig
と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
意
味
でacve

と
い
う
英
語
で
最
も
適
切
に
表
現 

さ
れ
る
。
彼
女
がbehavior
とac
注
什y

を
区
別
し
て
い
る
こ
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
のactivity

と
い
う
意
味
が
ま
だ
完
全
に
受
け
い 

れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
はauto’activity  (
「自
己
活
動
性
」
と
邦
訳)
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
。 

(
4
)

マ
ル
ク
ス
自
身
は
、
こ
の
関
連
に
お
け
る
文
脈
で
「利
他
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
。
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ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ•

バ
チ
ェ
ユ

B
r
o
n
i

巴a
w

 B
a
c
z
k
o

は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
哲
学
社
会
学
研
究
所
に
お
け
る
近
代
哲
学
史 

•

社
会
思
想
史
部
門
の
主
任
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
生
ま
れ
、

ー
九
五
五
年
、 

哲
学
博
士
号
を
受
け
、
現
在
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
の
近
代
哲
学
史
の
教
授
で
あ
る
。
主
著
に
は
、
 

『
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
主
主
義
社
会
の
社
会
思
想
』
、
『
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
、
『J

・J 

・
ル
ソ!

孤
独
と
共
同
体
』
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
著
作
に
お
け
る
人
間
の
普
遍
性
に
関
す
る
理
念
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
理
念
の 

再
構
成
が
困
難
な
原
因
は
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
自
身
に
も
由
来
す
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
は
と
く
に
こ
の
理
念
を
主
題
的
に
取
り 

扱
っ
た
著
作
を
書
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
の
全
研
究
が
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の 

で
あ
る
。
人
閭
は
普
遍
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
、
こ
の
普
遍
性
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
若
い
マ
ル
ク
ス
の
研
究
の
出 

発
点
で
あ
り
、
後
の
著
作
の
哲
学
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
「人
間
に
と
っ
て
の
根
底
と
は
、
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
マ
ル
ク 

ス
は
書
い
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
普
遍
性
と
い
う
の
は
、
歴
史
を
有
意
義
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す 

る
価
値
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
に
お
い
て
実
際
に
示
さ
れ
る
事
実
で
も
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
を
、 

そ
の
内
容
と
意
味
に
お
い
て
完
全
に
再
構
成
す
る
に
は
、
当
然
全
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
こ
の
観
点
か
ら
再
把
握
す
る
こ
と
が
必
要

230

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



マルクスと人間の普遍性の理念

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
再
把
握
は
、
明
ら
か
に
こ
の
論
文
の
限
界
を
越
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
理4¢—

そ
の
意
味
の
歴
史
的
変
化
、
多
面
性
、
多
義
性!

を
再
構
成
す
る
こ
と
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
難
点
が 

あ
る
。
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
は
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
い
う
「統
合
観
念
」(u&idea)

の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
様
な 

糸
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
観
念
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
観
念
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
き
、
そ
の
意
味
の
統
一
性
は
破
壊
さ
れ
て
し 

ま
う
の
で
あ
る
。
多
く
の
哲
学
者
は
、
人
間
が
そ
こ
に
生
活
し
、
し
か
も
人
間
が
つ
く
り
だ
し
た
世
界
に
、
人
間
的
な
意
味
を
付
与 

し
よ
う
と
努
め
て
来
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
を
繰
り
返
し
再
確
認
し
、
人
間
の
普
遍
性
を
価
値
と
し
て
肯
定
し
、
さ 

ら
に
、
そ
の
価
値
を
問
う
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
理
念
の
歴
史
の
な
か
に
、
人
間
存
在
の 

矛
盾
や
、
人
間
が
そ
の
矛
盾
を
認
識
し
、
の
り
越
え
よ
う
と
思
索
し
苦
闘
し
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
歴
史
的
系
譜
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
想
の
歴
史
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の 

は
、
こ
の
理
念
の
う
ち
に
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
想
の
内
容
を
豊
か
に
し
て
き
た
種
々
の
概
念
が
統
合
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

思
想
史
に
お
い
て
、
人
間
の
普
遍
性
と
い
う
概
念
の
端
緒
は
、
お
そ
ら
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ネ
サ
ン 

ス
人
は
、
人
間
が
、
他
の
堅
固
な
存
在
の
た
だ
な
か
で
相
対
的
に
不
安
定
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
自
然
と
か
ら
区 

別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
神
に
お
い
て
は
、
本
質
は
実
存
と
同
一
で
あ
る
。
他
方
、
自
然
界
に
属
す
る
存
在 

の
主
な
性
格
は
、
そ
の
存
在
が
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
限
界
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ュ
・
デ
ラ
・ 

ミ
ラ
ン
ド
ラ
が
示
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
、
神
が
す
べ
て
の
原
型
を
使
い
つ
く
し
た
後
で
、
す
な
わ
ち
「神
の
宝
石
箱
が
空
に
な
っ 

た
」
後
で
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
、
地
上
的
存
在
で
も
天
上
的
存
在
で
も
な
く
、
死
す
べ
き
も
の
で
も
不
死 

で
も
な
い
。
人
間
は
人
間
自
身
が
創
造
し
た
物
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
自
身
の
生
き
方
を
選
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
選
び
と
ら 

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
物
の
な
か
で
唯
一
の
み
ず
か
ら
決
定
し
う
る
存
在
な
の
で
あ
る
。 

ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
存
在
論
的
人
間
が
世
界
の
な
か
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
経
験
し
た
が
、
こ
の
経
験
は
と
く
に
重
要
で 

あ
る
。
人
間
の
自
律
性
の
感
情
、
自
己
自
身
へ
の
責
任
感
、
世
界
と
の
類
的
・
個
人
的
関
係
の
多
方
面
性
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
に
お
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け
る
自
己
肯
定
へ
の
顕
著
な
傾
向
、
こ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
安
全
性
と
堅
実
性
の
喪
失
の
感
情
を
伴
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う 

な
感
情
は
中
世
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
世
の
基
本
的
な
世
界
観
で
は
、
人
間
存
在
固
有
の
位
置
と
意
味
は
明
確 

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
堅
固
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
宇
宙
像
が
支
配
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
七
、
ー
ハ 

世
紀
に
お
け
る
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
歴
史
に
は
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
の
感
情
を 

の
り
越
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
相
互
に
あ
る
い
は
交
錯
し
、
あ
る
い
は
補
い
合
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
観
念
は
、
啓
蒙
主
義
の 

哲
学
が
取
り
入
れ
た
楽
天
的
な
人
間
の
普
遍
性
の
概
念
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
。

類
と
し
て
の
、
そ
し
て
個
人
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
は
、
人
間
行
動
の
よ
り
高
次
の
諸
領
域!

実
践
的
で
あ
る
と
同 

時
に
知
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
自
由
で
理
性
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
領
域-
-

か
ら
も
ろ 

も
ろ
の
内
容
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
に
は
、
人
間
は
責 

任
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
こ
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
自
分
自
身
の
個
性
を
罪
悪
と
か
罪
と
し
て
で
な
く
、
価
値
と 

し
て
経
験
す
る
と
い
う
確
信
が
こ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
理
念
は
、
そ
の
存
在
理
由
が
ひ
と
え
に
人
間
の
自
立
的
活
動 

の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
存
在
を
人
間
は
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
を
汲
み
い
れ
た
。
さ
ら
に
全
世
界
を
変
形
可
能
な 

対
象
と
し
て
扱
う
人
間
の
能
力
、
そ
し
て
世
界
を
科
学
と
技
術
の
助
け
を
か
り
て
変
形
さ
せ
る
人
間
の
能
力
は
、
世
界
に
お
け
る
人 

間
の
位
置
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
合
理
的
啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
は
啓 

蒙
主
義
か
ら
、
そ
れ
以
外
に
も
啓
蒙
主
義
に
特
有
の
信
念
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
努
力
す
る
能
力
は
自
然
自
身
に 

よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
人
間
が
自
然
界
に
属
し
、
こ
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と 

い
う
確
信
で
あ
る
。
自
然
を
人
間
の
必
要
や
欲
求
の
対
象
へ
と
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
人
間
化
す
る
と
い
う
可
能
性
は
、 

し
ば
し
ば
逆
説
的
に
、
人
間
を
自
然
主
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
に
は
、 

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
的
な
必
要
や
欲
求
が
根
本
に
お
い
て
調
和
し
て
い
る
と
い
う
確
信
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
調
和
を
保
証
す
る
も 

の
は
、
す
べ
て
の
個
人
に
お
け
る
、
人
間
性
と
人
間
理
性
の
統
一
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
統
一
性
は
文
化
の
司
貫
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性
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
。
人
間
の
個
別
化
す
る
能
力
ハ 
経
験
す
る
能
力
、
別
々
の
諸
個
人
に
よ
る
種
々
の
方
法
に
よ
っ
て
世
界 

に
価
値
を
与
え
る
能
力
と
い
う
も
の
は
、
人
間
理
性
の
超
個
人
的•
普
遍
的
な
性
格
と
矛
盾
す
る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な 

ら
、
こ
の
理
性
は
、
科
学
と
実
・
践
的
・
集
団
的
努
力
に
お
い
て
自
己
を
対
象
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
人 

間
の
合
理
性
を
反
映
し
て
い
る
文
化
は
、
基
本
的
に
個
々
の
個
人
が
接
近
し
う
る
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
文
化
の
統
一
性
は
、 

諸
個
人
の
多
様
性
と
自
立
性
の
発
展
の
た
め
の
前
提
を
構
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
人
間
の
合
理
的
本
性
が
、
人
間
の
つ
く
り
だ
し
た 

世
界
の
合
理
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
世
界
は
——

も
し
迷
信
、
無
知
、
自
分
の
利
害
に
関
す
る
人
間
相
互 

の
誤
解
が
取
り
除
か
れ
れ
ば
——

人
間
が
自
分
を
個
人
と
し
て
類
と
し
て
確
証
す
る
場
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

進
歩
を
科
学
的•
自
然
主
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
は
圧
倒
的
な
勝
利
を
か
ざ
っ
た
。
人
間
の 

普
遍
性
は
問
題
と
し
て
で
な
く
、
人
間
の
存
在
に
不
可
欠
な
事
実
と
し
て
、
ま
た
人
間
理
性
の
無
制
限
の
進
展
の
可
能
性
や
人
間
が 

世
界
に
適
応
す
る
さ
い
の
生
物
学
的
必
要
性
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
に
関
す
る
思
想
史
に
は
——

こ
こ
で
は
図
式
的
に
述
べ
る
が(
—

現
代
の
人
間
と
進
歩
に
関
す 

る
思
想
的
危
機
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
危
機
は
、
結
果
的
に
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
危
機
に
通
じ
る
。
事
実
と
し
て
人
間
の
普 

遍
性
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
価
値
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
を
社
会
学
的
文
脈
、 

と
く
に
一
ハ
世
紀
初
期
の
諸
形
態
に
お
け
る
社
会
学
的
文
脈
の
も
と
で
批
判
す
る
者
は
、
中
間
階
級
文
化
に
対
し
異
議
を
唱
え
て
い 

た
。
さ
ら
に
、
事
態
を
よ
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
扱
う
な
ら
ば
、
人
間
が
都
会
化
さ
れ
、
産
業
化
さ
れ
た
文
明
に
対
し
、
道
徳
的
、 

肉
体
的
な
代
価
を
支
払
い
、
し
か
も
技
術
的
態
度
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
異
議
を
唱
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
反
対
者
は
、 

文
化
批
判
と
関
連
し
て
、
人
間
の
普
遍
性
か
ら
、
人
間
自
身
に
と
っ
て
の
問
題
を
生
み
だ
し
た
。
彼
ら
は
人
間
の
普
遍
性
を
豊
富
に 

す
る
こ
と
に
は
力
を
貸
し
た
の
だ
が
、
価
値
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
性
の
根
底
を
危
く
し
て
し
ま
っ
た
。
文
化
的
危
機
の
感
情
は
、 

た
し
か
に
文
化
価
値
を
根
源
的
に
否
定
す
る
と
い
う
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
文
化
モ
デ
ル
、
価
値
体
系
、
行
動
様
式
の
惰
性
を
克 

服
し
、
の
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
的
な
文
化
機
能
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
が
出
会
っ
た
も
ろ
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•
も
ろ
の
危
機
は
、
こ
の
理
念
が
よ
り
複
雑
に
な
り
、
新
た
な
文
化
形
態
に
適
応
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
。
「文
化
の
不
安
定
さ
」
を 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
を
豊
富
に
し
、
人
類
の
い
ろ
い
ろ
な
様
態
の
な
か
で
の
闘
争
が
起
こ
り
う
る
こ
と 

を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
危
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
理
念
に
固
有
の
逆
説
的
な 

面
を
あ
ば
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
逆
説
と
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
は
、
以
上
の
事
柄
と
な
ら
ん
で
——

い
や
お
そ
ら 

く
は
と
く
に
、
一
^
次
の
よ
う
な
確
信
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
は
自
分
を
問
題
の
対
象
と
す
る
こ
と
が 

で
き
、
そ
し
て
日
常
的
・
現
実
的
実
存
を
の
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
、
人
間
は
、 

自
分
自
身
を
問
い
な
が
ら
価
値
を
創
造
し
、
自
分
や
世
界
、
自
分
自
身
の
存
在
と
自
分
自
身
の
歴
史
に
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
努 

力
を
た
え
ず
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

こ
の
普
遍
性
の
理
念
の
も
つ
逆
説
的
性
格
は
、
現
代
世
界
に
お
け
る
こ
の
観
念
の
位
置̂
—

そ
の
位
置
の
意
味
は
と
く
に
複
雑
で 

変
化
に
富
ん
で
い
る
が!
!

に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逆
説
性
は
現
代
の
諸
観
念
に
滲
透
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
現
実 

性
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
核
心
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
見
方
か
ら
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
み
が
人
間
の
普
遍
性
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、 

人
間
の
普
遍
性
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の̂

酷
な
も
の
で
は
あ
る
が
——

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
政
治
犯
収
容
所
や
原
子
爆
弾
を
生 

み
だ
し
た
人
間
の
時
代
に
と
っ
て
、
人
間
の
普
遍
性
は
た
ん
な
る
事
実
で
あ
る-
-

あ
り
う
る-
-

ば
か
り
で
な
く
、
と
り
わ
け
ー 

つ
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。 
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
す
な
わ
ち
、 
現
代
に
お
い
て
人
間
の
普
遍
性
は
、
人
間
を 

——

そ
の
類
の
次
元
に
お
い
て!
—

生
存
の
究
極
の
諸
問
題
の
前
に
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
い
、
皮
肉
な
勝
利
を
勝
ち
と
つ 

た
の
だ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
生
存
——

生
物
学
的
種
と
し
て
の
——

は
問
題 

外
で
あ
る
、
つ
ま
り
人
間
の
責
任
の
範
囲
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

問
題
は
た
だ
、
人
間
は
い
か
な
る
意
味
を
自
分
自
身
や
歴
史
に
付
与
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
人
間
は
い
か
な
る
意
味
を
世
界
に
お 

け
る
自
己
の
生
存
か
ら
引
き
出
す
べ
き
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
日
常
生
活
で
わ
れ
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わ
れ
が
こ
の
問
題
を
無
意
識
界
に
押
し
込
も
う
と
し
て
も
、
ま
さ
に
人
間
の
生
存
自
体
が
、
人
間
の
生
存
は
人
間
の
普
遍
性
に
と
つ 

て
は
相
対
的
で
、
二
義
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
人
間
が
自
己
の
開
発
し
た
諸
力
で
何
を
し
よ
う
と
思 

う
か
、
そ
し
て
人
間
が
そ
の
創
造
し
た
世
界
の
な
か
で
自
己
を
実
現
し
、
保
持
し
よ
う
と
努
力
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。 

人
間
の
普
遍
性
の
問
題
は
、
人
間
が
い
か
な
る
意
味
を
世
界
に
付
与
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が 

-
-

自
己
を
破
壊
し
つ
つ-
-

世
界
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
も
あ
る̂ 

人
間
の
普
遍
性
は
自
然
の
計
画
に
も
、
歴
史
の
計
画
に
も
固
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
然
と
歴
史
に
お
け
る
多
く 

の
矛
盾
し
た
過
程
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
起
源
が
ど
う
で
あ
れ
、
人
間
の
普
遍
性
は
こ
ん
に
ち
で
は
以 

前
に
も
ま
し
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
現
実
を
構
成
し
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
活
動
的
な
力
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
計
画
す 

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
責
任
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。 

こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
つ
い
て
思
考
し
う
る
の
は
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
普
遍
性
を
、
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
全
面 

的
に
責
任
を
と
れ
る
よ
う
に
拡
大
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
性
や
人
類
を
た
だ
自
分
自
身
の
事 

柄
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
だ
け
が
責
任
を
も
つ
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人 

間
性
や
人
類
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
思
考
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
願
っ
た
り
、
こ
う
い
う
責
任
に
直
面
し 

て
無
力
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
を
歴
史
か
ら
、
現
存
の
時
間
を
歴
史
的
時
間
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
現
代
に
特
徴
的 

な
思
想
傾
向
の
う
ち
に
身
を
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
人
間
の
普
遍
性
の
思
想
史
や
、
そ
の
多
様
な
内
容
を
記
述
し
た
り
、
そ
の
多
様
な
歴
史
的
形
態
の
類
型 

論
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ど
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
こ
で
の
一
つ
の
問
題
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
思
想
史 

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
位
置
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
問
題
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。 

マ
ル
ク
ス
は
、
政
治
犯
収
容
所
や
原
子
爆
弾
の
存
在
し
な
い
世
界
に
生
き
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
か
か
え
て
い
る
多
く
の
問
題
は
、 

彼
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
特
質
を
変
革
す
る
こ
と
に
直
面
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
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ス
主
義
者
た
ち
は
こ
の
文
脈
と
彼
ら
自
身
の
内
容
を
意
識
し
な
か
っ
た
し
、
こ
ん
に
ち
で
も
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
る
と
は
い
え
な 

い
。
し
か
し
こ
の
文
脈
を
は
ず
れ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
と
そ
の
発
展
の
諸
矛
盾
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
科
学
的
・
技
術
的
内
容
を
取
り
込
ん
だ
。
し
か
し
同
時
に
一
種
の
反
実
証
主
義
的
破
綻
を 

も
経
験
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
現
代
に
実
を
結
ん
だ
種
々
の
文
化
間
の
対
決
や
、
現
代
と
そ
の
文
化
の
諸
問
題
、
諸
矛
盾
を(
と 

き
に
は
意
識
的
に
、
と
き
に
は
無
意
識
的
に)

自
己
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
ん
に
ち
に
お
い
て
も
、種
々
の
変
化
に 

対
し
て
反
応
を
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ル
ク
ス
の
根
源
的
問
題
は
、
同
時
に
現
代
の
基
本
的
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。 

こ
の
素
描
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
い
く
つ
か
の
出
発
点
を
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
再
構 

成
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
人
間 

の
普
遍
性
に
関
す
る
諸
問
題
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
ヒ
ュI

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
と
同
様
、
マ
ル
ク 

ス
の
思
想
は
た
ん
な
る
解
答
集
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
を
問
題
と
す
る
諸
疑
問
と
緊
張
か
ら
な
る
構
築
物
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
存
在
論
的
位
置
に
関
す
る
問
題
、
お
よ
び
人
間
の
位
置
と
、
類
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
性
と
関
連
に
関
す 

る
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「類
の
全
性
格
—

そ
の
類
的
性 

格!
—

は
、
そ
の
生
命
活
動
の
様
式
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
由
で
意
識
的
な
活
動
が
人
間
の
類
的
性
格
で
あ
る
。
と 

こ
ろ
が
こ
の
生
活
そ
の
も
の
が
、
た
だ
生
活
の
手
段
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
」
人
間
の
類
的
特
性
と
は
、
た
だ
た
ん
に
彼
が
と
く
に 

道
具
を
扱
い
う
る
賢
明
さ
を
も
つ
活
動
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
は
そ
の
生
命
活
動
の
一
つ
に
解
消
さ
れ
は
し 

な
い
。
む
し
ろ
彼
は
自
分
の
活
動
を
、
自
分
に
と
っ
て
の
、
自
分
の
意
識
に
と
っ
て
の
、
自
分
の
活
動
に
と
っ
て
の
対
象
と
す
る
の 

で
あ
る
。

生
物
学
的
に
見
れ
ば
、
人
間
の
普
遍
性
は
、
人
間
が
自
然
界
—

人
間
が
依
存
し
て
い
る
世
界
——

の
領
域
を
広
げ
る
と
い
う
能 

力
に
現
わ
れ
て
い
る
。
人
間
の
普
遍
性
は
、
人
間
の
欲
求
の
普
遍
性
に
現
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
欲
求
を
自
然
全
体
へ
と
広
げ
る 

可
能
性
の
な
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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欲
求
と
い
う
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
「欲
望
」
と
い
う
感
情
を
越
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
事
物
を
彼
の
欲 

求
の
対
象
に
変
え
、
そ
れ
ら
に
人
間
的
意
味
を
付
与
し
、
価
値
を
付
与
す
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
欲
求
と
は
、
た
ん
な
る-
-

そ 

し
て
主
と
し
て
——

生
物
学
的
欲
求
で
は
な
い
し
、
生
物
学
的
欲
求
に
帰
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
り
、 

自
己
確
証
を
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
努
力
と
結
合
し
た
精
神
的
欲
求
は
、
す
ぐ
れ
て
人
間
的
で
あ
る
。
人
間
の
普
遍
性
は
、
人
間
が 

自
分
の
特
殊
な
、
人
間
的
な
価
値
規
準
を
世
界
に
適
用
す
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間 

が
た
ん
に
そ
の
生
物
学
的
欲
求
か
ら
で
な
く
、
人
間
の
普
遍
性
の
し
る
し
と
し
て
の
価
値
や
美
的
欲
求
か
ら
世
界
を
構
成
す
る
と
い 

う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
欲
求
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
人
間
の
主
体
性
の
保
持
と
切
り
離
し
え
な
い 

も
の
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
事
物
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
み
で
な
く
、 

人
間
が
世
界
に
お
い
て
価
値
を
創
造
す
る
関
係
に
も
そ
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
人
間
は
、
そ
の
活
動
の
基
礎
に
お
い
て
、
自
然
界 

と
歴
史
界
と
を
彼
に
と
っ
て
有
意
味
な
構
造
を
も
つ
全
体
と
し
て
把
握
す
る
存
在
で
あ
る
。

個
人
は
他
の
人
間
に
対
し
て
欲
求
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
の
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
彼
が
と
く
に
人
間
的
で
個
人 

的
な
関
係
に
あ
る
存
在
と
し
て
の
他
人
、
彼
に
と
っ
て
——

カ
ン
ト
の
概
念
を
使
う
な
ら
ば
——

た
ん
に
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な 

く
、
つ
ね
に
目
的
で
も
あ
る
存
在
と
し
て
の
他
人
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
関
連
し
て
、
「人
間
的
欲
求
の
充
足
」
に
つ
い
て
、 

そ
れ
を
経
済
的
富|

自
分
の
た
め
だ
け
に
物
を
集
め
る
こ
と
——

に
対
置
し
て
述
べ
て
い
る
。
「人
間
的
欲
求
の
充
足
」
は
、
人 

間
が
「生
活
を
人
間
的
に
多
様
に
開
示
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た(
人
間
に
と
っ
て
は)

自
分
自 

身
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
、
内
的
必
然
性
、
す
な
わ
ち
必
須
の
も
の
と
し
て
彼
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
の 

な
か
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
「必
要
の
充
足
」
や
「必
要
の
富
」
の
理
解
に
お
い
て
、
人
間
の
普
遍
性
の
観
念 

は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
満
足
し
な
い
存
在
、
自
己
実
現
と
い
う
こ
と
が
終
点
の
な
い
過
程
で
あ
る
存
在
、
自
己
自
身 

を
つ
ね
に
の
り
越
え
、
つ
ね
に
自
分
の
新
た
な
、
し
か
し
ま
だ
満
た
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
創
造
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
と
い 

う
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
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自
然
に
お
け
る
存
在
論
的
人
間
の
位
置
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
記
述
に
は
、
あ
い
ま
い
な
点
が
あ
る
。
あ
る
と
き
は
、
マ
ル
ク
ス 

は
人
間
の
普
遍
性
を
、
価
値
を
創
造
す
る
存
在
と
し
て
の
存
在
論
的
人
間
の
全
面
的
な
自
律
性
と
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る 

し
、
あ
る
と
き
は
特
殊
な
自
然
主
義
を
宣
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
自
然
主
義
と
は
、
人
間
と
自
然
と
は
存
在
論
的
に 

同
質
の
現
実
を
形
成
し
、
自
然
に
お
い
て
は
人
間
と
事
物
間
に
あ
る
調
和!

人
間
の
対
象
に
対
す
る
「自
然
的
」
関
係
、
し
か
し

(4)

ま
た
、
対
象
の
人
間
に
対
す
る
「人
間
的
」
関
係!

が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
で
あ
る(
マ
ル
ク
ス
の
有
益
な
対
象
の
価 

値
と
い
う
理
解
は
、
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る)
。
マ
ル
ク
ス
は
「類
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
は
、 

彼
の
存
在
の
自
然
的•
生
物
学
的
側
面
と
、
歴
史
的•
意
識
的
側
面
と
の
あ
い
だ
に
は
何
の
不
一
致
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
人 

間
的
普
遍
性
に
お
い
て
補
い
合
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
点
の
分
析
は
、 

こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
別
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
諸
困
難
は
別
と
し
て
も
、 

人
間
の
普
遍
性
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
歴
史
性
と
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
言
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。

人
間
は
歴
史
の
な
か
で
生
き
、
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
普
遍
的
存
在
と
し
て
つ
く
り
上
げ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
人
間
の
普 

遍
性
に
つ
い
て
話
す
と
き
、
彼
に
は
歴
史
が
人
間
の
前
に
提
出
す
る
と
こ
ろ
の
課
題
の
普
遍
的
性
格
の
こ
と
も
心
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

歴
史
と
は
、
人
間
が
遭
遇
す
る
事
実
で
あ
り
、
現
実
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
解
明
さ
る
べ
き
一
群
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
行
動
な 

い
し
実
践
の
分
野
で
あ
る
。
「人
類
は
つ
ね
に
解
決
し
う
る
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
事
態
を
よ
り
詳
細
に
見
る
と
、 

問
題
自
身
は
た
だ
そ
の
解
決
に
と
っ
て
必
要
な
物
質
的
条
件
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
き 

に
し
か
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
発
見
す
る
だ
ろ
う
か
ら
。」
こ
の
よ
う
に 
マ
ル
ク
ス
の
テ
ー
ゼ
は
述
べ 

て
い
る
。

さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
け
っ
し
て
そ
の
う
ち
に
必
然
的
な
自
律
的
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
を
含
ん
で
い
た
り
、 

歴
史
の
な
か
で
活
動
し
て
い
る
人
間
か
ら
独
立
し
た
意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
の
力
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
け
っ
し
て
「歴
史
」
と
大
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文
字
で
書
い
て
は
い
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「歴
史
は
何
ご
と
も
お
こ
な
わ
な
い
。
そ
れ
は
〈い
か
な
る 

富
も
所
有
し
て
い
な
い
〉。
そ
れ
は
〈い
か
な
る
闘
争
を
も
ひ
き
起
こ
さ
な
い
〉。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
お
こ
な
い
、
す
べ
て
の 

も
の
を
所
有
し
、
す
べ
て
の
闘
争
を
ひ
き
起
す
の
は
〈歴
史
〉
で
は
な
く
、
人
間
、
現
実
の
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
〈歷
史
〉
は
そ 

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て-
-

あ
た
か
も
歴
史
が
特
別
な
人
格
で
あ
る
か
の
よ
う
に-
-

人
間
を
利
用
し
は
し
な
い
。 

歴
史
は
、
自
分
の
目
的
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い
る
人
間
の
諸
活
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」 

人
間
は
自
分
が
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
見
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
歴
史
に
参
加
す
る
の
だ
と
い
う
事
実
は
、
自
分
自
身
の
諸 

行
動
の
歴
史
的
意
味
や
人
間
が
歴
史
に
与
え
る
意
味
に
対
し
て
、
——

そ
の
こ
と
に
お
い
て
人
間
の
参
加
は
部
分
的
で
な
く
全
体
的 

で
あ
る
—
!

責
任
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
人
間
は
解
決
し
う
る
課
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
し
か
し(
メ
ル 

ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
が
鋭
く
述
べ
た
よ
う
に)

こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
歴
史
は
諸
課
題
と
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
た
だ
ー 

つ
の
必
然
的
解
決!

そ
れ
は
歴
史
に
存
在
し
、
人
間
的
選
択
を
排
除
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
——

を
含
ん
で
い
る
論
理
的 

構
成
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
人
間
の
み
が
自
分
自
身
の
前
に
措
定
し
、
歴
史
の
な 

か
で
解
決
し
て
い
く
よ
う
な
、
つ
ね
に
繰
り
返
さ
れ
豊
か
に
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ 

れ
ら
の
問
題
と
は
、
人
間
と
は
何
か
、
何
が
人
間
の
生
存
様
式
で
あ
る
の
か
、
人
間
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
自
分
の
活
動
と
、 

自
分
の
満
た
さ
れ
な
い
可
能
性
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
人
間
は
何
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。 

歴
史
に
お
い
て
は
ま
た
、
個
人
と
し
て
の
個
人
と
、
人
類
と
の
関
係
の
問
題
が
提
起
さ
れ
解
決
さ
れ
て
い
る
。
人
間
性
は
歴
史
の 

出
発
点
で
は
な
い!

人
間
性
の
前
提
は
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
間
性
は
人
類
文
化
の 

問
題
で
あ
り
課
題
で
あ
る
。
同
様
に
個
人
と
し
て
の
人
間
ば
、
人
間
的
自
然
の
な
か
に
先
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
証
主
義
的 

に
理
解
さ
れ
た
進
化
の
過
程
や
、
「歷
史
の
論
理
」
と
い
っ
た
決
定
論
の
な
か
に
先
在
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
「人 

間
は
自
己
を
歴
史
の
な
か
で
個
別
化
す
る
」
と
書
い
た
。
同
様
に
、
類
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
性
の
発
展
と
、
個
人
性
の
感
情
の
発 

展
と
の
綜
合
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
歴
史
の
な
か
に
確
立
さ
れ
て
い
る
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
歴
史
の
過
程
で
生
じ
て
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き
た
問
題
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
普
遍
性
の
尺
度
・
は
人
類
の
個
別
化
の
程
度
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
個
性
と
は
類
の
特
殊
化
で
も
、 

歴
史
の
偶
発
現
象
で
も
な
い
。
た
と
え
歴
史
や
社
会
が
『個
性
の
充
実
」
の
発
展
の
た
め
に
提
供
す
る
好
機
が
個
性
の
全
面
的
多
様 

性
の
前
提
だ
と
し
て
も
、
個
性
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
外
部
的
諸
条
件
の
い
ず
れ
に
も
帰
し
え
な
い
即
餉
即
現
象
な
の
で
あ
る
。 

個
人
的
存
在
の
確
実
性
は
匿
名
の
社
会
的
カ
か
ら
生
ま
れ
た
り
、
個
人
へ
贈
り
物
と
し
て
提
供
さ
れ
た
生
産
物
で
は
な
い
。
そ
れ 

は
つ
ね
に
個
人
に
と
っ
て
の
問
題̂

—
価
値
の
選
択
に
依
存
す
る
問
題̂
—

で
あ
る
。
人
間
存
在
の
生
物
学
的•
社
会
的
過
程
に
意 

味
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
個
人
が
一
群
の
価
値
に
も
と
づ
い
て
決
意
す
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
堤
炉
行
海
却 

性
、
人
間
存
在
や
人
間
同
士
の
諸
関
係
、
自
分
自
身
へ
の
関
係
が
非
個
性
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
社
会
的
な
決
定
因
を
も
つ
現
象
で
あ 

っ
て
、
歴
史
的
・
社
会
的
次
元
で
分
析
さ
れ
解
決
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
と
結
合
し
て
い
る
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
る
疎
外 

の
問
題
を
提
起
す
る
。
人
間
の
普
遍
性
の
概
念
と
疎
外
の
問
題
の
種
々
の
側
面
を
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は 

人
間
の
普
遍
性
の
長
い
思
想
史
に
創
造
的
で
特
筆
す
べ
き
貢
献
を
な
し
て
い
る
。
疎
外
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
規
定
は
少
し
異
な
る
。 

そ
れ
は
、
彼
が
分
析
し
て
い
る
側
面
や
、E
ル
ク
ス
が
知
っ
て
い
た
具
体
的
な
社
会
的
事
実
、
す
な
わ
ち
ー
九
世
紀
後
半
の
産
業
資 

本
主
義
文
化
の
基
礎
に
原
因
が
あ
る
。
が
、
そ
の
分
析
の
最
も
き
わ
だ
っ
た
点
を
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
さ
え
も
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で 

は
な
い
し
、
こ
の
素
描
の
範
囲
を
越
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
普
遍
性
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
解
に
関
し
て
、
そ 

の
最
も
重
要
な
側
面
を
想
起
す
る
こ
と
に
限
定
し
よ
う
。

最
も
一
般
的
な
用
語
を
使
っ
て
話
そ
う
。
疎
外
の
支
配
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
類
的
普
遍
性
——

そ
れ
は
文
化
や
人
間
の
集
団 

的
沽
動
の
形
態
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
が!
!

が
、
現
実
の
具
体
的
諸
個
人
の
社
会
の
前
に
、
疎
遠
で
敵
対
的
で
破
壊
的
な
カ 

と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ら
の
力
を
人
間
は
統
御
で
き
ず
理
解
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
力
は
人
間
を
肉 

体
的
・
道
徳
的
に
破
壊
し
貧
困
化
せ
し
め
、
さ
ら
に
退
化
さ
せ
非
人
間
化
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
疎
外
さ
れ
た
状
況
と
い
う
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の
は
、
「人
間
の
類
的
本
質
が
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
、.
.
.

一
人
一
人
の
人
間
が
人
間
的
本
質
か
ら
疎
外
さ
れ
る
に

(7)

っ
れ
て
、
人
間
同
士
が
疎
遠
に
な
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
人
間
は
自
分
の
社
会
的
活
動
を
統
御
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら 

は
、
死
ん
だ
物
を
動
か
し
は
し
た
が
、
そ
の
呪
文
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
魔
法
使
の
弟
子
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
い
る
の
に
気
づ
く
か 

ら
だ
。
人
間
性
の
発
展
—

そ
の
尺
度
の
一
つ
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
人
間
的
普
遍
性
の
発
展
を
用
い
た
が!

は
、
「神
酒
を
死
者 

の
頭
が
い
骨
か
ら
し
か
飲
ま
な
い
あ
の
恐
ろ
し
い
異
教
の
偶
像
」
の
か
た
ち
を
と
る
。

疎
外
の
支
配
は
人
間
の
物
質
化
、
物
の
位
置
へ
の
人
間
の
退
化
を
意
味
し
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
事
物
や
諸
関
係
、 

諸
制
度
が
人
間
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
「物
質
的
世
界
の
増
大
す
る
価
値
に
比
例
し
て
人
間
の
世
界
の
価
値
の
低 

下
が
進
行
す
る
。」
も
し
も
人
間
の
普
遍
性
の
尺
度
が
個
性
化
の
度
合
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
疎
外
過
程
と
い
う
も
の
は
大
衆
的 

規
模
で
個
人
の
画
一
化
と
標
準
化
を
生
み
だ
す
。
人
間
が
金
に
よ
っ
て
計
ら
れ
た
り
売
買
さ
れ
る
特
性
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
世
界 

は
、
人
間
的
意
識
と
個
性
を
最
終
的
に
畸
型
化
し
て
し
ま
う
。
世
界
や
自
分
の
生
存
を
確
実
に
人
間
的
に
経
験
す
る
と
い
う
質
的
な 

特
性
は
、
い
つ
わ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
金
が
つ
く
り
だ
し
、
金
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
時
間
内
の
持
続
へ
と
帰
せ
ら
れ
て 

い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
書
い
た
。
「わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
人
の
一
時
間
は
他
の
人
の
一
時
間
に
等
し
い
と
い
う
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ 

一
時
間
の
あ
る
人
は
、
一
時
間
の
他
の
人
に
ち
ょ
う
ど
等
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
時
間
が
す
べ
て
で
あ
り
、
人
間
は
も
は
や
な 

に
も
の
で
も
な
い
。
人
間
は
せ
い
ぜ
い
時
間
の
残
骸
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
質
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
。
量
だ
け
で
す
べ
て
が
決 

定
さ
れ
る
。
時
間
に
対
し
て
時
間
、
日
に
対
し
て
日
。」

個
性
は
互
い
に
衝
突
し
な
が
ら
も
統
一
を
望
ん
で
い
る
ー
群
の
社
会
的
役
割
に
還
元
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個 

性
は
分
解
し
て
し
ま
う
。
人
間
同
士
の
関
係
は
、
匿
名
の
機
能
の
代
表
機
関
の
関
係
に
帰
着
し
て
し
ま
い
、
諸
個
人
は
代
替
可
能
な 

役
割
へ
と
帰
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
個
人
の
諸
関
係
は
、
社
会
生
活
の
枠
内
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
部
分
的
領
域
に
限
定
さ
れ
た
ま
ま
で 

あ
り
、
退
化
や
虚
偽
化
の
道
を
た
ど
り
つ
っ
あ
る
。
疎
外
さ
れ
た
世
界
は
人
間
に
目
的
と
手
段
の
関
係
を
転
倒
す
る
よ
う
に
強
制
す 

る
。
人
間
の
生
物
学
的
機
能
と
必
要
は
、
も
は
や
人
間
的
な
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
人
間
的
な
生
物
学
的
欲
求
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は
人
間
的
機
能
の
残
存
物
か
ら
切
断
さ
れ
、
自
立
的
目
的
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
人
間
的
機
能
と
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う 

に
、
人
間
的
機
能
は
動
物
的
機
能
に
ま
で
お
ち
こ
ん
で
し
ま
う
。
も
し
も
人
間
の
普
遍
性
が
人
間
の
活
動
に
現
わ
れ
て
く
る
の
な
ら 

ば
、
最
も
広
い
意
味
で
の
人
間
の
活
動
、
人
間
的
労
働
が
、
人
間
が
人
間
と
し
て
確
証
さ
れ
る
場
面
で
は
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
労 

働
が
人
間
に
強
制
さ
れ
た
外
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
き
、
人
間
の
活
動
は
彼
に
と
っ
て
疎
遠
で
敵
対
的
な
力
と
な
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
疎
外
の
支
配
を
資
本
主
義
的
な
産
業
の
世
界
と
結
び
つ
け
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
同
時
に
、
こ
の
概
念
が
社
会
学
的
意 

味
で
使
わ
れ
る
と
き
にP

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
。
彼
は
疎
外
の
克
服
を
、
小
さ
な
、
閉
鎖
的
な
共 

同
体
へ
と
復
帰
す
る
と
い
う
理
念
と
は
関
係
さ
せ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
共
同
体
で
は
人
間
間
の
関
係
の
個
的
性
格
と
個
人
の
内
面 

的
調
和
は
、
個
人
の
貧
困
化
と
権
威
や
制
度
に
よ
っ
て
個
性
が
抑
制
さ
れ
る
と
い
う
代
償
を
支
払
っ
て
い
る
。
疎
外
の
克
服
は
人
間 

の-
-

個
人
的
活
動
、
集
団
的
活
動
の-
-

貧
困
化
を
意
味
し
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
産
業
文
明
の
世
界
を
事
実
と
し
て
、
価
値
と
し 

て
、
す
な
わ
ち
人
間
的
可
能
性
を
富
ま
せ
、
「欲
求
の
充
足
」
の
発
展
の
機
会
を
提
供
す
る
世
界
と
し
て
受
け
い
れ
て
い
る
。
産
業 

文
明
の
疎
外
さ
れ
た
性
格
は
——

マ
ル
ク
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
——

「貧
困
な
人
間
の
不
自
然
な
単
純
き
〉
へ
の
復
帰
を
希
求 

さ
せ
、
人
間
発
展
の
前
個
人
主
義
的
段
階
を
希
求
さ
せ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
疎
外
さ
れ
た
状
況
は
、
人
間
の
条
件
を
存
在
論
的
に
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
の
な
か
で 

人
間
た
ち
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
社
会
的
・
歴
史
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
『神
で
も
な
く
、
自
然
で
も
な
く
、
た
だ
人
間
の
み 

が
人
間
に
対
す
る
こ
の
疎
遠
な
力
で
あ
り
う
る
。」
人
間
の
生
活
や
意
識
を
支
配
し
て
い
る
疎
外
の
カ
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
こ
と 

は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
人
間
関
係
を
再
構
成
す
る
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
集
団
的
実
践
に
お
い
て
社
会
の
社
会
主 

義
的
な
モ
デ
ル
と
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
疎
外
と
い
う
社
会
的
な
力
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
つ
い
て
他
の
二
つ
の
側
面 

を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
つ
は
労
働
を
疎
外
か
ら
解
放
す
る.
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
労
働
に
人
間
を
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
畸
型
化
さ
せ
な
い
よ
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マルクスと人間の普遍性の理念

う
な
人
間
的
な
活
動
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
労
働
を
人
間
化
す
る
と
い
う
思
想
は
マ
ル
ク
ス
で
は
二
重
の
形 

態
を
と
っ
て
い
る
。
一
面
で
マ
ル
ク
ス
は
労
働
過
程
そ
の
も
の
の
人
間
化
の
可
能
性
を
強
調
し
た
、
そ
れ
は
分
業
の
克
服
と
、
技
術 

的
・生
産
的•
制
度
的
な
労
働
形
態
の
人
間
化
と
の
両
方
を
通
し
て
、
労
働
過
程
を
本
能
的
で
自
発
的
な
創
造
的
な
労
働
へ
最
大
限 

に
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る(
そ
れ
ゆ
え
若
い
マ
ル
ク
ス
は
労
働
の
解
放
の
一
般
的
哲
学
的
側
面
を
と
く
に
強
調
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
の
創
造
性
を
模
範
と
し
て
、
人
間
の
普
遍
性
の
思
想
の
実
現
を
、
す
べ
て
の
労
働
と
、
自
発
的
で
創
造
的
な 

活
動
を
完
全
に
一
致
さ
せ
る
可
能
性
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る)
。

し
か
し
、
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
は
労
働
を
価
値
と
し
て
絶
対
化
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
中
産
階
級
の
産
業
文
化
は
、
権 

力
に
よ
っ
て
労
働
を
徳
に
ま
で
仕
立
て
上
げ
た
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
複
雑
な
欲
求
が
生
産
労
働
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る 

の
は
、
こ
の
中
産
階
級
の
産
業
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
る
側
面
だ
と
考
え
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
個
人
に
と
っ
て
人
間
の
普
遍
性
の
理 

念
は
労
働
か
ら
自
由
な
時
間
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
強
調
し
た
。
そ
の
時
間
を
、
個
人
は
自
分
の
自
由
な
文
化
的
選
択
の 

領
域
と
し
て
処
理
す
る
の
で
あ
る(
余
暇
の
問
題
と
、
余
暇
の
領
域
内
に
起
こ
っ
て
い
る
疎
外
状
況
に
関
す
る
複
雑
な
社
会
学
的
問 

題
は
現
代
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
時
代
に
は
み
ら
れ
な
い)
。
問
題
の
第
二
の
点
は
、
人
間
の
普
遍
性
は
マ
ル
ク
ス
に 

お
い
て
は
、
疎
外
過
程
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
問
題
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
自
由!
!

人
間
の
歴
史
的
運
命
を
人
間
が
支
配
す
る
と 

い
う
意
味
で
の
歷
史
的
次
元
で
の
自
由
、
そ
し
て
ま
た
人
間
が
自
分
の
生
活
を
決
定
す
る
さ
い
に
個
人
的
な
選
択
を
最
大
限
に
す
る 

と
い
う
意
味
で
の
個
人
的
次
元
で
の
自
由!

に
関
係
し
て
い
る
。

人
間
の
普
遍
性
の
理
念
に
お
い
て
重
要
な
の
は
選
択
や
矛
盾
を
消
し
去
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
に
は
と
く
に
そ 

の
初
期
の
著
作
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
実
現
と
、
個
人
的•
社
会
的
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
な
く
す
こ 

と
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
予
言
者
的
な
調
子
が
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
が
脈
う
っ
て
い
る
の
は
こ
の
点 

で
は
な
い
。
疎
外
か
ら
の
解
放
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
最
終
的
な
状
態
で
な
く 
一
つ
の
過
程
な
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
疎
外
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
前
提
は
、
社
会
を
社
会
主
義
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
再
構
成
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は
、
集
団
生
活
を
統
制
し
、
諸
矛
盾
を
意
識
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
間
的
で
歴
史
的
な
企
図
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か 

し
こ
の
企
図
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
最
大
の
技
術
効
果
の
達
成
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
疎
外
の
原
因
と
な 

る
す
べ
て
の
も
の
を
克
服
す
る
人
間
の
意
識
的
な
努
力
と
結
合
し
た
価
値
の
複
合
に
あ
る
。

歴
史
に
お
け
る
人
間
の
活
動
の
結
果
は
、
つ
ね
に
あ
る
程
度
彼
ら
の
意
図
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
人
間
が
参
加
し
て
い
る
歴
史
の 

過
程
で
は
、何
も
の
か
が
つ
ね
に
実
現
さ
れ
ず
に
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、人
間
の
普
遍
性
の
理
念
の
運
命
を
、
人
間
史 

の
終
末
を
意
味
す
る
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
を
、
歴
史
を
創
造
す
る
人
間
た
ち
に
と
っ
て
、 

つ
ね
に
歴
史
を
い
っ
そ
う
意
味
深
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
人
間
的
努
力
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔米
永
政
彦
訳
〕 

(
1
)Karl  M

arx、Zur  K

二 k  der  Hegelschg  Rech  
法 philosophiEm

leun

邦
訳 F  
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
亠予 

説
』
关
月
書
店
版
全
集
、
第
一
巻)

四
ニ
ニ•
ヘ
ー
ジ0

(2) 

Karl  M
arx

”  okonom
iscphilosophische  M

anuskripfe  aus  dem

 Jahr
1844〉

邦
訳
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』 

(
岩
波
文
庫
版)
九
五•
へI

ジ
。

1

同
邦
訳
書
、
一
四
四•
へ!
ジ
。

同
邦
訳
責
一
三
八
—
九•
へ
—
ジ〇

Karl  M
arx"  Zur  KrEk

 3er  POIitchen  okonom
ip

邦
訳
『経
済
学
批
判
」(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
二
ニ
巻)
七
べ 

Karl  M
arx〉Die  heilige  Fam

iH
邦
訳
「神
聖
家
族
」(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
二
巻)
九
五•
ヘ
ー
ジ
。

『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
上
掲
邦
訳
書
、
九
八
べI

ジ
。

Karl  M
arx"  Future  Results  of  British  Rule  in  Indi

邦
訳
「イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結
果
」(
大
月
書

店
版
全
集
、
第
九
巻)

ニ
ー
ハ
ペ
ー
ジ
。

ヘヘヘ1110 9
し

『経
済
学•
哲
学
草
稿
』
上
掲
邦
訳
書
、
ハ亠
•

へI

ジ
。

Karl  M
arx
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邦
訳
「哲
学
の
貧
困
」(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
四
巻)

八
三
ペ
ー
ジ
。

『経
済
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哲
学
草
稿
』
上
掲
邦
訳
書
、
二
ハ
ベ
—
ジ
。

(
12)

同
邦
訳
書
、
ー
®

®

;

ジ
。
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哲

学

の

力

と

重

要

性

に

つ

い

て

ダ
ニ
ロ
・
ペ
ヨ
ヴ
ィ
ッ
チ

D
a

n
i

l
o

p
e

j
o

v
-

は
、

ル
カ
ー
チ
、
ブ
ロ
ッ
ホ
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
の 

著
作
を
、

セ
ル
ボ
・
ク
戸
ア
ー
ト
語
に
翻
訳
し
、

ま
た
こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
に
つ
い
て
の 

論
文
を
書
い
て
い
る
。
著
書
に
は
『
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
哲
学
』

『
真
の
世
界
』
お
よ
び
『
な 

ぜ
哲
学
が
』
が
あ
る
。
彼
は
一
九
二
八
年
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ル
ー
ト
ブ
レ
グ
に
生
ま 

れ
、
ザ
グ
レ
ブ
大
学
で
哲
学
を
学
び
、
そ
こ
で
一
九
五
八
年
哲
学
博
士
の
学
位
を
得
た
。

っ 

づ
い
て
二
年
間
、

フ
ォ
ー
ド
財
団
奨
学
資
金
に
よ
り
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
お
よ
び
ニ
ュ
— 

ヨ
ー
ク
の
大
学
で
研
究
を
続
け
た
。

ー
九
五
五
年
以
来
、
ザ
グ
レ
ブ
大
学
で
哲
学
を
教
え
て 

い
る
。

「哲
学
と
革
命
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
上
の
論
議
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
た
ん
に
ユ
ー
ゴ
ス 

ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
蜂
起
二
十
周
年
の
祝
典
に
さ
い
し
て
思
い
出
さ
れ
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
全
体
に
と 

っ
て
も
、
最
も
高
い
意
味
で
、
決
定
的
に
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
と
現
代
世
界 

と
の
関
係
を
示
し
、
現
代
史
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
が
精
神
的
お
よ
び
実
践
的
に
訴
え
か
け
る
力
の
本
質
を
具
体
的
な
か
た 

ち
で
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
「哲
学
と
革
命
」
と
は
、
「哲
学
の
現
実
化
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
よ
く
用
い
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
別
の
か
た
ち
で
い
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い
か
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
に
お
け
る
革
命
と
し
て
始
ま
り
、
革
命
的
哲
学
と
し
て
働
き
、
革
命
の 

哲
学
と
い
う
か
た
ち
で
ナ
兀
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
け
っ
し
て
若
い
マ
ル
ク
ス
の
ペ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
革
命
的
な
名
文
句
で
も
な
け
れ
ば
、
人
に 

衝
撃
を
与
え
る
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
の
上
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
混 

合
」
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
い
い
か
え
る
誇
張
さ
れ
た
文
学
的
比
喩
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
比
喩
と
考
え
る
の
は
、
「後
期
の
マ 

ル
ク
ス
の
円
熟
し
た
創
造
」
が
、
青
年
時
代
の
空
想
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ズ
ム
を
通
り
春
て
、
政
治
の
優
位
に
よ
っ
て
哲
学
を
決
定 

的
に
放
棄
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
だ
と
指
摘
し
た
が
る
解
釈
者
や
批
評
家
た
ち
で
あ
る
。

し
か
し
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
「哲
学
の
現
実
化
」
と
い
う
思
想
は
、
そ
の
思
想
が
も
と
も
と
形
成
さ
れ
た
最
初
の 

瞬
間
、
す
な
わ
ち
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
た
め
に
』
か
ら
、
政
治
的
な
著
述
家
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「中
期
の
マ
ル
ク
ス
」 

を
通
じ
て
、
死
後
に
発
刊
さ
れ
た
『資
本
論
』
の
第
三
巻
の
最
後
の
何
ペ
ー
ジ
か
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
マ
ル
ク
ス
の
中
心
的 

な
思
想
と
し
て
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
「現
実
的
な
」
反
哲
学
者
た
ち
と
は
逆
に
、
「疎
外
」
と
「現
実
化
」 

と
い
う
「ず
っ
と
以
前
か
ら
放
棄
さ
れ
て
い
た
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
と
も
に
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後 

に
、
哲
学
の
現
実
化
と
い
う
概
念
は
、
事
実
、
『資
本
論
』
第
一
巻
の
「商
品
の
物
神
性
」
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
分
析
、 

労
働
日
数
を
短
縮
し
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
闘
争
、
そ
し
て
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
『ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
の
大
部
分
の
構
成
に
と
つ 

て
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
の
中
心
的
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
壮
大 

な
精
神
的
な
構
築
の
全
体
の
成
否
は
そ
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
思
想
の
表
現
の
仕
方
は
、 

マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
進
展
に
と
も
な
い
、
変
化
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
た
後
期
の
著 

書
を
通
じ
て
の
模
範
と
は
な
ら
な
い
用
語
の
た
め
に
、
こ
の
概
念
は
必
ず
し
も
ま
っ
た
く
明
確
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か 

し
、
全
体
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
的
な
解
釈
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
基
本
的
な
も
の
と
し
て
認
め
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哲学の力と重要性について

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
は
真
剣
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
哲
学
は
世
界
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と 

い
う
「哲
学
の
峻
厳
化
」
と
い
う
思
想
は(
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
十
一
番
目
の
テ
ー
ゼ
参
照)
、
思
想
家
と
し
て
の
マ
ル 

ク
ス
の
中
心
的
思
想
で
あ
り
、
ま
さ
に
プP

メ
テ
ウ
ス
的
人
物
そ
の
も
の
た
ら
ん
と
す
る
嵩
高
な
知
的
な
野
心
を
は
っ
き
り
と
示
し 

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
博
士
論
文
「デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
哲
学
の
差
異
」
の
時
代
か
ら
、
「哲
学
者
の
名 

簿
に
の
っ
て
い
る
す
べ
て
の
哲
学
者
の
う
ち
、
最
も
偉
大
な
も
の
」
と
し
て
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
像
を
引
用
し
て
お
り
、
プ
ロ 
メ
テ
ウ 

ス
の
な
か
に
、
西
洋
の
歴
史
全
体
に
内
在
し
て
い
る
哲
学
の
概
念
の
人
格
化
を
み
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
、
批
判
的
な
思
考 

と
し
て
、
恐
怖
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
努
力
の
一
部
と
し
た
生
ま
れ
た
哲
学
は
、
そ
の
出
発
か
ら
反
神
話
的
で
あ
り
、•
世
界
の
説
明 

と
し
て
奇
跡
の
か
わ
り
に
理
性
を
導
入
し
た
。
こ
の
よ
う
に
哲
学
の
歴
史
的
使
命
は
、
人
間
お
よ
び
存
在
一
般
に
関
す
る
真
理
を
明 

ら
か
に
し
て
ゆ
く
過
程
を
通
じ
て
、
世
界
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
神
々
か
ら
火
を
盗
み
、
人
間
が
暖
か
い 

大
地
に
住
む
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
を
人
間
に
与
え
る
と
い
う
異
端
を
、
あ
え
て
は
じ
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
、 

プ
ロ 
メ
テ
ウ
ス
の
な
か
に
最
初
の
哲
学
者
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
真
の
哲
学
者
は
プ
ロ 
メ
テ
ウ
ス
的
使
命
へ
の
信
念
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
存
在
を
正
当
化 

で
き
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
意
見
で
は
、
近
代
に
お
い
て
哲
学
は
事
物
に
つ
い
て
の
厳
密
科
学
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な 

わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
の
経
済
学
に
か
た
ち
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
な
使
命
と
そ
の
存
在
理
由
と
を 

裏
切
っ
て
き
た
。

近
代
に
お
け
る
哲
学
の
転
向
と
、
利
益
本
位
の
商
品
生
産
、
人
間
お
よ
び
自
然
の
搾
取
を
肯
定
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
隆
盛 

と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
解
放
の
思
想
か
ら
搾
取
と
隸
属
の
科
学
へ
の
哲
学
の
堕
落
で
あ
っ
た
。 

思
想
家
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
目
に
は
、
哲
学
の
主
要
な
任
務
は
そ
れ
を
ふ
た
た
び
逆
転
さ
せ
る
こ
と
、
み
ず
か
ら
革
命
化
し
、 

古
代
世
界
の
偉
大
な
ヒ
ュI

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
伝
統
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
人
間
を
物
と
化
し
た
世
界
が
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滅
ぼ
さ
れ
た
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
世
界
に
つ
い
て
の
最
も
客
観
的
な
疎
外
さ
れ
た
表
現
を
近
代
哲
学 

の
な
か
で
提
示
し
て
い
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
て
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
哲
学
に
対
す
る
真
剣
な
考
察
と
哲
学
の
本
質
の
峻
厳
化
は
、
疎
外
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
お
し
進
め
、 

哲
学
を
不
ま
じ
め
な
駄
弁
に
変
え
、
哲
学
を
た
だ
精
神
の
空
想
の
な
か
に
し
か
な
い
純
粋
な
思
想
の
領
域
へ
と
追
放
し
て
し
ま
っ
た 

現
実
世
界
を
廃
棄
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
ま
じ
め
な
哲
学
と
現
実
の(
ま
じ
め
な)

世
界
と 

の
あ
い
だ
の
相
互
の
疎
外
は
、
哲
学
的
な
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
、
第
一
義
的
に
世
界
の
問
題
な
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
の
無
意
味
さ
の
完
全
な
知
的
表
現
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
合
理
性
と 

し
て
の
哲
学
と
、
無
意
味
さ
と
し
て
の
世
界
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
最
大
と
い
え
る
裂
け
目
が
開
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ニ 

つ
は
、
世
界
に
お
い
て
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
哲
学
の
意
味
を
、
再
び
現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
和
解
し
う
る
。
こ
の 

よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
の
革
命
の
概
念
は
、
哲
学
の
現
実
化
に
つ
い
て
の
彼
の
思
想
と
つ
な
が
り
合
う
の
で
あ
る
。 

他
方
、
マ
ル
ク
ス
が
へI

ゲ
ル
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
哲
学
の
現
実
化
と
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
第
一 

義
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
実
化
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。 

答
え
は
然
り
で
も
あ
り
否
で
も
あ
る
。
へI

ゲ
ル
の
思
想
は
、
哲
学
で
あ
る
が
ゆ
え
に
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
へI

ゲ 

ル
の
思
想
は
、
世
界
の
解
放
の
手
段
と
し
て
の
哲
学
の
喪
失
が
最
も
大
が
か
り
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
否
で
あ 

る
。そ

れ
ゆ
え
、
・
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
の
現
実
化
と
い
う
概
念
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
革
命
の
哲
学
的
a'
想
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
本
質
的
に 

両
義
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
主
張
の
本
質
的
な
両
義
性
の
な
か
に
は
、
は
っ
き
り
二
通
り
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
哲
学
の
現
実
化
は
、
第
一
義
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
現
実
化
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
他
方
ま
た
そ
ル
i'
あ
別
の
も 

の
、
は
る
か
に
深
く
隠
さ
れ
た
、
し
た
が
っ
て
は
る
か
に
理
解
し
が
た
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。 

こ
う
し
て
、
二
重
の
解
釈
の
可
能
性
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
そ
の
も
の
の
な
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
へ
一
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哲学の力と重要性について

ゲ
ル
の
プ
ロ
ダ
ラ
ム
の
な
か
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
近
代
哲
学
の
現
実
化
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
独
立
に
理
解
さ
れ
う 

る
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
面
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
る
。
実
際
こ
れ
ま
で
の
事
実
は
そ
れ
を
示
し
て
き
た
。 

こ
の
事
情
こ
そ
ま
さ
に
、
哲
学
の
現
実
化
が
世
界
を
く
ま
な
く
理
性
化
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
要
求
の
完
遂
に
ほ
か
な
ら
な 

い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
は
現
代
の
技
術
や
経
済
学
と
い
う
意
味
で
は
、
現
在
す
で 

に
理
性
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
も
う
一
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
哲
学
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
な
機
能
の
実 

現
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
後
者
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
も
ま
た
実
証
主
義
者
、 

す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
否
定
さ
れ
、
人
類
の
自
由
な
住
家
へ
と
転
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
世
界
の
た
ん
な
る
解
釈 

者
と
見
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
ん
に
ち
多
く
の
人
た
ち
は
、
世
界
を
変
革
す
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
思
想
を
、
ヘ
ー
グ
ル
の
保
守
主
義
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の 

不
満
の
表
現
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
急
進
化
し
よ
う
と
す
る
要
求
、
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
努
力
と 

解
釈
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
解
釈
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
技
術
主
義
者
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
に
彼
の
思
想
に
対
し
て
生 

じ
て
き
た
す
べ
て
の
こ
と
は
、
不
可
避
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
よ
う
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
す
べ
て
、
こ
の
思
弁
的
な
両
義
性
か
ら
生
ず
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
哲 

学
の
現
実
化
と
い
う
彼
の
思
想
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
、
す
な
わ
ち
、
現
代
の
テ
ク
ノ
匸
ジ
ー
と
経
済
学
の
言
葉
で
、 

世
界
を
合
理
化
す
る
こ
と
を
離
れ
て
は
実
現
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
け
っ
し
て
技
術
的
な
合
理
化
が 

彼
自
身
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
解
放
と
い
う
プP 
メ
テ
ウ
ス
的
思
想
と
し
て
の
哲
学
の
現
実 

化
が
、 
近
代
哲
学
の
現
実
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
「過
去
の
時
代
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
彼
の
理
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
実
化
に
沿 

っ
て
の
み
実
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
過
去
に
生
じ
た
も
の
の
う
ち
、
す
べ
て
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
つ 

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
未
来
の
本
質
の
な
か
に
包
含
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
著
書
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
あ
の
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「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
脱
線
」
の
な
か
で
は
、
人
格
と
し
て
疎
外
さ
れ
、
分
業
に
よ
っ
て
燧
檢
の
一
部
と
化
し
て
し
ま
っ
た
近
代
の 

労
働
者
と
比
較
し
、
中
世
の
職
人
を
芸
術
家
と
し
て
玲
貝
讃
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
上
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
説
明
で
き
る 

の
で
あ
る
。

哲
学
の
現
実
化
と
関
連
し
て
い
る
こ
の
両
義
性
は
、
マ
ル
ク
ス
を
た
ん
な
る
技
術
キ
義
誉
と
見
な
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
し
、
こ 

の
よ
う
な
解
釈
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
民
主
主
義
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
。
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
全
体
を
「純
粋
に
科 

学
的
」
な
構
成
要
素
と
「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
倫
理
的
」
な
要
素
と
に
は
じ
め
て
分
解
し
た
。
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
次
に
自
然
科 

学
の
や
り
方
で
解
釈
さ
れ
た
「
一
つ
の
客
観
的
科
学
の
形
態
」
へ
と
解
体
さ
れ
、
純
粋
な
「倫
理
的
な
命
法
」
は
そ
れ
を
補
足
し
て 

い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
理
論
と
そ
れ
に
従
う
実
践
と
は
、
記
録
に
載
せ
ら
れ
た
事
実
と
な
る
の
で
あ
る
。 

こ
ん
に
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
解
釈
の
多
く
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
レ
ス
ツ
エ
ク•
カ
ラ
ユ
フ
ス
キ
ー
の
解
釈(
ー
九
五
亠
へ 

年)

も
含
め
て
、
い
ま
だ
に
学
者
マ
ル
ク
ス
を
思
想
家
マ
ル
ク
ス
か
ら
切
り
離
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
だ
が
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
、 

こ
の
よ
う
な
「再
検
討
」
が
、
理
論
の
領
域
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
政
治
的
実
践
の
領
域
に
も
大
き
く
滲
透
し
て
い
る
解
釈
に 

対
し
て
、
そ
の
根
底
を
明
ら
か
に
す
る
効
果
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

誰
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
マ
ル
ク
ス
の
最
大
の
解
釈
者
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
こ
の
誤
っ
た
解
釈
の
う
え
に
政
治
的
実
践
の
基
礎 

と
し
て
思
想
の
全
体
系
を
う
ち
た
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「人
類
の
最
高
の
天
才
」
——

長
い
間
あ
ま
り
に
も
長
い
間
、
「最
も
偉
大
な
哲
学
者
、
経
済
学
者
、
政
治 

家
、
戦
術
家
、
言
語
学
者
、
美
学
者
等
々
」
と
し
て
名
声
高
か
っ
た
——

ス
タI

リ
ン
で
あ
る
。 

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
と
は
、
哲
学
の
用
語
と
し
て
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
厳
密
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
の
、哲
学
の
現
実
化
に
つ
い
て
の
理
想
を
解
釈
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
期
ノ
紹 

と
し
て
の
哲
学
の
現
実
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
一
国
社
会
主
義
」
の
主
張
に
最
大
限
に
実
現
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哲学の力と重要性について

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
解
釈
の
資
料
を
ス
タ
ー
リ
ン
の
「哲
学
上
の
」
著
作
に
も
、
彼
の
政
治
的
な
演
説
に
も
、
ま
し
て
や 

公
認
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
版
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
「演
説
抜
粋
」
や
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
哲
学
に
対
す
る
警
察
の
迫
害
な
ど
に
、
探
そ
う
と
す 

べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
資
料
は
、
せ
い
ぜ
い
部
分
的
末
梢
的
に
ス
タI

リ
ン
が
、
そ
の
支
配
を
通
じ
て
、
ロ
シ
ア
の
計
画
的 

な
「専
門
技
術
主
義
化
」
を
達
成
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
功
績
は
現
実
に
は
、
政
治
、
経
済
ま
た
一
般
に
す
べ
て
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
生
活
の
全
体
的
あ
る
い
は
絶
対
的
な
組
織
化
の
土 

台
の
う
え
で
、
は
じ
め
て
何
能
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
単
一
の
中
心
認
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
計
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
あ 

ら
ゆ
る
も
の
が
、
技
術
的
な
体
系
と
し
て
の
世
界
の
理
性
的
な
秩
序
の
光
の
な
か
で
、
客
観
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
実
の 

あ
ら
ゆ
る
「戦
区
」
は
、
指
導
者
の
人
格
の
な
か
に
融
合
さ
れ
て
い
る
動
力
と
方
向
づ
け
に
よ
っ
て
、
単
一
の
機
構
の
構
成
部
分
と 

し
て
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

絶
対
的
な
技
術
的
組
織
と
い
う
も
の
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
こ
ん
に
ち
こ
の
地
上
の
ど
こ
か
に
実
現
し
う
る
の
は
、
技 

術
が 

現
代
生
活
の
特
徴
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
技
術
そ
の
も
の
が
赤
裸
々
な
現
代
生
活
と
い
う
意
味
で
同
時
代 

的
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
な
か
の
現
代
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
の
み
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
技
術
は
、
現 

代
の
歴
史
の
流
れ
の
本
質
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
ス
タ
ー
リ
ン
が
こ
の
技
術
化
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
、
そ
の
た
め
に
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
は
、 

「彼
と
し
て
は
正
し
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
政
策
を
実
際
に
遂
行
す
る
た
め
の
模
範
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ 

る
。
い
か
な
る
異
議
を
も
生
じ
さ
せ
ず
、
他
の
誰
よ
り
も
早
く
、
そ
し
て
よ
く
す
べ
て
を
知
る
こ
の
知
識
は
、
絶
対
的
な
組
織
の
な 

か
で
可
能
な
た
だ
ー
つ
の
知
識
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「現
象
学
」
を
し
め
く
く
る
、
あ
の
有
名
な
絶
対
知
な
の
で 

あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
「最
も
偉
大
な
」
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
何
び
と
も
彼
よ
り
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多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
〇
も
っ
と
も
正
確
に
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
低
次
の
知
識
形
態
は
、
絶
対
知
の
前
段
階 

に
す
ぎ
ず
、
指
導
者
が
彼
の
臣
下
か
ら
本
質
的
な
性
格
を
奪
い
、
閉
鎖
さ
れ
た
環
を
な
す
絶
対
知
の
体
系
の
範
囲
内
で
、
彼
ら
に
適 

当
な
場
所
を
手
ず
か
ら
分
け
与
え
る
こ
と
を
承
諾
す
る
と
き
に
だ
け
、
低
次
の
知
識
形
態
は
許
容
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
、
権
威
づ
け 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
形
而
上
学
的
、
思
弁
的
、
弁
証
法
的
な
秘
密
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
経
験
的
な
表
現
の
な
か 

で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
ど
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。
人
民
と
技
術
の
下
僕
と
し
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
組
織
に
お
け
る
慎
ま
し
い
事
務
員
の
な
か
の
最
も 

献
身
的
な
人
物
と
し
て
禁
欲
的
な
色
調
で
描
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
形
而
上
学
的
な
姿
と
経
験
的
な
姿
は
、
同
一
の
本
質
的
な
輪
郭
を
も
っ
て
い
る
。 

あ
ら
ゆ
る
権
力
を
握
っ
た
彼
で
さ
え
も
、
ま
さ
に
一
箇
の
道
具
の
像
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
技
術
の
道
具
性
は
誰 

一
人
た
り
と
も
除
外
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
絶
対
的
な
組
織
の
体
系
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
さ
ら
に 

高
い
要
素
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
る
た
ん
な
る
道
具
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。 

す
べ
て
を
道
具
と
機
械
に
変
え
て
し
ま
い
た
あ
と
で
、
次
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
彼
の
工
業
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
遂
行
し
、
ロ
シ
ア 

を
強
力
な
技
術
能
力
を
も
っ
た
国
家
と
し
て
、
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
は
イ
ワ
ン
雷
帝
と
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の 

事
業
を
拡
大
し
、
い
か
に
も
奇
妙
に
見
え
よ
う
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
の
最
大
の
後
継
者
と
な
っ
た
。
彼
の
努
力
に
よ
っ
て
、
農
民 

ロ
シ
ア
は
宇
宙
を
征
服
し
、
い
ま
や
死
ん
だ
神
々
の
か
っ
て
の
棲
家
で
あ
っ
た
天
空
に
向
か
っ
て
、
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
す
る
能
力
を 

獲
得
し
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
ん
に
ち
ス
タ
ー
リ
ン
の
後
継
者
た
ち
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
批
判
を 

正
当
化
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
結
局
の
と
こ
ろ
技
術
的
革
命
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ー
面
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
主
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哲学の力と重耍性について

義
者
の
方
法
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
よ
り
い
っ
そ
う
の
技
術
的
前
進
に
対
す
る
障
碍
と
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現 

今
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
批
判
は
、
第
一
義
的
に
は
、
技
術
と
し
て
の
哲
学
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
現
実
化
に 

対
す
る
障
害
を
破
壊
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
方
法
は
、
こ
ん
に
ち
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
で
は 

時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
ん
に
ち
の
中
国
の
よ
う
に
、
開
発
の
段
階
に
あ
る
国
々
に
お 

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
役
割
を
演
じ
終
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「中
国
共
産
主
義
」
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
も 

追
い
越
し
て
し
ま
い
、
マ
ル
ク
ス
が
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
の
現
実
化
の
可
能
性
の
な
か
に
予
想
し
た
「野
獣
的
な
形
態
」
へ
と
、
ま 

す
ま
す
近
づ
い
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

「共
産
主
義
は
、
最
終
的
に
は
、
積
極
的
に
私
有
制
を
廃
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
は
普
遍
的
な
私
有
財
産 

と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
関
係
が
、
共
産
主
義
の
普
遍
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
、
共
産
主
義
の
幼
稚
な
形
態
は
、
こ
の
よ
う 

な
私
有
財
産
を
普
遍
化
し
、
完
成
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
共
産
主
義
は
二
重
の
形
態
で
現
わ
れ
る
。
最
初
は
、 

財
産
所
有
の
支
配
が
あ
ま
り
に
も
強
力
に
こ
の
共
産
主
義
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
の
で
、
幼
稚
な
共
産
主
義
は
、
私
有
財 

産
と
し
て
万
人
に
所
有
さ
れ
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
才
能
等
々
を
圧
殺
し
よ
う
と
す 

る
。
直
接
的
に
肉
体
的
に
所
有
す
る
こ
と
が
、
人
間
生
活
の
た
だ
一
つ
の
目
標
と
な
る
。
労
働
者
と
い
う
地
位
は
廃
止
さ
れ
ず
、 

そ
の
地
位
が
万
人
の
う
え
に
拡
大
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
私
有
財
産
制
は
、
客
体
と
し
て
の
世
界
に
対
す
る
共
同
体
の
関
係
の
な 

か
に
依
然
と
し
て
残
存
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
普
遍
的
な
私
有
制
を
私
有
制
そ
の
も
の
と
対
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
傾
向 

は
ま
っ
た
く
野
獣
的
な
形
態
を
と
り
、
女
性
の
共
有
を
、
婚
姻
制
度(
た
し
か
に
こ
れ
は
独
占
的
な
私
有
制
で
あ
る)

に
対
立
さ 

せ
、
女
性
を
社
会
的
な
共
有
財
産
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
の
共
有
と
い
う
思
想
こ
そ
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
野
蛮
で 

非
知
性
的
な
こ
の
共
産
主
義
の
告
白
さ
れ
た
秘
密
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
女
性
が
婚
姻
制
度
か
ら
、
一
般
的
な
売
春
へ
と
移
行
す 

る
よ
う
に
、
富
の
全
世
界
、
す
な
わ
ち
人
間
の
対
象
的
本
質
の
世
界
は
、
そ
の
私
的
な
所
有
者
と
の
独
占
的
な
婚
姻
制
度
か
ら
、
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共
同
体
と
の
普
遍
的
な
売
春
関
係
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
人
間
の
人
格
を
否
定
す
る
こ
の
よ
う
な
共
産
主 

義
は
、
人
格
の
否
定
そ
の
も
の
で
あ
る
私
有
制
の
徹
底
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
一
つ
の
力
に
ま
で
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
普 

遍
的
な
妬
み
は
、
所
有
欲
が
姿
を
か
え
、
別
の
仕
方
で
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
偽
装
さ
れ
た
形
態
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ 

う
に
、
す
べ
て
の
個
人
が
私
有
財
産
を
も
っ
と
い
う
思
想
は
、
妬
み
の
か
た
ち
、
お
よ
び
す
べ
て
を
同
一
の
水
準
に
引
き
下
げ
よ 

う
と
す
る
か
た
ち
を
と
り
、
少
な
く
と
も
、
自
分
よ
り
豊
か
な
私
有
財
産
に
対
し
て
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の 

妬
み
と
水
平
化
は
、
実
は
競
争
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
粗
野
な
共
産
主
義
者
は
、
こ
の
妬
み
と
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ 

た
最
低
限
へ
水
準
を
引
き
下
げ
る
過
程
を
、
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
いQ

そ
の
視
野
は
特
殊
で
限
定
さ
れ
て
い
る
。 

ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
財
の
獲
得
と
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
私
有
制
の
廃
止
と
が
、
い
か
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
は
、 

全
世
界
の
文
化
と
文
明
と
が
抽
象
的
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
か
、
貧
困
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
、
欲
求
も
も
た
ず
、
私
有 

制
を
越
え
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
だ
私
有
制
の
段
階
に
も
達
し
て
い
な
い
人
間
と
い
う
不
自
然
な
単
純
さ
へ
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
が
、
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
共
同
体
は
、
労
働
の
共
同
体
と
賃
金
の
平
等
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
賃
金
は
共
同
の
資
本
、
す
な
わ
ち
共 

通
の
資
本
家
と
し
て
の
共
同
体
に
よ
つ@
て
支
払
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
と
資
本
は
、
双
方
と
も
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
普 

遍
性
に
帰
属
す
る
。
す
な
わ
ち
労
働
は
、
す
べ
て
の
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た
強
制
と
し
て
、
資
本
は
公
認
さ
れ
た
普
遍
性
お
よ
び

(1)

共
同
体
の
力
と
し
て
。」

「社
会
主
義
へ
の
中
国
の
道
」
の
表
現
と
し
て
、
こ
れ
以
上
適
切
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
社
会
主
義
へ
の
中
国
の
道
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
ア
ジ
ア
的
形
態
に
す
ぎ
ず
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
拡
大
し
た
も 

の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
拡
大
は
、・
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
活
が
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
戯
画
的
な 

か
た
ち
で
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
が
技
術
的
革
命
の
一
つ
の
段
階
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
意
味
で
の
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哲学の力と重要性について

哲
学
を
現
実
化
す
る
方
法
の
う
ち
の
一
っ
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
く
ま
な
く
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
リ 

ン
主
義
が
歷
史
に
占
め
る
地
位
も
、
適
用
し
う
る
範
囲
も
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
限
界
も
同
時
に
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ 

ゆ
え
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
た
だ
の
虚
偽
で
は
な
い
。
そ
れ
は
真
理
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
生
産 

カ
の
発
展
は
、
未
来
の
一
部
を
つ
く
り
だ
す
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
が
未
来
な
の
で
は
な
い
。
貧
困
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
は
暇
は
な 

い
。
そ
し
て
哲
学
は
、
思
索
と
い
う
意
味
で
の
暇(
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『形
而
上
学
』
で
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
思
索
と
い
う 

ぜ
い
た
く
は
、
肉
体
的
な
欲
求
が
充
足
さ
れ
た
と
き
に
可
能
と
な
る)

と
、
世
界
お
よ
び
存
在
の
全
体
性
の
な
か
で
、
存
在
の
意
味 

を
探
究
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る̂

し
た
が
っ
て
、
人
間
関
係
に
お
け
る
革
命
と
人
間
自
身
の
な
か
で
の
転
換
が
、
社
会
主
義
の
目
標
な
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
を
発 

展
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
な
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そK
タ
ー
リ
ン
主
義
は
、
生
産
関
係
を
人
間
化
し
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
や
、
一
般
に
社
会
的•
人
間
的
な
関
係 

を
そ
の
よ
う
に
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
を
産
業
化
に
従
属
さ
せ
た
後
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
文
化
そ
の
も
の
で
は
な
い 

に
し
て
も
、
文
化
に
か
か
わ
る
多
く
の
も
の
を
滅
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
芸
術
の
う
ち
、
最
も
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
音
楽
は
、
ス 

タ
ー
リ
ン
時
代
に
も
栄
え
た
が
、
詩
と
美
術
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
現
実
化
と
い
う
課
題
の
も
つ
プ
ロ 
メ
テ
ウ
ス
的
な
側
面
を
知
ら
な
か
っ
た
し
、
知
ろ
う
と
も
思 

わ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
そ
れ
と
か
か
わ
り
を
も
と
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
が
、
民
主
的
な
社
会
主
義
の
主
要
な 

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
た
め
に
は
政
治
権
力
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
目
標
が
完
全
に
達 

成
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
目
標
が
、
存
在
の
隠
れ
た
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
世
界
の
真
理
な
の
だ
か
ら 

で
あ
り
、
そ
れ
は
時
間
の
な
か
で
は
、
存
在
の
有
限
性
の
反
映
と
し
て
、
断
片
的
に
し
か
把
握
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
の
目 

標
は
、
完
全
な
意
味
で
の
目
標
は
、
全
体
と
し
て
は
け
っ
し
て
認
識
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ま
す
ま
す
そ
れ
に 

接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
目
標
の
た
め
に
、
哲
学
は
何
を
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

カ
と
し
て
は
、
哲
学
は
す
で
に
技
術
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
無
力
さ
と
し
て
は
、
哲
学
は
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
、 

限
度
は
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
を
顕
わ
に
す
る
運
動
の
す
べ
て
の
意
味
を
決
定
す
る
創
造
的
な
無
力
さ
と
し
て
定
義
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
ゆ
え
、
世
界
は
歴
史
の
な
か
で
、
哲
学
と
世
界
そ
の
も
の
の
無
力
を
証
明
し
つ
つ
、
そ
の
無
力
を
い
静
え
何
も
の
か
に
向 

か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
。
と
は
い
え
、
世
界
の
失
わ
れ
た
意
味
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
お
「意
味
を
な
す
」。
な
ぜ
な
ら
こ
の
認
識
は
、 

こ
の
失
わ
れ
て
い
る
意
味
に
向
か
っ
て
接
近
し
、
意
識
的
に
進
も
う
と
す
る
運
動
な
の
で
あ
り
、
人
間
が
自
分
自
身
と
争
う
こ
と
な 

く
、
満
足
し
、
他
国
か
ら
故
国
の
み
ず
か
ら
の
住
み
か
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
は
、
歴
史
が
続
く
限
り 

長
く
続
く
過
程
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
段
階
的
に
の
み
実
現
さ
れ
る
人
間
生
活
の
こ
の
地
上
で
の
よ
り
高
い
意
味
へ
の
運
動
に
お 

い
て
は
、
時
間
は
無
に
等
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
大
げ
さ
な
身
振
り
を
身
に
つ
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア 

は
哲
学
の
使
命
を
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ロ 
メ
テ
ウ
ス
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
聖
書
に
も
と
づ
く
救 

済
の
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
技
術
は
労
働
の
日
数
を
短
縮
し
、
余
暇
の
時
間
を
増
加
す
る
手
段
で
あ
る 

こ
と
か
ら
誤
解
さ
れ
て
、
労
働
の
呪
い(
ア
ダ
ム
の
楽
園
か
ら
の
追
放
を
参
照
せ
よ)

か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
試
み 

へ
と
墮
落
し
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
危
険
な
結
果
と
歴
史
の
本
質
と
し
て
の
暫
時
性
を
否
定
す
る
態
度
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
も
し
歴
史
の
目
標
が
救
済
に
で
は
な
く
、
こ
の
地
上
で
の
、
も
っ
と
自
由
で
も
っ
と
意
味
の
あ
る
生
活
に
あ
る
こ
と
が
理 

解
さ
れ
れ
ば
、
哲
学
は
、
人
間
が
さ
ら
に
意
味
あ
る
生
活
を
す
る
よ
う
に
援
助
し
、
人
間
を
自
由
へ
と
導
く
よ
う
配
慮
し(
そ
れ
も 

計
算
づ
く
で
は
な
く)
、
そ
の
た
め
の
能
力
を
具
え
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
マ
ル
ク
ス
が
哲
学
に
要
求
し 

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
お
か
げ
で
、
こ
の
本
質
的
に
異
な
る
も
う
一
つ
の
マ
ル
ク
ス
の
解
釈
が
忘
れ
ら
れ 

る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
思
想
に
は
、
二
重
の
解
釈
や
誤
解
が
つ
ね
に
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
歴
史
の
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
、
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哲学の力と重要性について

マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
求
め
る
わ
れ
わ
れ
の
闘
争
が
、
最
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る 

の
で
あ
る
〇
哲
学
は
何
事
も
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
み
ず
か
ら
進
ん
で
耳
を
傾
け
る
な
ら 

ば
、
道
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
質
的
に
そ
し
て
最
も
深
い
意
味
で
、
哲
学
と
革
命
は
、
歴
史
そ
の
も
の
が
続
く
限
り
、
同
一
の
過
程
の
二
つ
の
様 

相
と
し
て
相
互
に
関
係
を
も
ち
つ
づ
け
る
。
最
も
単
純
な
言
葉
で
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
生
活
を
、
事
物
と
の
関
係
か
ら
切 

り
離
し
、
労
働
と
経
済
と
技
術
の
世
界
で
は
失
わ
れ
て
い
た
人
間
自
身
と
人
間
自
身
の
意
味
と
い
う
よ
り
大
き
な
関
係
に
転
じ
よ
う 

と
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
に
お
い
て
起
こ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
本
質
的
な
革
命
な
の
で
あ
る
。 

さ
も
な
け
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
技
術
主
義
者
、
神
話
的
に
高
度
な
生
活
水
準
へ
と
導
く
技
術
的
革
命
の
予
言
者
と
見
な
さ
れ
っ
づ 

け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
望
み
は
し
な
か
っ
た
。
哲
学
の
峻
厳
化
と
い
う
言
葉
の
も
う
一
つ
の
面
を
ま
じ
め
に
受
け
と
る 

こ
と
に
失
敗
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
彼
の
い
う
こ
と
を
終
り
ま
で
聞
か
な
か
っ
た
り
、
聞
き
そ
こ
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
哲
学
に
は 

い
か
な
る
意
味
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
が
現
代
の
最
大
の
、
そ
し
て
唯
一
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
い 

う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

〔免
取
慎
一
郎
訳
〕

(
1
)Karl  M

arx"  

ok<m
om

s-ch,philoso
廿Esche  M

anzts寸

きtev

邦

訳

『
経
済
学•

哲
学
草
稿
』(

岩
波
文
庫
版
》

ー
ニ
七

・—

九 

ペ
ー
ジ
。
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ユ

ー

ト

ピ

ア

と

革

命

に

つ

い

て

の

考

察

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ンe

リ
ュ
ベ
ル

M
axim

ilien  Rubel

は
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タI
の
研
究
員
で
、
マ
ル
ク 

ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
広
汎
な
著
述
を
も
の
し
て
い
る
。
彼
は
一
九
〇
五
年
に
オ
ー 

K

ト
リ
ア
ニ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
生
ま
れ
、
ー
九
ー
ー
ー
六
年
に
帰
化
し 

て
ア
ラ
ン
ス
市
民
と
な
っ
た
。
法
学
士
お
よ
び
文
学
博
士
で
あ
る
。
彼
の
著
書
に
は
、
『カ 

1
ル
・
マ
ル
ク
ス
著
作
文
献
目
録
』、
『カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
社
会
主
義
倫
理
論
選
集
』、 

『カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
知
的
伝
記
の
試
み
』、
『カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
社
会
学•
社
会
哲 

タ 

学
選
集
』(
T
・B
 
・
ボ
ッ
ト
モ
ア
と
共
編)
な
ど
が
あ
る
。 

二
つ
の
非
常
に
重
要
な
観
念
が
社
会
主
義
思
想
の
ま
さ
に
中
核
に
見
出
さ
れ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
革
命
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ 

が
こ
の
両
者
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
あ
た
か
も
革
命
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
拒
否
あ
る 

い
は
排
除
を
意
味
し
、
ユJ

ト
ピ
ア
は
革
命
の
追
放
あ
る
い
は
否
定
を
意
味
す
る
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
手
短 

か
に
い
う
と
、
ー
九
世
紀
の
社
会
主
義
思
想
家
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、 

第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
、
そ
の
点
を
め
ぐ
っ
て-
-

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
あ
い
だ
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス 

主
義
者
と
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
あ
い
だ
に
、
断
続
的
に
も
ち
あ
が
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
口
げ
ん
か
に
限
ら
れ
て
は
い
た
が-
-

以
前
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よ
り
も
多
少
立
ち
入
っ
た
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
は
沈
黙
だ
け
し
か
な
い
。
ま
る
で
現
代
史
の
激
動
が
、
あ
え
て 

そ
の
議
論
の
再
開
を
主
張
す
る
い
っ
さ
い
の
声
を
黙
ら
せ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

源
泉
に
た
ち
も
ど
る

マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
す
べ
て
を
よ
せ
集
め
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
社
会
主
義
思
想
の
全
体
を 

具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
倫
理
と
理
論
の
源
は
、
産
業
革
命
に
ま
で
、
一
ハ
世
紀
の
最
後
の
三 

半
期
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
で
遂
行
さ
れ
た
そ
れ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
す
で
に
そ
の
ス
タI

卜
か
ら
し
て
、
社
会
主
義
は
新
し
い
福 

音
書
の
特
徴
を
申
し
分
な
く
備
え
て
、
す
な
わ
ち
現
世
の
解
放
と
救
済
の
メ
ッ
セ
—
ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
産
業
革
命
期
の
初 

期
社
会
主
義
者
あ
る
い
は
初
期
共
産
主
義
者
た
ち
は
、
他
人
の
目
に
は
ど
ん
な
に
空
想
的
に
映
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
た
ち
の
理
想 

が
そ
れ
を
現
実
化
す
る
実
践
的
な
手
段
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て 

は
、
理
性
が
望
ま
し
い
社
会
変
革
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
ク
ス
・
バ
ブ
ー
フ
に
と
っ
て
は
、
暴
力
—

つ
ま
り 

反
理
性(

が
そ
の
手
段
で
あ
る
。
革
命
は
最
初
合
法
的
な
運
動
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
——

パ
ン
テ
オ
ン• 

ク
ラ
ブ
の
閉
鎖
の
お
か
げ
で!
!

「人
民
に
よ
っ
て
、
人
民
の
た
め
に
」
行
動
す
る
権
限
を
委
任
さ
れ
た
「幹
部
会
」
の
職
務
と
な 

る
。
バ
ブ
ー
フ
の
着
想
は
、
「権
力
を
人
民
に
取
り
戻
す
」
た
め
に
権
力
を
奪
取
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ 

こ
に
は
う
ち
か
た
ね
ば
な
ら
な
い
障
碍
が
あ
る
。
大
衆
は
投
票
を
求
め
ら
れ
る
と
、
専
制
を
取
り
戻
す
お
そ
れ
が
充
分
に
あ
っ
た
。 

彼
ら
に
対
し
て
は
、
主
権
を
行
使
す
る
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
レ
ッ
ス
ン
を
ほ
ど
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

バ
ブ
ー
フ
主
義
者
は
、
ひ
と
た
び
焦
燥
に
か
ら
れ
て
「臨
時
の
」
権
威
を
求
め
る
方
向
に
逸
れ
は
じ
め
る
と
、
勝
負
に
つ
き
も
の 

の
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
、
訓
練
、
服
従
、
捷
、
専
門
化
な
ど
の
す
べ
て
で
も
っ
て
、
社
会
革
命
を
組
織
さ
れ
た
戦
争
へ
と
変
形
せ
ず
に
は 

お
か
な
い
。
そ
れ
は
参
謀
本
部
あ
る
い
は
専
門
委
員
会
が
上
か
ら
操
縦
す
る
革
命
で
あ
る
。
敵
が
敗
北
し
、
権
力
が
か
ち
と
ら
れ
、
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こ
う
し
て
大
衆
が
独
力
で
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
そ
う
し
た
も
の
に
と
ど
ま
る
。
バ
ブ
ー
フ
主
義
に
み
ら
れ
る
こ
の
両
義
性 

は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
キ
と
そ
の
追
従
者
た
ち
に
関
し
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
場
合
に
は
、
そ
の
正
直
と
善 

意
と
が
、
献
身
の
あ
か
し
と
し
て
人
民
に
捧
げ
ら
れ
る
。
ま
だ
無
知
な
人
民
、
た
ん
な
る
惰
性
的
な
物
体
へ
と
、
よ
り
正
確
に
い
え 

ば
戦
場
に
お
け
る
突
撃
隊
の
主
力
へ
と
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
人
民
に
で
あ
る
。
バ
ブ
ー
フ
主
義
の
本
質
は
外
部
か
ら
方
向
づ
け
ら
れ
、 

組
織
さ
れ
た
暴
力
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
意
図
、
目
的
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
な
か
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
手 

段
の
な
か
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
反
抗
的
な
大
衆
が
繰
り
返
し
て
い
る
復
讐
行
為
を
、
彼
ら
の
自
由
を
得
よ 

う
と
す
る
意
志
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
で
も
思
い
込
ま
な
い
限
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
目
標
は
暴
力
の
な
い
社
会
を
う
ち 

た
て
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
暴
力
を
「人
間
化
す
る
」
こ
と
が
暴
力
の
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
危 

険
性
と
欠
陥
は
、
人
道
主
義
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
っ
て
行
動
を
予
見
し
評
価
す
る
こ
と
や
、
行
動
を
選
択
し
検
討
す
る
こ 

と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
空
想
的
社
会
主
義
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
先
立
つ
人
道
主
義
的
合
理
主
義
の
伝
統
に
由
来
す
る
。
ア
ン
シ
ク
ユ
ペ
デ
ィ 

ス
ト
の
精
神
的
相
続
人
で
あ
る
サ
ン
・
シ
モ
ン
に
あ
っ
て
は
、
政
治
権
力
は
副
次
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
。
「新
し
い
キ
リ
ス 

卜
教
」
が
、
管
理
的(
経
営
的)

で
あ
っ
て
政
治
的
で
は
な
い
よ
う
な
権
力
の
倫
理
的
な
基
礎
で
あ
る
。
こ
の
社
会
経
済
的
キ
リ
ス 

卜
教
の
本
質
は
生
産
の
科
学
で
あ
る
。
政
治
は
人
間
の
福
祉
と
安
全
の
た
め
の
産
業
組
織
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
そ
の
産
業
組
織 

の
唯
一
の
目
的
は
——

サ
ン
・
シ
モ
ン
が
死
の
床
で
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
——

「万
人
に
、
そ
の
能
力
を
発
達
さ
せ
る
よ
う
な
最
大 

限
の
自
由
を
保
証
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
た
ち
は
理
性
と
科
学
の
名
に
姦
い
て
社
会
を
改
良
し
よ
う
と
志
す
。
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
の
見
解
で
は
、
協
同 

組
合
が
社
会
問
題
を
解
決
す
る
鍵
で
あ
る
。
オ
ー
エ
ン
に
は
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
の
情
熱
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
オ
ー
エ
ン 

に
は
想
像
力
が
欠
け
て
い
る
。
オ
ー
エ
ン
の
教
説
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
数
個
の
基
本
的
な
着
想
に
帰
着
す
る
。
そ
の
根
本
は
、
人
間
が 

環
境
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
着
想
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
協
同
組
合
的
社
会
主
義
の
こ
の
先
駆
者
は
、
有
力
者
、
金
持
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ち
、
支
配
階
級
に
対
す
る
ひ
と
び
と
の
自
発
的
な
働
き
か
け
、
不
信
さ
ら
に
は
反
抗
さ
え
も
い
つ
も
す
す
ん
で
擁
護
し
た
。
も
し
社 

会
主
義
が
協
同
組
合
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
オ
ー
エ
ン
は
現
代
の
社
会
主
義
者
の
最
初
の
人
で
あ
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義 

が
、
究
極
の
分
析
で
は
協
同
組
合
的
生
産
の
体
制
あ
る
い
は
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
オ
ー
エ
ン
の
門
弟
で
あ
る
。 

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス

マ
ル
ク
ス
は
ユ
ー
ト
ビ
ア
を
捨
て
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
彼
は
ユ
ー
ト
ビ
ア
を
更
新
し
、
そ
の
視
界
を
広
げ
た
。
彼
の
お
か
げ
で 

ユ
ー
ト
ビ
ア
は
革
命
と
創
造
と
い
う
二
つ
の
段
階
に
ま
た
が
る
た
だ
ー
つ
の
運
動
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
以
前
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
ン
た
ち 

が
考
え
、
想
い
描
い
た
創
造
は
、
新
し
い
理
想
国
の
建
設
に
あ
た
る
は
ず
の
当
の
ひ
と
び
と
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル 

ク
ス
の
第
一
の
関
心
の
的
は
人
間
で
あ
っ
た
。
「わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
の
新
奇
な
力
を
充
分
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
新
奇
な 

人
間
が
そ
の
力
を
支
配
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
——

そ
し
て
そ
の
新
奇
な
人
間
と
は
労
働
者
で
あ
る
。」 

(
「ピ
ー
プ
ル
ズ•.
ヘ
ー
バ
ー
」
創
立
記
念
祝
賀
式
の
演
説
、
ー
八
五
六
年
四
月
一
四
日) 

は
じ
め
フ
ー
リ
エ
と
オ
ー
エ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
は
、
ま
も
な
く
政
治
的
闘
争
に
深
く
巻
き
込
ま
れ
た
。
し
か
し
そ
の 

場
合
も
、
空
想
的
社
会
主
義
と
の
精
神
的
き
ず
な
は
け
っ
し
て
断
と
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
、
彼
が
死
の
二
年
前
に
ロ
シ
ア 

の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
た
め
に
準
備
し
た
草
稿
を
読
め
ば
十
分
に
わ
か
る
。
こ
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
は
、、 
ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
発
達
過
程 

で
農
民
の
共

Ini?
体
の
将
来
と
運
命
が
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
の
意
見
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
長
編
の 

精
力
的
な
考
察
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
問
題
——

階
級
構
造
あ
る
い
は
党
組
織
の
よ
う
な
問
題
——

を
繰
り
返
し
と
り
あ
げ 

て
い
る
。
彼
の
思
索
の
す
べ
て
は
、
農
村
共
同
体
の
古
代
的
な
制
度
の
原
初
の
性
質
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
ロ
シ
ア
社
会 

を
再
生
さ
せ
る
要
素
、
資
本
主
義
体
制
の
奴
隸
と
化
し
て
い
る
諸
国
を
凌
駕
す
る
要
素
」
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
向
け
ら 

れ
て
い
る
。
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「局
地
的
小
宇
宙
」
—

マ
ル
ク
ス
は
ロ
シ
ア
の
共
同
体
を
こ
の
よ
う
に
よ
ぶ
——

に
対
す
る
そ
の
弁
護
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
が 

協
同
組
合
的•
共
同
体
的
な
社
会
主
義
の
先
駆
者
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
に
最
後
の
た
む
け
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
た
や
す
く 

わ
か
る
。
こ
の
先
輩
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
と
同
様
、
マ
ル
ク
ス
も
、
国
富
を
生
産
し
な
が
ら
そ
れ
を
享
有
し
な
い
よ
う
な
ひ
と
び
と
の 

創
造
的
自
発
性
に
心
か
ら
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
素
朴
な
共
同
体
に
社
会
的
小
宇
宙
と
い
う
美
点
を
付
与
す
る
。
そ 

の
頃
ま
で
誤
解
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
制
度
を
こ
の
よ
う
に
理
想
化
す
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
望
ま
し
い
像
を
未
来
へ
投
影
し
て
い
る 

と
い
う
事
情
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
オ
ー
エ
ン
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
に
共
感
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
な
の
で
は 

な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
想
い
描
い
た
協
同
組
合
的
共
同
体
は
、
わ
れ
わ
れ
が
さ
き
に
の
べ
た
図
式
、
す
な
わ
ち
労
働
運
動
の
ジ
ャ
コ
バ 

ン
的(
政
治
的)

概
念
と
そ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
主
義
的
概
念
と
で
も
よ
べ
ば
は
っ
き
り
す
る
も
の
と
の
対
立
と
い
う
図
式
に
か
な
っ
て 

い
る
。
前
者
の
場
合
、
行
動
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
目
的
意
識
は
、
操
縦
の
し
や
す
い
膨
大
な
大
衆
を
率
い
る
政
治
的
前
衛
に
与
え 

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
場
合
に
は
、
行
動
集
団
の
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
、
そ
れ
が
存
続
す
る
の
を
や
め
る
こ
と
が 

で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
「職
業
的
」
指
導
者
や
も
ろ
も
ろ
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
は
余
計
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
権
限
を
委 

任
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
厳
密
に
限
定
さ
れ
た
仕
事
の
た
め
に
一
時
的
な
緊
急
の
委
任
状
を 

与
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る̂

あ
る
意
味
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
な
か
の
最
大
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
で
あ
る
。
彼
は
未
来
の
理
想
国
に
は
あ
ま
り
関 

心
を
払
わ
な
い
で
、
現
存
秩
序
の
破
壊
の
ほ
う
に
心
を
傾
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
革
命
を
絶
対
的
な
必
要
条
件
の
高
み
に
ま
で
ひ
き 

あ
げ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
性
質
を
お
び
て
い
る
の
は
、
想
像
力
が
生
み
だ
し
た
こ
の
非
実
在
的
な
革
命
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ 

こ
で
は
、
ひ
と
び
と
が
自
分
た
ち
の
「金
色
に
彩
ら
れ
た
悲
惨
」
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
が
社 

会
的
現
実
と
社
会
主
義
的
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
マ
ル
ク 

ス
が
断
定
的
な
口
調
で
主
張
し
て
い
る
窮
乏
化
の
経
済
法
則
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
あ
り
の
ま
ま
の
欠
乏
の
よ
う
に
た
や
す
く 

理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
現
実
の
日
常
闘
争
に
つ
ぎ
木
し
、
そ
の
上
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
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命
の
弁
証
法
的
な
端
緒
を
公
式
化
し
て
い
る
。
労
働
者
た
ち
を
し
て
彼
ら
の
革
命
を
望
ま
せ
、
そ
し
て
実
行
さ
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば 

彼
ら
は
や
す
や
す
と
社
会
主
義
を
手
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
い
い
か
え
れ
ば
労
働
者
た
ち
が
彼
ら
の
疎
外(
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の 

用
語
に
マ
ル
ク
ス
が
与
え
て
い
る
最
も
深
い
意
味
に
お
け
る)

を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
、
資
本 

主
義
を
破
壊
す
る
こ
と
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア-
-

階
級
も
国
家
も
貨
幣
も
な
い
社
会
一~

を
建
設
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
い
う
の 

で
あ
る
。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
の
概
念
は
奇
妙
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
含
む
。
そ
こ
で
は
労
働
者
た
ち
が
、
ま
さ
に
彼
ら
の
貧
窮
の
極 

点
に
お
い
て
、
全
般
的
革
命
を
通
じ
て
社
会
的
再
生
へ
と
進
み
出
る
恐
る
べ
き
必
然
性
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
と
仮
定
さ
れ
て
い 

る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
奇
妙
な
「唯
物
論
」
で
あ
っ
て
、
利
潤
を
生
み
だ
す
工
業
機
械
の
た
ん
な
る
歯
車
に
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い 

る
は
ず
の
奴
隸
が
、
そ
の
よ
う
な
変
態
を
遂
げ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「共
産
主
義
的
意
識
」
は
収
奪
さ
れ
た
大
衆
か
ら
は
「生
じ
る
」
が
、
知
的
エ
リ
ー
ト
か
ら
は
け
っ
し
て 

生
じ
な
い
と
さ
れ
る(
『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』)
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
知
識
人
た
ち
は
、
隸
従
的
労
働
者
の
意
識
で
あ
る
革
命
的 

意
識
の
水
準
に
達
す
る
ま
で
は
共
産
主
義
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
労
働
運
動
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

し
か
し
そ
れ
で
も
マ
ル
ク
ス
は
社
会
主
義
的
意
識
と
社
会
主
義
的
科
学
と
を
区
別
し
て
い
る
。
後
者
が
可
能
で
あ
り
ま
た
必
要
で
あ 

る
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
両
刃
の
具
体
的
運
動
、
つ
ま
り
階
級
意
識
と
政
治
行
動
に
関
し
て
で
あ
る
。 

労
働
者
た
ち
は
、
彼
ら
自
身
の
政
治
的
代
弁
者
を
指
名
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
存
秩
序
を
慶
成
制
度
の
内
側
か
ら
——

あ
る
い
は 

事
情
に
よ
っ
て
は!

外
側
か
ら
転
覆
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
意
志
を
表
現
す
る
。
「プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
己
を
階
級
へ
と
つ 

く
り
あ
げ
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
政
党
へ
と
っ
く
り
あ
げ
る
」
と
『共
産
党
宣
言
』
は
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、 

労
働
者
た
ち
が
自
己
の
階
級
の
外
側
に
あ
る
政
党
に
は
加
わ
ら
な
い
で
、
自
発
的•
創
造
的
に
み
ず
か
ら
の
独
自
性
の
意
識
に
目
覚 

め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
利
益
と
利
潤
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
一
つ
の
単
位
に
堅
く
結
び
つ
け
る
の
に
対
し
て
、
一
つ
の
階
級
と 

し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
凝
集
性
は
、
パ
ン
を
求
め
る
日
常
闘
争
と
革
命
的
目
標
を
め
ざ
す
意
識
と
の
な
か
で
鍛
え
あ
げ
ら
れ 

る
。
マ
ル
ク
ス̂

そ
し
て
彼
以
前
で
は
一
八
四
三
年
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ラ
・
ト
リ
ス
タ
ン
——

が
こ
う
し
て
一
つ
の
命
題
に
公
式
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化
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「労
働
者
階
級
の
解
放
は
労
働
者
階
級
自
身
に
よ
っ
て
か
ち
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、 

こ
ん
に
ち
で
も
本
物
の
社
会
主
義
思
想
す
べ
て
の
暗
黙
の
公
理
と
な
っ
て
い
る
。

組
合
、
党
、
評
議
会
そ
の
他
の
労
働
組
織
形
態
が
そ
の
目
的
に
そ
む
か
な
い
も
の
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
労
働
者
た
ち
自
身
の 

手
で
意
識
的•
自
発
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
労
働
者
た
ち
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
組
織
的
闘
争
の
形
態
を
と
る 

よ
う
な
階
級
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
社
会
的•
政
治
的
行
動
を
指
図
し
指
導
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
団
体
エ
リ
ー
ト
の
手
に
、 

彼
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
委
ね
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
労
働
者
階
級
を
政
治
的
に
教
育
す
る
能
力
が
あ 

る
と
主
張
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
た
ち
を
非
難
し
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
に
二
人
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
公
式
に
、
以
上
と
は 

別
の
解
釈
を
あ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い̂

む
ろ
ん
知
識
人
た
ち
も
労
働
運
動
の
な
か
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
は
い
る
。
し
か
し 

彼
ら
の
果
た
す
役
割
が
適
切
で
有
効
で
あ
る
の
は
、
彼
ら
が
運
動
の
な
か
に
「文
化
の
原
則
」
は
も
ち
こ
む
が
、
出
来
合
い
の
理
論
、 

哲
学
、
歴
史
の
目
的
と
意
味
に
つ
い
て
の
深
遠
な
教
説
、
革
命
的
行
動
の
弁
証
法
な
ど
を
も
ち
こ
ま
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
で 

あ
る
。
行
動
の
人
お
よ
び
政
党
の
「指
導
者
」
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
た
し
か
に
必
ず
し
も
労
働
者
の
自
己
解
放
の
原
理
に
い
っ 

も
厳
密
に
従
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
少
な
く
と
も
そ
の
事
実
は
認
め
て
い
た
。
そ
し 

て
自
分
の
魂
を
求
め
た
と
き
に
は
い
つ
も
自
分
自
身
を
責
め
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
立
場
か
ら
み
た
マ
ル
ク
ス
主
義

真
の
問
題
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
マ
ル
ク
ス
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
改
良
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
修
正
主
義
の
あ
い
だ
の
対
立
で 

は
な
く
て
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
と
自
己
解
放
と
の
対
立
で
あ
る
。
問
題
の
要
点
は
、
諸
社
会
階
級
と
そ
れ
に
属
す
る
ひ
と
び
と
が
、 

選
抜
さ
れ
選
挙
さ
れ
た
ひ
と
び
と
に
自
分
た
ち
の
利
益
の
代
弁
と
防
衛
を
ま
か
せ
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
た
ち
の
意
識
と
行
動
の
自 

律
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
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こ
こ
に
は
危
険
な
両
義
性
が
ぼ
ん
や
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
社
会
階
級
は
一
つ
の
意
識
、
一
つ
の
意
志
、
一
つ
の
行
動
を 

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「民
主
的
に
」
選
出
さ
れ
、
共
同
体
の
意
志
と
思
想
を
代
表
あ
る
い
は
表 

明
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
代
理
人
た
ち
の
手
を
借
り
な
い
で
、
あ
る
社
会
階
級
が
考
え
、
意
志
し
、
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
集
団
成
員
が
自
分
た
ち
の
代
表
者
の
行
動
と
決
定
に
関
し
て
正
式
あ
る
い
は
暗
黙
の
承
認
を
与
え 

て
い
る
と
い
う
点
が
、
集
団
成
員
の
意
志
と
代
表
者
の
言
動
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
唯
一
の
証
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

か
。
し
か
し
こ
う
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
が
そ
れ
な
り
の
答
え
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
そ
の
答
え
は
問
題
の
全
体
を
解 

き
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
も
っ
と
先
の
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
要
求
を
委
託
す 

れ
ば
関
係
者
の
本
当
の
利
益
が
代
弁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
も
っ
と
も
有
効
な
状
態
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。 

マ
ル
ク
ス
以
前
の
社
会
主
義
思
想
は
こ
の
問
題
に
夢
中
に
な
っ
た
。
そ
の
解
答
は
、
「理
想
」
社
会
を
描
き
定
義
す
る
な
か
に
あ 

る
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
遺
産
を
継
承
し
、
豊
か
な
も
の
と
し
た
。
彼
の
異
議
申
し
た
て
は
、
い
わ
ゆ
る
空
想
的
社
会
主
義
の
根
本
原 

理
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
若
干
の
異
常
な
側
面
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
生
産
者
の
共
同
体
、
協
同
組
合
的
な
企
業
、
労 

働
と
文
化
の
合
一!
!

要
す
る
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
国
家
と
貨
幣
の
な
い
理
想
国
は
、
マ
ル
ク
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
近
代
技 

術
の
か
た
わ
ら
に
、
古
代
的
な
農
村
共
同
体
と
原
始
共
産
主
義
の
よ
う
ら
ん
期
と
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

最
近
六
十
年
間
の
歴
史
的
経
験
は
、
明
確
で
間
違
う
こ
と
の
な
い
一
つ
の
教
訓
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
労
働
運
動
の
ジ
ャ
ヨ 

パ
ン
的
構
想
が
、
そ
の
改
良
主
義
的
形
態
に
お
い
て
も
ま
た
革
命
的
形
態
に
お
い
て
も
、
失
敗
を
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

レ
ー
二
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
考
え
と
の
あ
い
だ
に
保
っ
て
き
た
連
帯
を
断
っ
た
と
き
に
、
こ
う 

宣
言
し
た
。産
業
の
発
達
し
た
諸
国
に
お
け
る
労
働
運
動
は
効
力
を
も
た
な
い
。そ
れ
ら
の
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
分
の
階
級 

岀
身
の
貴
族
に
よ
っ
て
「裏
切
ら
れ
」
て
い
る
、
と
。
他
方
で
は
、
レ
—
ー
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
も
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
ツ
ア
ー
の 

ロ
シ
ア
の
よ
う
な
産
業
未
発
達
の
農
業
中
心
の
国
に
も
、
革
命
運
動
の
物
質
的•
道
徳
的
条
件
は
立
派
に
存
在
す
る
、
と
。
ま
さ
に 

そ
こ
に
お
い
て!
!

ト
ロ
ッ
キ
ー
と
レ
ー
ニ
ン
が
そ
の
当
時
共
有
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「永
久
革
命
」
の
理
論
に
よ
れ
ば
—(

ひ
と
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は
社
会
主
義
草
命
を
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
ひ
き
起
こ
す
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
の 

で
あ
っ
た
。

本
当
の
と
こ
ろ
は
、
レ
ー
ニ
ン
と
そ
の
一
派
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
動
き
出
し
て
い
る
社
会
大
衆
の
上
に
不
自
然
に
つ 

ぎ
木
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
急
進
知
識
人
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
衆
の
真
の
革
命
的
願
望
は
、
職
業
的
革
命
家
と
い
う
装 

置
に
よ
っ
て
容
易
に
操
作
さ
れ
た
。
ま
も
な
く
ひ
と
は
そ
の
結
果
を
身
に
し
み
て
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党 

は
、
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
に
反
対
し
て
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
ソ
ヴ
ェ
イ
ト
の
信
頼
を
か
ち
と
っ
た
あ
と
で
、
自
己
を
国
家
権
力
と 

し
て
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
資
本
主
義
的
伝
統
を
も
つ
国
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
そ
の
利
益
と
目
的
を
意
識
し
て
い 

る
貴
族
政
治
が
「社
会
的
小
宇
宙
」
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
こ
の
小
宇
宙
は
、!
I

マ
ル
ク
ス
の
理
論
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
よ
れ
ば
一 

—
歴
史
的
な
進
化
と
転
換
を
経
験
し
て
い
る
ど
の
よ
う
な
社
会
の
土
壌
か
ら
も
内
発
的
に
わ
き
立
っ
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
労
働
運
動
に
お
け
る
政
治
的
要
素
を
過
大
評
価
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
政
治
的
専
門
家 

た
ち
か
ら
な
る
党
あ
る
い
は
エ
リ
ー
ト
の
弁
証
法
的
な
知
恵
に
労
働
者
階
級
が
身
を
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
は
け
っ
し
て
思
わ 

な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
革
命
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
は
革
命
的
行
為
の
倫
理
で
あ
る
。
労
働
者
た
ち
の
貧
窮
は
、
新
し
い
社 

会
秩
序
を
創
造
す
る
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
を
革
命
的
行
動
に
向
か
わ
せ
る
動
機
づ
け
の
核
心
で
も
あ
る
。
こ
の
革
命
的 

転
換
の
直
接
的
な
主
体
と
し
て
の
労
働
者
は
、
同
時
に
そ
の
客
体
で
も
あ
る
——

な
ぜ
な
ら
、
彼
は
賃
銀
労
働
者
と
し
て
の
自
分
自 

身
を
廃
棄
す
る
か
ら
で
あ
る
。

結 

び

ュI

ト
ピ
ア
と
革
命
は
社
会
主
義
運
動
の
二
つ
の
歴
史
的
な
座
標
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
社
会
主
義
運
動
は
、
自
己
を
実
現
す 

る
た
め
に
は
、
自
己
自
身
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
革
命
の
両
方
で
あ
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
社
会
主
義
者
に 
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な
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
同
時
に
ユ
ー
ト
ビ
ア
ン
と
革
命
家
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ひ
と
は
革
命
と
ユ 

1

ト
ビ
ア
を
意
志
し
、
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
廃
棄
を
意
志
し
、
新
し
い
理
想
国
の
創
造
を
望
ま
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

革
命
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
倫
理
は
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
で
あ
る
。
社
会
主
義
が
歴
史
的
必
然
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が 

倫
理
的
必
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
意
志
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
革
命
的
で 

あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
燕
で
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
提
出
し
た
と
き
、
彼
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義 

倫
理
と
い
う
概
念
に
そ
の
豊
か
な
意
味
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
け
加
え
て
い
お
う
。
社
会
主
義
は
ユ
ー
ト
ビ
ア
の 

意
識
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
無
で
あ
る
、
と
。 

〔三
沢
謙
一
訳
〕
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マ

ル

ク

ス

に

よ

る

「
人

間

」

と

「
市

民

」

エ
ル
ン
ス
ト
。
ブ
ロ
ッ
ホ

E
r
n
s
t

 B
l
o
c
h

は
、

ー
九
五
六
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
勃
発
し
た
事
件
、
 

お
よ
び
東
ベ
ル
リ
ン
で
の
ヴ
ォ
ル
ア
ガ
ン
グ
・
ハ
リ
ッ
ヒ
に
対
す
る
訴
訟
の
後
、
ラ
イ
プ
チ 

ッ
匕
大
学
の
哲
学
教
授
の
職
か
ら
身
を
ひ
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
当
時
、
彼
の
哲 

学

は

「
反
革
命
的
」
で
あ
り
「
修
正
主
義
的
」
で
あ
る
と
攻
撃
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ー
九 

六
一
年
、
彼

は

チ

—
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
招
聘
さ
れ
、
以
後
現
在
も
そ
こ
で
教
壇
に
立
っ
て 

い
る
。

ゆ 

ブ
ロ
ッ
ホ
は
一
八
八
五
年
に
生
ま
れ
、
哲
学
、
物
理
学
、
音
楽
を
学
び
、

ー
九
〇
八
年
に 

哲
学
の
博
士
号
を
受
け
た
。

ナ
チ
ズ
ム
体
制
で
あ
っ
た
あ
い
だ
、
彼

は

ス

イ

フ

ラ

ン 

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
居
住
し
たQ

彼
の
著
作
に
は
、
『
走
跡
』(

一
 

九
三
〇)

、
『
現
代
の
遺
産
』(

ー
九
三
三)

、
『
希
望
の
原
理
』(

ー
九
五
四
—
七)

、
『
自
然
法 

。
 

と
人
間
的
尊
厳
』(

ー
九
六
一)

な
ど
が
あ
る
。 

机
に
向
か
っ
て
実
際
に
読
む
以
前
に
は
、

ひ
と
は
違
っ
た
よ
う
に
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
い
か
に
し
ば 

し
ば
真
実
で
あ
る
こ
と
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
権
力
の
座
に
つ
く
以
前
に
は
、

こ
の
階
級
は
従
来
の
ど
の
階
級
よ
り
も
人
間
的
で 

あ
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
え
た
。

こ
の
階
級
は
自
由
な
個
人
、
祖
国
の
子
ら
、
普
遍
的
に
人
間
的
な
も
の
を
擁
護
し
た
。
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マルクスによる「人間」と「市民」

も
ち
ろ
ん
自
由
な
個
人
に
は
留
金
の
よ
う
に
難
点
が
つ
い
て
い
た
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
は
国
家
主
義
的
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た 

し
、
人
間
的
な
も
の
は.
ま
す
ま
す
普
遍
的
に
抽
象
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
は
と
も
か
く
き
わ
め
て
純
粋
に
出
発
し 

た
か
に
み
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
念
が
後
に
実
行
さ
れ
る
段
に
な
る
と
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
、
ま
っ
た
く
転
倒
さ
れ
て
し
ま
つ 

た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
最
初
の
理
念
は
つ
ね
に
残
光
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
最
初
か
ら
新
し
く
出
発
し
な
お
す 

と
い
う
こ
と
は
、
他
の
場
合
に
も
し
ば
し
ば
試
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
最
初
は
す
べ
て
が
ま
だ
正
し
か
っ
た
か
の
よ
う 

に
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
た
か
も
全
体
と
し
て
当
初
の
進
路
か
ら
の
堕
落
だ
け
が
目
前
に
あ
る
か
の
よ
う
に
。
こ
う
し
て
後
か
ら
現
わ 

れ
て
き
た
も
の
に
す
べ
て
の
堕
落
の
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
陽
合
、
こ
の
後
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
だ
け 

が
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ひ
と
は
、
机
に
向
か
っ
て
実
際
に
読
む
以
前
で
も
、
す
べ
て
を
違
っ
た
よ
う
に
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
ブ 

ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
苦
労
し
て
築
い
た
遺
産
を
取
り
扱
う
よ
う
な
場
合
、
繰
り
返
し
心
に
銘
記
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
市 

民
の
観
念
を
取
り
扱
う
さ
い
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幻
想
的
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か 

し
む
し
ろ
未
来
を
先
取
し
て
も
い
た
市 

民
の
観
念
を
使
用
さ
せ
た
も
の
は
、
後
に
解
放
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
実
現
さ
せ
た
の
と 

同
じ
経
済
的•
社
会
的
傾
向
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
解
放
さ
れ
た
後
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
本
質
は
、
進
歩
的
な
も
の
と
は
比 

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
異
な
り
、
ま
た
汚
れ
て
暗
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
本
質
の
な
か
に
あ
る
た
ん
な
る
営
業
の
自
由 

と
い
う
側
面
は
、
市
民
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
必
然
的
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
た
し
、
少
な
く
と
も
市 

民
の
イ
メ
ー
ジ
を 

つ
く
る
重
要
な
枠
組
の
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
た
。
人
権
が
ま
だ
深
い
信
頼
を
こ
め
て
宣
言
さ
れ
て
い
た
一
七
九
一
年
当
時
で
さ
え 

も
、
市 

民
の
ま
だ
成
熟
し
き
ら
な
い
青
春
の
夢
の
な
か
に
、
後
に
強
大
な
力
を
発
揮
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
一
側
面
が
、
す
で
に
含 

ま
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
真
の
自
由
、平
等
、友
愛
を
も
っ
て
い
る
市
民
で
は
な
く
、
工
業
的
生
産
の
利
己
的
な
推
進
力
と
な
っ
た 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
、
当
時
の
経
済
情
勢
に
適
合
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
七
九
一
年
の
『人
お
よ
び
市 

民 

の
宣
言
』
の
な
か
で
、
私
的
所
有
は
、
四
つ
の
人
権
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
「所
有
権
」
は
「安
全
」
お
よ
び
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「圧
制
へ
の
抵
抗
」
よ
り
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
私
的
所
有
権
は
他
の
す
べ
て
を
さ
し
お
い
て
自
由
の
内
容
を
規
定
す
る
も 

の
で
あ
っ
た
。
一
七
九
三
年
の
憲
法
の
第
一
六
条
は
こ
う
宣
言
し
て
い
る
。
「所
有
権
は
、
す
べ
て
の
市
民
が
任
意
に
そ
の
財
産
、 

そ
の
所
得
、
そ
の
労
働
お
よ
び
そ
の
労
務
の
成
果
を
収
益
し
、
そ
し
て
処
分
す
る
権
利
で
あ
る
。」
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
〔
一
七
九
四
年 

七
月
〕
以
前
に
お
い
て
も
、
ひ
と
び
と
が
ま
だ
、
真
の
自
由
の
花
が
根
を
お
ろ
す
地
盤
を
築
い
て
い
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、 

マ
ル
ク
ス
の
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
び
と
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
利
害
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
て
、
彼
ら
自
身
の
実
際
の
利 

害
と
い
う
考
え
方
に
は
立
っ
て
い
な
か
っ
た
限
り
、
す
で
に
彼
ら
市
民
の
基
盤
の
す
べ
て
は
資
本
主
義
的
利
害
と
合
致
し
て
い
た 

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
当
時
の
「人
権
」
の
利
己
的
な
内
容
を
、
当
時
の
政
治
的
な
、
ま
だ
抽
象
的
・
里 

想
主
義
的
な
市
民
の
理
想
像
か
ら
鋭
く
分
離
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
分
離
を
と
く
に
鋭
く
お
こ
な
う
必
要
を
感
じ
た
の
は
、
と 

り
わ
け
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
と
エ
ド
ガ
ー
・
バ
ウ
ア
ー
が
尊
大
な
態
度
で
次
の
よ
う
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ 

っ
た
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「純
粋
な
理
念
」
は
「無
批
判
な
大
衆
」
に
よ
っ
て
台
無
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
と
彼 

ら
は
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
す
べ
て
の
成
果
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の 

解
放
と
当
時
経
済
的
に
必
要
で
あ
っ
た
利
潤
経
済
の
解
放
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
は
、
人
権
そ
の
も
の
の
イ
デ 

オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
鋭
い
批
判
な
し
に
は
坏
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、
こ
の
特
別
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
さ
ら
に
広 

く
い
え
る
こ
と
だ
が
、
人
類
の
遺
産
を
社
会
主
義
的
に
引
き
継
ぐ
さ
い
に
は
、
そ
の
遺
産
の
そ
れ
ぞ
れ
が
月
桂
冠
を
戴
か
さ
れ
た
神 

聖
な
石
膏
像
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
批
判
的
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
が
な
に
よ
り
ま
ず
自
由 

を
示
す
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
権
を
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
内
容
に 

即
し
て
吟
味
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
自
明
の
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
人
権
の
内
容
を
注
意 

深
く
、
部
分
的
否
定
、
留
保
を
加
え
な
が
ら
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
は 

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
(
ー
ハ
四
四
年)

と
い
う
論
文
の
な
か
で
こ
う
説
い
て
い
る
。
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マルクスによる「人間」と「市民」

「い
わ
ゆ
る
人
権
、
す
な
わ
ち
市
民
の
権
利
と
は
区
別
さ
れ
た
人
間
の
権
利
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
構
成
員
の
権
利
、
す 

な
わ
ち
利
己
的
人
間
の
、
ひ
と
び
と
と
共
同
体
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と:
：:
だ
か
ら
人
間
は
、 

宗
教
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
宗
教
の
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
所
有
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
所
有
の 

自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
営
業
の
利
己
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
営
業
の
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。」(
大
月 

書
店
版
全
集
、
第
一
巻
、
四
〇
ー
、
四
〇
六
ペ
ー
ジ)
。

さ
ら
に
ま
た
『聖
家
族
』
(
ー
ハ
四
五
年)

の
な
か
で
は
こ
う
説
く
。

「ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
奴
隸
制
こ
そ
、
そ
の
外
見
か
ら
い
え
ば
、
最
大
の
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
次
の
よ 

う
な
個
人
の
外
見
上
の
完
全
な
独
立
性
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
個
人
は
、
彼
か
ら
疎
外
さ
れ
た
生
活
諸
要
素
、
た
と
え 

ば
財
産
、
産
業
、
宗
教
な
ど
が
、
も
は
や
普
遍
的
な
き
ず
な
に
よ
っ
て
も
、
人
間
に
よ
っ
て
も
、
拘
束
さ
れ
な
い
で
束
縛
な
し
に 

運
動
す
る
こ
と
を
、
彼
自
身
の
自
由
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
運
動
は
、
じ
つ
は
個
人
の
完
全
な
隸
属
と
非
人
間
化 

な
の
で
あ
る
。
…
…
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
、
す
な
わ
ち
産
業
と
一
般
的
競
争
の
社
会
、
自
己
の
目
的
を
自
由
に
追
求
す
る
私 

的
利
害
の
社
会
、
無
政
府
状
態
の
社
会
、
自
然
的•
精
神
的
個
性
が
自
己
疎
外
さ
れ
て
い
る
社
会
を
——

人
権
と
し
て
承
認
し
神 

聖
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
同
時
に
、
こ
の
社
会
の
生
命
の
発
現
を
個
々
の
個
人
の
も
の
で
は
な
い
と
取
消
し
、
こ
の
社 

会
の
政
治
的
な
頭
部
を
古
代
の
共
同
体
の
場
合
の
よ
う
に
つ
く
ろ
う
と
欲
す
る
と
は
、
な
ん
と
巨
大
な
錯
覚
で
あ
る
こ
と
か
。」 

(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
二
巻
、
ー
ニ
ー
、
ー
ニ
七
ペ
ー
ジ)
。

そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
後
に
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
ー
八
日
』
(
ー
八
五
二
年)

の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
「世
界 

史
の
死
者
を
魔
法
で
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
」
と
よ
ん
だ
の
と
同
じ
自
己
欺
瞞
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
—

そ
し
て
い
ま
や
人
権
そ
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の
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「市
民
の
権
利
」
に
関
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
事
実
が
検
討
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
の
だ
が
——

マ
ル 

ク
ス
が
こ
の
著
書
の
冒
頭
で
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
や
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
自
己
欺
瞞
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、 

「自
分
た
ち
の
闘
争
の
内
容
の
ブ
ル
ジ3

ア
的
な
狭
さ
を
自
分
自
身
に
対
し
隠
し
、
自
分
た
ち
の
情
熱
を
偉
大
な
歴
史
的
悲
劇
の
高 

み
に
も
ち
あ
げ
る
た
め
に
彼
ら
が
必
要
と
し
た
」
自
己
欺
瞞
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
己
欺
瞞
は
、
「新
し
い
闘
争
に
栄 

光
を
添
え
る
た
め
に
、
…
…
与
え
ら
れ
た
課
題
を
空
想
の
な
か
で
誇
張
す
る
た
め
に
、•
：
…
革
命
の
精
神
を
再
発
見
す
る
た
め
に
」 

役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「市
民
の
権
利
」
は
革
命
の
精
神
を
し
っ
か
り
保
持
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が 

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
と
い
う
論
文
の
な
か
で
批
判
を
す
べ
て
お
こ
な
っ
た
後
に
結
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「現 

実
の
個
別
的
人
間
が
抽
象
的
な
公
民
を
自
分
の
う
ち
に
取
り
戻
し
た
と
き' .
…:
人
間
が
自
分
の
〈固
有
の
カ
〉
を
社
会
的
な
力
と 

し
て
認
識
し
組
織
し
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
な
力
を
も
は
や
政
治
的
な
カ
と
い
う
形
で
自
分
か
ら
切
り
離
さ
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ 

の
と
き
は
じ
め
て
」
こ
の
革
命
の
精
神
は
現
実
化
す
る
の
で
あ
る(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
一
巻
、
四
〇
七
ペI

ジ)
。
抽
象
的
公 

民
、
す
な
わ
ち
、
「世
俗
的
人
間
」
か
ら
弓
き
離
さ
れ
、
た
と
え
「世
俗
的
人
間
」
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
て
い
た
と
し
て
も
取
り 

除
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
「真
の
人
間
」、
そ
れE

そ
市 

民
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
ま
さ
に
こ
の
市
民
こ
そ
、
「政
治
的
な 

カ
」
と
し
て
も
、
社
会
化
さ
れ
た
自
由
の
盟
い
手
と
し
て
も
、
公
民
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
胞
と
し
て
の
人
間
は
、
も
は
や 

人
権
の
利
己
主
義
的
見
地
か
ら
見
た
と
き
の
よ
う
に
自
由
の
制
限
な
の
で
は
な
く
、
自
由
の
現
実
化
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
わ
ば
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
母
胎
の
な
か
で
、
す
で
に
損
傷
を
蒙
っ
て
い
た
。
そ
の
損 

傷
は
当
初
は
認
識
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
が
後
に
現
わ
れ
て
は
じ
め
て
気
づ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
こ
の
神
聖
な
市
ア
民
の 

イ
メ
ー
ジ
は
、
種
類
の
異
な
っ
た
源
泉
を
も
ち
ま
っ
た
く
破
壊
的
な
用
い
方
を
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
少
な
く
と
も
ス
ロ 

—
ガ
ン
と
し
て
、
し
だ
い
に
現
わ
れ
て
き
た
敵
対
者
に
対
し
て
批
判
的
な
働
き
を
演
じ
た
。
ま
さ
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
示
し
て
い
る 

よ
う
に
、
市
民
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
す
ま
す
自
己
の
内
部
で
純
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
人
権
に
対
し
て
も
、
は
る
か
に
温
か
い
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
人
権
の
な
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か
に
あ
る
ブ
ル
ジm

ア
階
級
的
内
容
を
こ
の
上
な
く
鋭
く
指
摘
し
た
が
、
同
時
に
、
当
時
は
ま
だ
基
礎
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
未
来 

の
新
し
い
人
権
の
内
容
を
指
摘
し
た
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
は
、
私
的
所
有
権
が
他
の
人
権
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
た 

が
、
こ
の
支
配
に
よ
っ
て
他
の
人
権
が
そ
れ
だ
け
破
壊
さ
れ
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
が
人
権
に
お
け 

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
制
限
と
し
て
私
的
所
有
権
を
指
摘
す
る
と
き
、
自
由
、
抑
圧
に
対
す
る
ひ
と
び
と
の
抵
抗
、
安
全
と
い
う
他
の
か 

た
ち
の
権
利
を
棄
却
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
マ
ル 

ク
ス
は
、
私
有
財
産
に
よ
る
妨
害
や
ま
す
ま
す
進
む
破
壊
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
権
の
は
る
か
に
進
ん
だ
結
果
を
追
求
し
て
い
た
の
で 

あ
る
。
自
由
は
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
け
っ
し
て
批
判
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
逆
に
、
自
由
は
そ
の
栄
光
と
人
間
性
を
拠
り 

ど
こ
ろ
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
私
的
所
有
自
体
を
批
判
し
た
人
権
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
ま
さ
に
次
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス 

の
結
論
的
命
題
が
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
所
有
の
自
由
で
な
く
、
所
有
か
ら
の
自
由
を
、
営
業
の
自
由
で
は
な
く
、
営 

業
の
利
己
主
義
か
ら
の
自
由
を
、
封
建
社
会
か
ら
の
利
己
的
な
個
人
の
解
放
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
社
会
か
ら
の
人
類
全
体
の 

解
放
を
、
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ 

る
と
き
、
自
由
は
、
所
有
権
に
代
わ
っ
て
結
局
は
人
権
の
な
か
で
支
配
的
な
位
置
に
つ
く
こ
と
に
な
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
独
裁
に
対 

抗
す
る
た
め
の
そ
れ
自
身
に
根
拠
を
も
つ
目
的
と
し
て
実
際
的•
現
実
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
搾
取
や
抑 

圧
に
対
す
る
労
働
者
の
抵
抗
権
が
重
要
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
集
会
の
自
由
、
団
結
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
安
全
を
確
保
す
る
た 

め
闘
争
す
る
権
利
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
搾
取
や
抑
圧
が
消
滅
す
る
社
会
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て 

も
、
自
由
の
た
め
に
闘
争
す
る
権
利
は
け
っ
し
て
重
要
さ
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
、
連
帯
の
目
標
を
失
わ
な
い
と
い 

う
枠
の
な
か
で
、
社
会
主
義
建
設
の
た
め
に
容
赦
な
く
事
実
に
即
し
実
際
に
深
く
立
ち
い
っ
た
批
判
を
お
こ
な
う
権
利
と
し
て
生
き 

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
主
義
の
連
帯
は
、
い
ま
や
人
権
に
お
け
る
人
間
が
も
は
や
利
己
的
な
個
人
で
は
な
く
、
マ
ル 

ク
ス
の
予
言
に
従
え
ば
、
そ
の
「固
有
の
カ
」
を
社
会
的•
政
治
的
な
も
の
へ
と
転
化
さ
せ
た
社
会
主
義
的
個
人
で
あ
る
こ
と
を
意 

味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
市
民
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
か
で
住
ん
で
い
た
抽
象
的
—
道
徳
的
彼
岸
か
ら
、

彩
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社
会
化
さ
れ
た
人
間
と
い
う
此
岸
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
や
い
た
る
と
こ
ろ
、
人
権
の
同
じ
旗
が
掲
げ
ら
れ
る
べ
き 

な
の
だ
。
そ
れ
は
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
は
労
働
者
が
抵
抗
権
と
し
て
掲
げ
る
旗
で
あ
り
、
社
会
主
義
諸
国
に
お
い
て
は
労
働
者 

が
社
会
主
義
建
設
の
た
め
の
批
判
の
権
利
と
し
て
、
い
や
む
し
ろ
こ
の
建
設
に
必
要
な
批
判
の
義
務
と
し
て
先
頭
に
掲
げ
る
旗
な
の 

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
定
義
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
官
憲
独
裁
の
社
会
主
義
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
他
方
イ
ン 

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
、
人
権
の
た
め
に
、
人
権
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
宣
言
を
組
織
的
に
お
こ
な
う
た
め
に
闘
争
し
て
い
る
の
に
反 

す
る
の
だ
。

か
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
嘲
笑
し
た
古
い
旗
に
照
明
を
あ
て
る
も
の
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
前
進
し
よ
う
と
す
る
情
熱
ほ
ど
軽
視
さ 

れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
「自
由
は
ひ
と
び
と
を
導
く
」
と
題
さ
れ
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
は
、
ま
さ
に
ず
ば
り
と
、
前
進
す
べ
き
ー 

本
の
道
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
描
き
だ
さ
れ
た
自
由
は
、
同
じ
一
つ
の
前
進
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
古
き
岸
か
ら
身
を
引
き
は
が 

し
、
新
た
な
岸
へ
と
身
を
投
げ
か
け
る
自
由
、
前
に
は
白
昼
を
見
、
後
に
は
暗
夜
を
背
負
う
自
由
で
あ
る
。
古
び
た
も
の
は
、
根
本 

的
に
は
桎
梏
と
化
し
た
生
産
諸
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
七
九
一
年
当
時
に
は
、
新
た
な
岸
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
解
放
さ 

れ
た
利
己
的
個
人
、
自
由
競
争
、
自
由
市
場
、
つ
ま
り
資
本
主
義
的
に
発
展
し
て
ゆ
く
生
産
様
式
、
交
換
様
式
の
領
域
の
な
か
に
横 

た
わ
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
、
先
れ
自
体
と
し
て
は
け
っ
し
て
英
雄
的
で
は
な
い
階
級
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え 

っ
て
、
古
典
的
古
代
の
流
儀
の
な
か
に
英
雄
的
幻
影
を
求
め
る
必
要
を
強
く
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
被
抑
圧
者
を 

解
放
で
き
る
と
い
う
ジ
ャ
ユ
バ
ン
党
の
信
念
の
な
か
の
幻
影
に
関
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
古
典
的
古
代
か
ら
の
借
り
も
の
と
は
全
然 

異
な
る
も
の
が
働
い
て
い
た
。
そ
れ
は
大
き
く
改
善
さ
れ
た
一
種
の
「都
市
国
家
」
の
先
取
り
と
し
て
、
そ
こ
へ
の
前
進
の
先
駆
と 

し
て
働
い
て
い
た
。
そ
れ
は
第
三
身
分(
た
だ
そ
れ
だ
け)

の
解
放
が
け
っ
し
て
獲
得
で
き
な
か
っ
た
道
徳
的
栄
光
を
、
彼
ら
の
仕 

事
に
賦
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。
人
権
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
ベ
ート

・
・

ヴェ

ン
を
し
て
ブ
ル
ー
タ
ス 

の
胸
像
を
彼
の
部
屋
に
飾
ら
せ
、
「
フ
ィ
デ
リ
オ
」
と
第
九
交
響
楽
と
を
解
放
と
迫
り
来
る
歓
喜
の
歌
と
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
す 

な
わ
ち
当
時
の
革
命
的
な
解
放
の
闘
争
の
新
し
い
動
き
の
な
か
に
は
、
全
面
的
な
解
放
と
い
う
最
後
の
通
告
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
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る
。
こ
ラ
し
た
す
べ
て
の
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
が
「革
命
の
精
神
」
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
に
意
味
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
精
神
は
「ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
制
限
」
に
対
抗
し
、
誇
張
と
空
想
と
に
よ
っ
て
再
び
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

従
来
の
さ
ま
ざ
ま
の
革
命
の
社
会
的
任
務
が
い
か
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
ま
た
ま
さ
に
階
級
社
会
一
般
を
止
揚
す
る
も 

の
と
し
て
プP

レ
タ
リ
ア
的
—
社
会
主
義
的
革
命
が
そ
れ
以
前
の
ど
の
革
命
と
い
か
に
際
立
っ
て
異
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
に
も
か 

か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
革
命
を
通
じ
て
統
一
的
な
典
型
的
な
一
致
団
結
し
た
傾
向
が
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え
追
憶
の
か
た
ち
に
せ
よ
自 

由
の
国
へ
と
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
貫
い
て
い
る
の
だ
。
ま
さ
に
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
飛
躍
の
予
想
と
き 

わ
め
て
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
そ
れ
自
体
、
す
で
に
当
面
の
私
企
業
の
解
放
と
い
う
線
を 

は
る
か
に
超
え
て
社
会
主
義
—
ヒ
ュI

マ
ニ
ズ
ム
の
進
歩
的
内
容
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
、
結
果
の
重
み
を
も
っ
て
示
し
た
の
で 

あ
っ
た
。
人
権
の
な
か
に
あ
る
資
本
主
義
的
任
務
を
、
あ
の
よ
う
に
鋭
い
洞
察
を
も
っ
て
検
討
し
た
そ
の
同
じ
マ
ル
ク
ス
は
、 

『聖 

家
族
』
の
な
か
で
、
ジ
ャ
ユ
バ
ン
主
義
者
た
ち
や
彼
ら
の
仕
事
が
そ
の
資
本
主
義
的
任
務
以
外
に
い
か
に
大
き
な
意
義
を
暗
黙
の
う 

ち
に
示
し
て
い
た
か
を
告
げ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
こ
う
し
た
試
練
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
古
い
世
界
状
態
の
理
念
を
超
え
出
る
理
念 

を
生
み
だ
し
た
。
一
七
八
九
年
に
社
会
ク
ラ
ブ(cercle  social)

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
進
行
途
上
で
ル
ク
レI

ル
と
ル
ー
と
を 

そ
の
主
要
な
代
表
者
と
し
、
つ
い
に
は
バ
ブ
ー7

の
陰
謀
を
も
っ
て
一
時
的
敗
北
を
喫
し
た
革
命
的
運
動
は
、
共
産
主
義
の
理
念 

を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
産
主
義
の
理
念
は
、
バ
ブ
ー
フ
の
友
人
ブ
オ
ナn

"

テ
ィ
に
よ
っ
て
、
ー
八
三
〇
年
の
革
命 

の
後
、
ふ
た
た
び
フ
ラ
ン
ス
へ
と
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
念
は
、
徹
底
的
に
仕
上
げ
を
加
え
ら
れ
れ
ば
、
新
し
い
世 

界
状
態
の
理
念
と
な
る
。:
：:
デ
カ
ル
ト
派
唯
物
論
が
本
来
の
自
然
科
学
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
の
と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論 

の
他
の
方
向
は
、
直
接
に
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
に
注
ぎ
こ
ん
で
い
る
。」(
大
月
書
店
版
全
集
、
第
二
巻
、
ー
二
四
、
一
三
六 

ペ
ー
ジ)
。
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そ
れ
ゆ
え
、
あ
の
古
き
三
色
旗
の
な
か
に
は
、
第
四
階
級
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
重
大
な
赤
の
一
片
が
輝
い
て
い
た
の
で
あ
り
、 

こ
の
赤
は
制
限
さ
れ
え
な
い
進
歩
を
示
し
て
い
た
の
だ
。
マ
ル
ク
ス
は
時
代
の
去
勢
状
態
に
対
抗
し
、
貴
族
や
教
会
に
よ
っ
て
説
か 

れ
た
「生
の
原
初
以
来
の
諸
力
」
に
も
と
づ
く
同
盟
に
対
抗
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
歩
の
感
覚
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
目
標
を
喪
失 

し
た
ー
ー
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
抗
し
て
、
こ
の
赤
の
真
の
意
味
を
読
み
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
当
時
の
自
然
法
の
合
言
葉
に
つ 

い
て
も
、
一
方
で
は
そ
の
静
態
的
な
根
本
性
格
を
、
他
方
で
は
抽
象
的
で
不
動
な
根
本
性
格
を
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
、
こ
の 

思
想
を
、
社
会
主
義
的
過
程
と
い
う
さ
ら
に
進
ん
だ
過
程
に
よ
っ
て
止
揚
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
静
態
的
で
あ
っ
た
の 

は
、
「ひ
と
び
と
や
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
利
己
的
人
間
」
と
し
て
の
「人
間
」
で
あ
っ
た
。
抽
象
的
で
不
動
で
あ
っ
た
の
は
、 

古
典
古
代
の
ポ
リ
ス
の
新
し
い
再
興
に
お
い
て
た
だ
模
倣
さ
れ
た
理
想
像
と
し
て
の
「市
民
」、
社
会
的
自
由
の
担
い
手
で
は
な 

く
「寓
意
的
で
道
徳
主
義
的
な
人
格
」
と
し
て
の
「市 

民
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
生
か
さ
る
べ
き
進
歩
と
は
、
政
治
的
な 

市 

民
の
も
つ
自
由
、
平
等
、
友
愛
を
、
生
き
て
い
る
人
間
の
「固
有
の
カ
」
の
な
か
へ
と
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
は 

じ
め
て
、
マ
ル
ク
ス
が
語
っ
た
よ
う
に
、
「人
間
的
解
放
が
達
成
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
同
胞
は
、 

も
は
や
「人
権
」
の
利
己
主
義
に
お
け
る
よ
う
に
自
由
の
制
限
を
意
味
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
の
共
同
体
と
し
て
生
き
つ
づ
け
る
こ 

と
に
な
ろ
う
。 

〔城
塚
登
訳
〕 

*

E
0
邦
一
訳
はー

-NaewncM

 wid  tnenscziche
ミ
ナ
、0e. •
所
載〇

ド
イ
ツ
語
原
文
か
ら
訳
し
た
。
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マ

ル

ク

ス

理

論

に

対

す

る

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

テ

ィ

ッ

ク

な

精

神

分

析

の

適

用

ェ
—
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム 

E
r
i
c
h

 F
r
o
m
m

は
、
精
神
分
析•

哲

学•

政
治
学•

宗
教
に
つ
い
て
の
著
書
や
講
演
で 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
〇
彼
は
コ
戸
ン
ビ
ア
大
学
、

エ
ー
ル
大
学
、

ニ
ュ
ー
・
ス
ク
ー
ル
・
フ 

オ
ア
・
ソI

シ
ャ
ル
・
リ
サI

チ
で
講
義
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ラ
ン
ソ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
精 

神
医
学
・
精
神
分
析
お
よ
び
心
理
学
研
究
所
の
所
員
、
ベ
ニ
ン
ト
ン
大
学
、
ミ
シ
ガ
ン
州
立 

大
学
に
勤
務
。
現
在
、
メ
キ
シ
コ
国
立
大
学
医
学
部
の
精
神
分
析
学
教
授
で
あ
り
、
ま
た
二 

ュI

—
ク
大
学
で
講
義
し
て
い
る
。
著
書
は
、
〔
本
文
の
註
に
あ
る
も
の
の
ほ
か
に
〕
『
夢 

の
精
神
分
析!

忘
れ
ら
れ
た
言
語
—

』、
『
愛

す

る

と

い

う

こ

と

『
人
間
の
勝
利
を
求 

め
て
』
な
ど
が
あ
る
。
彼
は
ー
九
〇
〇
年
に
ブ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
に
生
ま
れ
、
 

ド
イ
ツ
で
心
理
学
・
社
会
学•

哲
学
の
研
究
を
仕
上
げ
、
ベ
ル
リ
ン
精
神
分
析
研
究
所
で
精 

神
分
析
の
訓
練
を
受
け
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
の
可
能
性
を
十
分
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ 

こ
に
お
け
る
人
間
は
、
彼
の
観
念
あ
る
い
は
意
識
か
ら
演
繹
さ
れ
た
人
間
で
は
な
く
し
て
、
肉
体
的
に
し
て
精
神
的
な
諸
性
質
を
有 

す
る
人
間
で
あ
る
。
か
か
る
現
実
的
な
人
間
は
、
真
空
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
生
き
て
お
り
、 

生
き
る
た
め
に
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
で
は
な
く
し
て
全
体
的
人
間
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
思
想
の
関
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心
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
「唯
物
論
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
と
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
主
義
的
— 

機
械
論
的
奇
形
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
偉
大
な
業
績
は
、
経
済
学
的
・
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
そ
の
抽
象
的
で
よ
そ
よ
そ
し
い
表
現
か
ら
解
放
し
て
、
人 

間
に
か
か
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
し
、
そ
し
て
哲
学
と
経
済
学
と
を
人
間
に
適
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
関
心
事
は
人
間 

で
あ
っ
て
、
彼
の
目
標
は
、
物
質
的
利
害
の
支
配
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
人
間
自
身
の
準
備
と
行
動
に
よ
っ
て
周
囲
に
つ
く
り
あ
げ 

ら
れ
た
監
獄
か
ら
、
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
関
心
を
理
解
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
の
理
論
も
理 

解
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
理
論
の
実
践
を
主
張
し
て
い
る
多
く
の
人
に
よ
る
理
論
の
偽
造
を
も
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と 

え
マ
ル
ク
ス
の
主
著
が
『資
本
論
』
と
題
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
労
作
は
、
彼
の
ト
ー
タ
ル
な
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
ス
テ
ッ 

プ
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
哲
学
史
が
そ
の
後
に
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
資
本
の
研
究
は
、
産
業
社
会
に
お
け
る
人 

間
の
不
具
化
さ
れ
た
状
態
を
理
解
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
一
つ
の
批
判
的
道
具
で
あ
っ
た
。
『資
本
論
』
は
、
も
し
彼
が
圭
冃
く
こ 

と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
『人
間
と
社
会
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
大
作
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
著
作
は
、
「若
い
マ
ル
ク
ス
」
の
そ
れ
も
、
『資
本
論
』
の
著
者
と
し
て
の
そ
れ
も
、
心
理
学
的
概
念
に
満
ち
て
い 

る
。
彼
は
、
「人
間
の
本
質
」
と
か
「不
具
化
さ
れ
た
人
間
」
と
い
っ
た
概
念
や
、
「疎
外
」、
「意
識
」、
「情
熱
的
抗
争
」、
「独 

立
」
を
扱
っ
た
が
こ
れ
ら
は
彼
が
と
り
上
げ
た
問
題
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
倫
理
学
を
体
系
的 

心
理
学
の
上
に
基
礎
づ
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
と
対
照
的
に
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
は
、
ほ
と
ん
ど
心
理
学
理
諭
を
含
ん 

で
い
な
い
。
•(
飢
え
や
性
欲
の
よ
う
な)

固
定
し
た
衝
動
と
、
社
会
的
に
生
み
だ
さ
れ
る
流
動
的
衝
動
と
を
区
別
し
て
い
る
断
片
的 

な
指
摘
を
除
け
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
も
、
彼
の
後
継
者
た
ち
の
な
か
に
も
、
何
ら
適
切
な
心
理
学
は
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ 

う
に
心
理
学
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
、
心
理
現
象
を
分
析
す
る
関
心
や
能
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い(
マ
ル
ク
ス
と
エ 

ン
ゲ
ル
ス
と
の
全
往
復
書
簡
を
収
録
し
た
書
物
は
、
無
意
識
の
動
機
に
つ
い
て
、
有
能
な
精
神
分
析
学
者
の
ほ
ま
れ
で
あ
る
よ
う
な 

透
徹
し
た
分
析
の
才
能
を
示
し
て
い
る)
。
そ
の
理
由
は
、
マ
ル
ク
ス
が
人
間
の
問
題
に
適
用
で
き
た
よ
う
な
動
的
心
理
学
が
、
彼
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マルクス理論に対するヒューマニスティックな精神分析の適用

の
生
存
中
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
六
三
年
に
没
し
た
が
、
フ
ロ
イ
ト
が
彼
の
著
作
を
発
表
し
は
じ
め 

た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
死
後
十
年
以
上
も
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
分
析
を
補
う
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
心
理
学
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
た
と
え
多
く
の
修
正
を
要
す 

る
と
は
い
え
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
心
理
学
で
あ
っ
た
。
精
神
分
析
は
、
ま
ず
第
一
に
動
的
心
理
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
、 

人
間
の
行
動
・
動
作
・
感
情•
観
念
を
動
機
づ
け
る
精
神
的
誇
力
を
扱
う
。
こ
れ
ら
の
諸
力
は
、
必
ず
し
も
、
か
か
る
も
の
と
し
て 

見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
観
察
可
能
な
諸
現
象
か
ら
推
論
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
や
変
形
の
な
か
で
研
究
し
て
み
な 

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
と
っ
て
有
益
な
心
理
学
は
、
こ
れ
ら
の
精
神
的
諸
力
の
進
化
を
、
人
間
の
欲 

求
と
、
人
間
が
参
与
し
て
い
る
社
会
的
・
歴
史
的
現
実
と
の
あ
い
だ
の
、
不
断
の
相
互
作
用
の
過
程
と
し
て
み
る
心
理
学
で
も
あ
ら 

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
心
理
学
は
、
ま
さ
に
当
初
か
ら
、
社
会
心
理
学
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
局
そ
れ
は
、
批
判
的
心 

理
学
、
と
く
に
人
間
の
意
識
に
つ
い
て
批
判
的
な
心
理
学
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
が
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
に
対
し
て
も
っ
て 

い
る
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
て
い
の
フ
ロ
イ
ト
主
義
者
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
も
把
握
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
接
触
が 

欠
け
て
い
る
理
由
は
、
双
方
の
側
で
明
白
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
依
然
と
し
て
心
理
学
を
無
視
す
る
伝
統
を
維
持
し
っ
づ 

け
て
い
る
し
、
フ
ロ
イ
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
彼
ら
の
観
念
を
機
械
論
的
唯
物
論
の
枠
組
の
内
部
で
展
開
さ
せ
て
い
る
た
め
に
、 

そ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
の
偉
大
な
発
見
の
発
展
を
妨
げ
、
「史
的
唯
物
論
」
と
両
立
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。 

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
新
し
い
諸
発
展
が
生
じ
て
き
た
。
最
も
重
要
な
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
ヒ
ュ
—
マ-
ー
ズ
ム
の
復
活
で 

あ
っ
て
、
本
書
は
そ
の
証
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
社
会
主
義
の
小
国
や
、
西
側
諸
国
に
お
け
る
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
社 

会
主
義
者
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
、
人
間
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
理
論
を
必
要
と
し
て
い
る
事
実
に
気
づ
き
は
じ
め
た
。 

彼
ら
は
社
会
主
義
が
、
方
向
づ
け
と
献
身
の
体
系
を
求
め
る
人
間
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
や
、
社
会
主
義 

は
、
人
間
と
は
何
か
、
そ
し
て
人
間
生
活
の
意
味
と
目
標
は
何
か
と
い
う
問
い
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
も
気
づ
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き
は
じ
め
て
い
る
。
社
会
主
義
は
、
倫
理
的
規
範
と
精
神
的
発
展
を
目
ざ
す
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
「善
と
は
革
命 

に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
」
〈労
働
者
の
状
態
、
歴
史
的
進
化
な
ど)

と
い
っ
た
空
虚
な
成
句
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。 

他
方
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
考
え
の
基
礎
を
な
す
機
械
論
的
唯
物
論
に
反
対
し
て
精
神
分
析
学
の
陣
営
で
生
じ
た
批
判
は
、
精 

神
分
析
の
、
と
く
に
リ
ビ
ド
ー
理
論
の
批
判
的
再
評
価
へ
と
導
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析
と
の
双
方
の
考
え
が
発
展
し
た 

こ
と
に
よ
っ
て
、
動
的•
批
判
的
な•
社
会
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
心
理
学
の
活
用
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
な
ら
び
に
社
会
主
義 

的
実
践
の
い
っ
そ
う
の
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
を
め
ぐ
っ
て
集
中
す
る
理
論
は
、
——

そ
れ
が 

人
間
の
現
実
と
の
接
触
を
失
う
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
——

も
は
や
心
理
学
な
し
に
は
理
論
と
し
て
存
続
し
え
な
い
こ
と
を
、
ヒ
ュ 

1

マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
認
識
す
る
と
き
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
私
は
、
ヒ
ュI

マ
ユ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
な
精
神
分
析
学
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
諸
問
題
、
あ
る
い
は
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
諸
問
題
の
い
く
つ
か
を
指
摘
し
た
い
と
思h

°1) 

扱
わ
れ
る
べ
き
第
一
の
問
題
は
、
「社
会
的
性
格
」
の
問
題
で
あ
る
。
社
会
的
性
格
と
は
、
あ
る
集
団(
た
と
え
ば
ネ
イ
シ
ョ
ン 

と
か
階
級)

に
共
通
す
る
性
格
の
母 

体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
成
員
の
行
動
と
思
想
と
を
効
果
的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
概
念
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
性
格
概
念
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
性
格
の
動
蝕
极
性
質
に
あ
る
。
フ
ユ
イ 

卜
は
性
格
と
い
う
も
の
を
、
リ
ビ
ド
ー
的
統
争
の
、
す
な
わ
ち
あ
る
根
源
か
ら
発
し
て
あ
る
目
標
へ
向
け
ら
れ
た
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ 

1

の
、
多
様
な
種
類
の•
相
対
的
に
安
定
し
た
表
明
と
し
て
考
え
て
い
た
。
口
唇
的
、
肛
門
的
、
生
殖
的
性
格
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の 

概
念
に
お
い
て
、
彼
は
、
人
間
の
性
格
に
つ
い
て
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
白
な
抗
争
の
結
果
と
し 

て
、
行
動
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
抗
争
の
方
向
と
強
度
は
、
「性
感
帯
」
(
ロ 
・
肛
門•
性
器)

に
関 

す
る
幼
児
期
経
験
の
結
果
で
あ
り
、
体
質
上
の
要
素
は
別
と
し
て
、
リ
ビ
ド
ー
の
発
展
の
主
た
る
責
任
は
両
親
の
行
動
に
あ
る
、
と 

フ
ロ
イ
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

社
会
的
性
格
の
概
念
は
、
一
つ
の
集
団
に
共
通
な
性
格
構
造
の
母
体
と
関
連
し
て
い
る
。
「社
会
的
性
格
」
形
成
に
お
け
る
基
礎 

的
要
因
は
、
生
産
樣
式
な
ら
び
に
結
果
と
し
て
生
じ
る
社
会
的
成
層
に
よ
っ
て
構
成
$'
か
た
も
か
と
し-
C'
・
、
か
・
の
筹
膨
で
あ
る
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と
仮
定
さ
れ
る
。
「批
会
的
性
格
」
と
は
、
特
定
の
社
会
の
機
能
化
に
役
立
つ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
所
身
の
社
会
に
か
た
ち
づ
く
ら 

れ
る
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
特
定
の
構
造
で
あ
る
。
平
均
的
人
間
は
、
社
会
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
る 

よ
う
な
仕
方
で
働
く
た
め
に
、
彼
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
な
す
よ
う
に
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、 

社
会
過
程
に
お
い
て
は
、
(
土
を
耕
し
た
り
、
道
路
を
建
設
し
た
り
す
る
労
働
者
た
ち
の)

単
純
な
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、 

部
分
的
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
そ
し
て
一
部
分
は
、
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
特
殊
な
諸
形
態
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
他
の
部
族
の
襲
撃 

や
掠
奪
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
原
始
民
族
の
一
員
は
、
戦
闘
・
殺
傷
・
掠
奪
を
大
い
に
好
む
勇
士
の
性
格
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
平
和
な
農
耕
部
族
の
成
員
は
、
暴
力
に
反
対
し
、
協
力
的
傾
向
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
封
建
社
会
は
、
そ
の
成
員
が 

権
威
に
服
従
し
よ
う
と
努
力
し
、
お
上
を
尊
敬
す
る
と
き
に
の
み
、
よ
く
機
能
す
る
。
資
本
主
義
は
、
労
働
を
熱
望
し
、
訓
練
さ
れ
、 

几
帳
面
で
、
金
銭
上
の
取
得
を
主
な
関
心
と
し
て
も
ち
、
生
活
上
の
主
要
原
理
が
生
産
と
交
換
の
結
果
と
し
て
の
利
潤
で
あ
る
よ
う 

な
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
の
み
、
機
能
す
る
。
ー
九
世
紀
に
お
け
る
資
本
主
義
ば
節
約
を
好
む
人
間
を
必
要
と
し
た
が
、
二
〇
世
紀
の 

な
か
ば
の
資
本
主
義
は
、
消
費
し
て
浪
費
す
る
こ
と
に
情
熱
的
な
関
心
を
も
つ
人
間
を
必
要
と
す
る
。
社
会
的
性
格
は
、
人
間
の
エ 

ネ
ル
ギ
ー
が
、
社
会
過
程
に
お
け
る
生
産
力
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
。 

社
会
的
性
格
は
、
一
社
会
の
利
用
し
う
る
影
響
の
い
っ
さ
い
の
手
段(
社
会
の
教
育
組
織
・
宗
教•
文
学•
歌•
冗
談•
慣
習
・ 

と
く
に
両
親
の
育
児
法)

に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。
個
人
の
性
格
構
造
は
、
生
後
五
年
な
い
し
六
年
の
あ
い
だ
に
、
か
な
り
の
程
度 

ま
で
形
成
さ
れ
る
か
ら
、
両
親
の
育
児
法
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
両
親
の
影
響
は
、
古
典
的
な
精
神
分
析
家
た
ち
が
信
じ 

た
よ
う
に
は
、
本
質
的
に
個
人
的
ま
た
は
偶
然
的
な
影
響
で
は
な
い
。
両
親
と
い
う
の
は
、
彼
ら
自
身
の
性
格
と
教
育
方
法
の
双
方 

を
通
じ
て
、
本
来
、
社
会
の
代
理
人
で
あ
っ
て
、
両
親
相
互
の
相
違
は
小
さ
い
程
度
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
相
違
は
通
常
、 

社
会
的
に
望
ま
し
い
社
会
的
性
格
の
母
体
を
創
造
す
る
彼
ら
の
影
響
を
減
ら
し
は
し
な
い
。

所
与
の
す
べ
て
の
社
会
に
お
け
る
生
活
実
践
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
社
会
的
性
格
の
概
念
を
定
式
化
す
る
エ 

た
め
の
必
要
条
件
は
、
フP

イ
ト
の
性
格
概
念
の
基
礎
で
あ
る
彼
の
リ
ビ
ド
ー
理
論
を
、
修
正
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
リ
ビ
ド
—
理
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論
は
、
機
械
と
し
て
の
人
間
の
機
械
論
的
概
念
に
根
ざ
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の(
自
己
保
存
へ
の
衝
動
と
は
別
な) 

リ
ビ
ド
ー
は
、
「快
楽
原
理
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
増
大
し
た
リ
ビ
ド
ー
に
よ
る
緊
張
を
正
常
な
レ
ベ
ル
に
引
き
戻
す
と
考
え
ら 

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
〔フ
ロ
イ
ト
の
リ
ビ
ド
ー
〕
概
念
と
は
対
照
的
に
、
私
は
、
本
来
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
多
様
な
努
力 

が
、(
事
物
の)

「同
化
」
と
、(
人
間
の)

「社
会
化
」
へ
の
欲
求
の
結
果
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
主
た
る
情
熱
を 

構
成
す
る
同
化
と
社
会
化
と
の
諸
形
式
が
、
彼
が
生
活
し
て
い
る
社
会
構
造
に
依
存
す
る
こ
と
を
、
(
と
く
に
『人
間
に
お
け
る
自 

由
』
に
お
い
て)

示
そ
う
と
努
力
し
た
。
こ
の
概
念
に
お
け
る
人
間
は
、
対
象
——

人
間
な
ら
び
に
自
然
—

へ
向
か
う
情
熱
的
努 

力
と
、
世
界
に
対
し
て
自
分
自
身
を
関
係
づ
け
る
人
間
の
欲
求
と
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

社
会
的
性
格
の
概
念
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
お
い
て
は
十
分
に
取
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
重
要
な
諸
問
題 

に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

な
ぜ
一
つ
の
社
会
は
、
そ
の
成
員
た
ち
が
組
織
の
も
と
で
悩
み
な
が
ら
も
、
ま
た
そ
の
組
織
へ
の
忠
誠
は
彼
ら
に
と
っ
て
有 

害
で
あ
る
と
彼
ら
の
理
性
が
自
分
に
い
い
き
か
せ
て
い
よ
う
と
も
、
な
お
多
く
の
成
員
の
忠
誠
を
獲
得
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
の 

だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
彼
ら
の
人
間
存
在
と
し
て
の
リ
ア
ル
な
関
心
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
影
響
や
洗
脳
に
よ
っ
て 

生
み
だ
さ
れ
る
虚
偽
の
関
心
よ
り
も
重
要
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
階
級
状
況
の
意
識
や
、
社
会
主
義
の
利
益
に
つ
い
て
の 

意
識
が
、
マ
ル
ク
ス
が
信
じ
て
い
た
ほ
ど
に
は
効
果
的
で
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
社
会
的
性
格
の 

現
象
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
あ
る
社
会
が
、
そ
の
平
均
的
人
間
の
性
格
構
造
を
、
彼
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を 

な
す
こ
と
を
好
む
よ
う
に
か
た
ち
づ
く
る
の
に
成
功
す
れ
ば
、
人
間
は
、
そ
の
社
会
が
彼
に
課
す
、
ま
さ
に
そ
の
状
態
に
満
足
す
る 

も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
イ
プ
セ
ン
の
劇
中
人
物
が
い
っ
た
よ
う
に
、
彼
が
な
し
う
る
こ
と
だ
け
を
彼
は
欲
す
る
か
ら
、
彼
が
し
た
い 

と
思
う
こ
と
は
何
で
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
服
従
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
的
性
格
は
、
不
具
化
し
た
生 

格
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
具
化
し
て
い
よ
う
と
、
い
ま
い
と
、
そ
の
よ
う
な
性
格
は
、
そ
れ
固
有
の
機
能
の
ゆ
え
に
、
服
従
的
人
間 

を
獲
得
す
る
と.
い
う
社
会
の
目
的
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑵
 

また?±
会
的
性
格
と
い
う
概
念
は
、
社
会
の
物
質
的
土
台
と
「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
構
造
」
と
の
あ
い
だ
の
関
連
の
説
明 

に
も
役
立
つ
。
マ
ル
ク
ス
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
上
部
構
造
は
経
済
的
土
台
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
と
、
し
ば 

し
ば
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
解
釈
は
正
し
く
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
お
い
て
は
事
実
と
し
て
、
土
台
と
上
部
構
造
と
の
関 

係
の
本
質
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
動
的
心
理
学
の
理
論
は
、
社
会
が
社
会
的
性
格
を
生
み
だ
す
こ
と
、
そ
し
て
社
会 

的
性
格
が
、
そ
れ
に
適
合
し
た
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
観
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギI

を
生
み
だ
し
た
り
、
持
続
し
た
り
す
る
傾 

向
が
あ
る
こ
と
を
、
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
る
社
会
的
性
格
を
創
造
し
た
り
、
逆
に
あ
る
観
念
を
創
造
す
る
の
は
、
経 

済
的
土
台
だ
け
で
は
な
い
。
観
念
は
、
ひ
と
た
び
創
造
さ
れ
る
と
、
社
会
的
性
格
に
影
響
を
与
え
、
間
接
に
は
社
会
的
な
経
済
構
造 

に
影
響
を
与
え
る
。
私
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
社
会
的
性
格
が
、
社
会
・
経
済
的
構
造
と
、
社
会
に
お
い
て
優
勢
な
観
念 

•
理
想
と
の
あ
い
だ
の
中
間
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
済
的
土
台
か
ら
観
念
へ
、
観
念
か
ら
経
済
的
土
台
へ
と
向 

か
う
二
つ
の
方
向
に
お
け
る
中
間
項
で
あ
る
。
次
の
図
式
は
、
こ
の
概
念
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

経
済
的
土
台(econom

ic  basis)
J  

ブ

社
会
的
性
格(social  character)

I  

‘ 

ノ

"
観
念
お
よ
び
理
想 

(ideas  and  ideals)

⑶
 

社
会
的
性
格
の
概
念
は
、
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
社
会
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
用
い
ら
れ
る
か
を
、
ち
ょ
う
ど
他
の
す 

ベ
て
の
原
料
が
そ
の
社
会
の
欲
求
や
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
、
実
際 

非
常
に
し
な
や
か
な
自
然
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
い
か
な
る
目
的
に
も
役
立
つ
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

人
間
は
、
憎
悪
す
る
よ
う
に
も
協
力
す
る
よ
う
に
も
、
服
従
す
る
よ
う
に
も
反
抗
す
る
よ
う
に
も
、
苦
痛
を
享
受
す
る
よ
う
に
も
幸 

福
を
享
受
す
る
よ
う
に
も
、
つ
く
ら
れ
る
。
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⑷
 

こ
の
こ
と
は
す
べ
て
正
し
い
と
は
い
え
、
人
間
は
、
自
分
の
人
間
的
諸
力
を
十
分
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自 

分
の
存
在
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
正
し
い̂

社
会
が
人
間
を
不
具
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
た
と
い
彼
は
意
識
的 

に
は
自
分
の
運
命
に
満
足
し
て
い
よ
う
と
も
、
彼
は
い
っ
そ
う
病
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
無
意
識
の
う
ち
で
は
、
彼
は
不
満
を
も
つ 

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
不
満
こ
そ
が
、
自
分
を
不
具
に
す
る
社
会
形
態
を
、
彼
が
結
局
に
お
い
て
変
革
し
よ
う
と
さ
せ
る 

要
素
で
あ
る〇

も
し
彼
が
変
革
し
え
な
い
と
し
て
も
、
異
常
な
こ
の
病
源
性
の
社
会
は
死
に
絶
え
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
変
革
と
革
命 

は
、
社
会
組
織
の
よ
り
古
い
形
態
と
葛
藤
す
る
新
し
い
生
産
力
に
よ
っ
て
だ
け
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
非
人
間
的
な
社
会
状
態
と
不 

変
の
人
間
的
欲
求
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
に
よ
っ
て
も
、
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
。
人
間
に
対
し
て
は
、
大
て
い
の
こ
と
は
何
で
も
す
る
こ 

と
が
で
き
る
が
、
で
き
る
と
は
い
っ
て
も
、
大
て
い
の
こ
と
が
で
き
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
自
由
を
求
め
る
人
間
の
闘
争
の
歴
史
が
、 

こ
の
原
理
を
最
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

⑸
 

社
会
的
性
格
の
概
念
は
、
一
般
的
考
察
へ
導
く
理
論
的
概
念
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
、
多
様
な
「社
会
的
性
格
」 

の
ど
の
範
囲
が
、
所
与
の
社
会
ま
た
は
社
会
階
級
の
う
ち
に
あ
る
か
を
見
出
そ
う
と
す
る
経
験
的
研
究
に
と
っ
て
有
益
で
あ
り
、
重 

要
で
あ
る
。
「農
民
的
性
格
」
を
、
利
己
主
義
的
、
貯
蔵
的
、
頑
固
で
、
協
同
す
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
時
間
と
几
帳
面
さ
の
セ
ン 

ス
に
乏
し
い
も
の
と
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
症
候
群
を
も
つ
特
性
は
、
多
様
な
特
性
を
合
計
し
た
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、 

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
満
し
た
ー
つ
の
構
造
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
構
造
を
変
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
暴
力
あ
る
い
は
無
言
の
組
織
的
妨
害 

に
よ
る
強
力
な
抵
抗
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
利
益
で
さ
え
も
、
容
易
に
は
、
ど
ん
な
効
果
を
も
生
み
だ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
症
候
群
は
、
そ
の
存
在
を
、
数
千
年
に
わ
た
る
農
民
生
活
の
特
徴
を
も
ち
つ
づ
け
た
共
通
の
生
産
様
式
に
負
う
て
い
る
。
同
様 

の
こ
と
は
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
下
層
中
産
階
級
—

そ
れ
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
政
府
に
つ
か
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ア
メ
リ
カ
内
部
の 

貧
し
い
白
人
で
あ
ろ
う
と!
!

に
対
し
て
も
、
あ
て
は
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
積
極
的
な
文
化
的
刺
激
の
欠
如
、
彼
ら
の
社
会
を 

前
進
さ
せ
る
潮
流
に
よ
っ
て
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
に
対
す
る
怨
恨
、
か
つ
て
は
彼
ら
に
誇
り
を
与
え
た
イ
メ
ー
ジ
を 

破
壊
し
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
へ
の
憎
悪
が
、
一
つ
の
性
格
症
候
群
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
を
愛
す
る
こ
と(
死
体
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愛
好
症necrophiHay  
血
と
土
へ
の
激
し
い
悪
性
の
固
着
、
強
度
の
集
団
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム(
こ
れ
は
激
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と 

人
種
差
別
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る)

に
仕
立
て
ら
れ
褊)
最
後
に
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
工
業
労
働
者
の
性
格
構
造
は
、
几 

帳
面
で
、
規
律
正
し
く
、
チ
ー
ム
ワI

ク
の
能
力
が
あ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
工
業
労
働
者
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め 

に
最
低
必
要
な
症
候
群
で
あ
る(
そ
の
他
の
、
依
存
—

独
立
、
関
心!
I

無
関
心
、
能
動
性
！

受
動
性
と
い
っ
た
相
違
は
、
今 

日
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
労
働
者
の
性
格
構
造
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
無
視
す
る
〉。 

⑹

社
会
的
性
格
と
い
う
概
念
の
最
も
重
要
な
適
用
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
ら
れ
た
社
会
主
義 

社
会
の
本
来
の
社
会
的
性
格
を
、
財
産
と
富
と
の
所
有
が
中
心
的
な
欲
望
で
あ
っ
た
ー
九
世
紀
資
本
主
義
か
ら
も
、
ま
た
高
度
に
産 

業
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
い
っ
そ
う
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
る
二
〇
世
紀(
資
本
家
ま
た
は
共
産
主
義
者)

の
社
会
的
性
格
、
す
な 

わ
ち
消
費
人(
ギm0 CM

&m
e

旗)

の
社
会
的
性
格
か
ら
も
、
区
別
す
る
こ
と
に
あ
る̂ 

消
費
人
は
、
必
ず
し
も
第
一
に
物
を
所
有
す
る
こ
と
を
目
標
と
は
せ
ず
、
ま
す
ま
す
消
費
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
彼
の
内
的
空 

虚
・
受
動
性•
孤
独•
不
安
を
償
う
こ
と
を
主
目
標
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
巨
大
企
業
、
巨
大
産
業
や
政
治
機
構
や
労
働
の
官
僚
制 

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社
会
で
は
、
自
分
の
労
働
環
境
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
個
人
は
、
無
能
力
・
孤
独
“退
屈
・
不
安 

を
感
じ
る
。
同
時
に
、
大̂
^

産
業
の
求
め
る
利
潤
へ
の
欲
求
は
、
広
告
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
、
個
人
を
、
大
食
家
に
、
ま
す
ま 

す
消
費
す
る
こ
と
を
欲
す
る
永
遠
の
乳
児
に
変
え
て
し
ま
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
消
費
品
と
な
る
。
す
な
わ
ち
タ 

パ
コ
・
酒
類•
セ
ッ
ク
ス•
映
画
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
旅
行
、
そ
し
て
教
育•
書
籍
・
講
演
で
さ
え
も
消
費
品
と
な
る
。
新
し
い
人 

為
的
な
需
要
が
創
造
さ
れ
、
ひ
と
び
と
の
趣
味
が
操
作
さ
れ
る
。
(
消
費
人
の
性
格
は
、
そ
の
最
も
極
端
な
か
た
ち
と
し
て
は
、
よ 

く
知
ら
れ
た
精
神
病
理
学
的
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
隠
さ
れ
た
抑
圧
と
不
安
の
代
償
と
し
て
、
過
食•
買
い
過
ぎ•
ア
ル
コ
ー
ル 

中
毒
へ
逃
避
す
る
抑
圧
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
不
安
な
人
間
の
多
く
の
場
合
に
み
ら
れ
る)
。
消
費
欲(
フ
ロ
イ
ト
が
「
口
唇
—
受
容 

的
性
格
」
と
よ
ん
だ
極
端
な
形
態)

は
、
現
代
の
産
業
化
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
、
有
力
な
精
神
的
力
と
な
る
。
消
費
仆
は
、
無
意 

識
の
う
ち
で
は
自
分
の
退
屈
さ
と
受
動
性
に
悩
ん
で
い
る
の
に
、
幸
福
で
あ
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
も
っ
て
い
る
。
彼
が
機
械
を
支
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配
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
間
存
在
と
し
て
は
彼
が
無
力
と
な
る
。
よ
り
多
く
消
費
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
産
業
組
織
が
つ
く
り
だ
し
て 

操
作
す
る
た
え
ず
増
大
す
る
需
要
の
奴
隸
と
な
る
。
彼
は
、
ス
リ
ル
や
興
奮
を
喜
び
や
幸
福
と
取
り
違
え
、
物
質
的
安
楽
を
生
き
が 

い
と
取
り
違
え
る
。
満
足
さ
せ
ら
れ
た
貪
欲
が
人
生
の
意
義
と
な
り
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
一
つ
の
新
し
い
宗
教
と
な
る
。
消
費 

す
る
自
由
が
人
間
的
な
自
由
の
本
質
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
消
費
の
精
神
は
、
マ
ル
ク
ス
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
社
会
主
義
の
精
神
と
ち
ょ
う
ど
反
対
の
も
の
で
あ 

る
。
彼
は
、
資
本
主
義
に
生
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
危
険
を
、
は
っ
き
り
と
見
た
。
彼
の
目
標
は
、
人
間
が
多
く
の
も
の
を
所
有
し
た 

リ
、
，使
用
し
た
り
す
る
社
会
で
は
な
く
、
人
間
が
豊
か
で
あ
る
社
会
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
が
貪
欲
の
奴
隸
で
は
な
く
、 

十
分
に
醒
め
た
、
生
き
生
き
と
し
た
、
感
受
性
の
あ
る
人
間
に
な
れ
る
よ
う
に
、
物
質
的
貪
欲
の
鎖
か
ら
人
間
を
解
放
し
よ
う
と
し 

た
。
「あ
ま
り
に
も
多
く
の
有
用
物
の
生
産
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
無
用
の
人
間
の
創
造
を
も
た
ら
す
」
と
、
マ
ル
ク
ス
は
書
い
た 

(
『経
済
学•
哲
学
草
稿
』)
。
彼
は
、
極
端
な
貧
乏
が
人
間
を
十
分
に
人
間
的
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
廃
止
し
ょ 

う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
個
人
が
自
分
の
貪
欲
の
囚
人
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
極
端
な
富
を
も
防
ご
う
と
し
た
。
彼
の
目
標
は
、 

消
費
の
最
大 

(m
axim

um
)  

で
は
な
く
最
適
度 (optim

um
)  

で
あ
り
、
よ
り
十
分
に
し
て
よ
り
豊
か
な
生
活
の
一
手
段
と
し
て 

役
立
つ
純
粋
な
人
間
的
欲
求
の
満
足
で
あ
-*'
た
。

物
質
的
貪
欲
の
満
足
で
あ
る
資
本
主
義
の
精
神
が
、
計
画
経
済
に
よ
っ
て
そ
れ
を
抑
制
し
う
る
方
法
を
も
っ
て
い
る
共
産
主
義
な 

ら
び
に
杜
会
主
義
諸
国
を
征
服
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
歴
史
的
な
皮
肉
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
そ
れ
自
身
の
論
理
を
も
つ 

て
い
る
。
資
本
主
義
の
物
質
的
成
功
は
、
共
産
主
義
が
勝
利
を
収
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貧
乏
国
に
と
っ
て
、
非
常
に
印
象
的
で
あ
っ 

た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
社
会
主
義
の
勝
利
と
い
う
こ
と
が
、
資
本
主
義
と
の
競
争
に
成
功
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
、
資
本
主 

義
の
精
神
の
内
部
で
考
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
、
経
済
的
生
産
の
発
展
で
は
な
く
人
間
の
発
展
が
主
な
目
標 

で
あ
る
よ
う
な
社
会
と
な
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
貧
乏
国
の
工
業
化
を
資
本
主
義
よ
り
も
早
く
達
成
で
き
る
組
織
に
堕
落
し
て
し
ま 

う
危
険
が
あ
る
。
こ
の
発
展
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
主
義
が
、
マ
ル
ク
ス
の
「唯
物
論
」
の
粗
雑
な
脚
色
を
受
け
い
れ
て
、
資
本
主
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義
諸
国
で
や
っ
た
の
と
同
じ
く
、
マ
ル
ク
ス
を
そ
の
最
犬
の
代
表
者
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
精
神
的
伝
統
と
の
接
触
を
失
っ
た 

と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
お
し
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。

社
会
主
義
諸
国
が
、
彼
ら
の
住
民
の
正
当
な
物
質
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
問
題
を
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ 

る
(
そ
し
て
合
衆
国
で
さ
え
も
、
住
民
の
四
〇
バI

セ
ン
ト
は
「富
裕
で
」
は
な
い
の
で
あ
る)
。
し
か
し
社
会
主
義
経
済
学
者
・ 

哲
学
者
お
よ
び
心
理
学
者
た
ち
が
、
最
適
度
の
消
費
と
い
う
目
標
が
容
易
に
最
大
の
消
費
と
い
う
目
標
へ
変
化
し
う
る
と
い
う
危
険 

に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義
理
論
家
た
ち
の
課
題
は
、
人
間
的
欲
求
の
本
性
を
研
究
す
る
こ 

と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
を
い
っ
そ
う
生
き
生
き
と
し
た
感
受
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
望
む
純
粋
な
人
間
的
欲
求
と
、
人
間 

を
弱
く
し
、
い
っ
そ
う
受
動
的
で
退
屈
に
し
、
事
物
に
対
す
る
貪
欲
の
奴
隸
と
な
り
や
す
い
、
資
本
主
義
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
人 

造
的
号

th
s.3
 
欲
求
と
の
あ
い
だ
を
区
別
す
る
基
準
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
生
産
そ
の
も
の
を
制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
的
消
費
の
最
適
度
の
欲
求 

が
ひ
と
た
び
達
成
さ
れ
た
ら
、
学
校
・
図
書
館•
劇
場
・
公
園•
病
院•
公
共
の
運
輸
な
ど
の
、
社
会
的
消
費
の
た
め
の
手
段
の
生 

産
に
、
も
っ
と
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
度
に
産
業
化
さ
れ
た
国
家
に
お
け
る
個
人
消
費
の
無
限
の
増
加
は
、 

競
争
・
貪
欲
・
妬
み
が
、
私
有
財
産
に
よ
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
無
制
限
の
私
的
消
費
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
社 

会
主
義
理
論
家
た
ち
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
の
目
標
が
、
消
費
人
の
創
造
で
は
な
く
て
、
生
産
様
式
が
全
体
的 

人
間
の
十
全
な
発
展
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
産
業
社
会
の
形
成
に
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
社
会
主
義
社
会
は
、
人
間
存
在
が
生
活
し
発 

展
す
る
の
に
適
し
た
産
業
社
会
で
あ
る
こ
と
を
、
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑺
 

社
会
的
性
格
の
研
究
を
可
能
に
す
る
経
験
的
な
諸
方
法
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
なW

究
の
目
標
は
、
住
民
全
体
の
内
部
お
よ
び 

各
階
級
内
部
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
症
候
群
の
範
囲
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
の
症
候
群
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
強
度
、
社
会 

的
—
経
済
的
諸
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
新
し
い
、
あ
る
い
は
矛
盾
す
る
諸
要
素
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う 

な
変 

形
は
、
す
べ
て
、
現
存
し
て
い
る
性
格
構
造
の
強
さ
、
変
化
の
過
程
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
を
容
易
に
す
る
程
度
を
洞
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察
さ
せ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
洞
察
は
、
農
業
か
ら
産
業
主
義
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
諸
国
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、 

同
様
に
資
本
主
義
ま
た
は
国
家
資
本
主
義
の
も
と
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
疎
外
さ
れ
た
状
態
の
も
と
に
あ
る
労
働
者
が
、
真
正
の
社
会 

主
義
の
状
態
へ
推
移
す
る
問
題
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
政
治
的
行
動
へ
の
手
引
き
で
あ
る
。
も
し 

私
が
、
世
論
調
査
に
よ
っ
て
た
し
か
め
ら
れ
た
国
民
の
政
治
的
「意
見
」

(〇pinion)

を
知
り
さ
え
す
れ
ば
、
近
い
将
来
に
お
い
て 

国
民
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
そ
う
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
私
が
、
(
ち
ょ
う
ど
い
ま
は
ま
だ
意
識
的
に
は
表
明
さ 

れ
て
い
な
い)

精
神
的
諸
力
、
た
と
え
ば
民
族
主
義
・
好
戦
あ
る
い
は
平
和
愛
好
心
の
強
さ
を
知
り
た
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
性
格 

の
研
究
が
、
社
会
過
程
に
お
い
て
働
き
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
あ
い
ま
い
な
諸
力
の
強
さ
と

(3)

方
向
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
性
格
デ
—
タ
を
得
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
諸
方
法
を
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
紙
面
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
方
法 

が
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
合
理
化)

を
、
内
的
で
通
常
無
意
識
な
現
実
の
表
現
だ
と
信
じ
る
誤
り
を
避
け 

る
こ
と
で
あ
る
。
非
常
に
有
効
な
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
ー
つ
の
方
法
は
、
自
由
質
問
紙
に
よ
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
答
え
か
ら
、 

彼
ら
が
無
意
図
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「歴
史
上
最
も
崇
拝 

す
る
人
物
は
誰
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
ざ
答
え
が
「
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
、
ネ
ロ
、
マ
ル
ク
ス
、
レ
—-
ー
ン
」
で
あ
り
、
別
の 

人
の
答
え
が
「ソ
ク
ラ
テ
ス
、
パ
ス
ト
ウ
ー
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
一
の
回
答
者
は
権
力
と
厳
格 

な
権
威
の
崇
拝
者
で
あ
り
、
第
二
の
回
答
者
は
、
人
生
の
世
話
の
た
め
に
働
く
人
や
人
類
の
恩
人
を
崇
拝
す
る
人
で
あ
る
こ
と
が
推 

定
さ
れ
る
。
拡
大
さ
れ
た
投
射
質
問
表
調
査
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
の
人
間
の
性
格
構
造
の
信
頼
す
る
に
足
る
像
を
得
る 

こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
投
射
検
査
法
は
、
大
好
き
な
冗
談
・
歌
・
物
語•
観
察
で
き
る
行
動(
と
く
に
、
精
神
分
析
的
観
察 

に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
「小
行
動
」)

の
分
析
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
確
な
結
果
を
得
る
の
を
助
け
る
。
方
法
論
的
に
は
、
こ
れ
ら 

す
べ
て
の
研
究
に
お
け
る
主
な
強
調
点
は
、
生
産
様
式
と
、
結
果
と
し
て
生
じ
る
階
級
的
成
層
と
に
、
彼
ら
が
形
成
す
る
最
も
重
要 

な
性
格
特
性
と
症
候
群
に
、
そ
し
て
こ
れ
ら
二
組
の
デ
ー
タ
の
あ
い
だ
の
関
係
に
お
か
れ
る
。
層
化
抽
出
法
に
よ
り
、
全
国
民
あ
る
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い
は
大
き
な
社
会
階
級
の
研
究
が
、
調
査
に
お
け
る
千
人
以
下
の
ひ
と
び
と
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
と
な
る
。 

分
析
的
な
社
会
心
理
学
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
は
、
フ
ロ"
イ
ト
が
無
意
識
と
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ト
は 

主
と
し
て
個
人
的
抑
圧
に
関
心
を
も
っ
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
心
理
学
研
究
者
は
、
「社
会
的
無
意
識
」
に
最
も 

関
心
を
寄
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
は
、
大
集
団
に
共
通
し
て
い
る
内
的
現
実
の
抑
圧
と
関
連
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
社
会
は
、 

そ
の
成
員(
ま
た
は
特
定
階
級
の
成
員)

が
、
——

も
し
彼
ら
が
意
識
し
た
と
し
た
ら!
|

社
会
的
に
「危
険
な
」
思
想
あ
る
い
は 

行
動
に
導
か
れ
て
し
ま
う
衝
動
に
気
づ
か
ぬ
よ
う
に
、
全
力
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
効
果
的
な
潜
在
意
識
抑
制
力
は
、
印
刷 

さ
れ
た
言
葉
や
話
さ
れ
た
言
葉
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
生
ぜ
ず
、
思
想
が
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち 

危
険
な
意
識
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
当
然
、
社
会
的
意
識
の
内
容
は
、
社
会
構
造
の
多
く
の
形
態
に
応
じ
て
異
な
る
。 

二
、
三
の
例
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
攻
撃
性
・
反
逆
性•
依
存
・
孤
独"
不
幸
・退
屈
な
ど
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
た
衝
動
は
、
抑
圧
さ 

れ
た
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
を
否
定
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ!

か
、
そ
の
反
対
の
も
の
を
肯
定
す
る
イ
デ 

オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
産
業
社
会
に
お
け
る
退
屈
し
不
安
で
不
幸
な
人
間
は
、
自
分
が
幸
福 

で
あ
り
、
慰
み
に
充
ち
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
教
え
こ
ま
れ
て
い
る
。
他
方
の
社
会
で
は
、
人
間
は
思
想
と
表
現
の
自
由
を
奪
わ 

れ
、
た
と
え
い
ま
は
、
彼
の
指
導
者
だ
け
が
か
の
自
由
の
名
に
お
い
て
語
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
彼
は
自
由
の
最
も
完
全
な
形 

態
に
ほ
と
ん
ど
達
し
た
と
考
え
る
よ
う
に
教
え
こ
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
組
織
に
お
い
て
は
、
人
生
を
愛
す
る
こ
と
が
抑
圧
さ
れ
、
そ 

の
か
わ
り
に
財
産
を
愛
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
別
の
組
織
に
お
い
て
は
、
疎
外
を
自
覚
す
る
こ
と
が
抑
圧
さ
れ
、
そ
の
か 

わ
り
に
「社
会
主
義
国
家
に
お
い
て
は
疎
外
は
あ
り
え
ぬ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
。 

無
意
識
の
現
象
を
表
現
す
る
別
の
方
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
用
語
で
そ
れ
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
意
識
と 

は
、
人
間
は
自
分
の
決
定
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
る
の
に
、
彼
の
背
後
で
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
力
の 

全
体
を
い
う
。
あ
る
い
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「経
済
人
は
、
自
分
の
意
図
と
は
無
関
係
な
目
的
を
促
進
す 

る
見
え
ざ
る
手
に
よ
っ
て
、
導
か
れ
る
」。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
見
え
ざ
る
手
は
仁
愛
の
手
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
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ス
(
と
フ
ロ
イ
ト)

に
と
っ
て
は
危
険
な
手
で
あ
っ
た
。
見
え
ざ
る
手
は
、
そ
の
効
果
を
奪
わ
れ
る
た
め
に
、
隠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
か
ら
で
あ
る
。
意
識
は
、
社
会
現
象
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
意
識
は
大
て
い
虚
偽
の
意
識
で
あ
り
、
抑
圧
す
る
諸
力
の 

働
き
で
あ
る
。
意
識
と
同
じ
く
、
無
意
識
も
ま
た
社
会
現
象
で
あ
っ
て
、
大
て
い
の
リ
ア
ル
な
人
間
経
験
が
無
意
識
か
ら
意
識
へ
と 

上
っ
て
行
く
の
を
禁
じ
る
「社
会
的
フ
ィ
ル
タ
ー
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
主
と
し
て 
⑶

言
語 

⑹

論
理"
⑹

社
会
的
タ
ブ
ー
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
社
会
的
に
生
産
さ
れ
分
配
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
と 

き
に
は
、
主
観
的
に
は
真
実
で
あ
る
と
経
験
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー(
合
理
化)

に
よ
っ
て
、
社
会
的
フ
ィ
ル
タ
ー
は
隠
れ
て
い
る
。 

意
識
と
抑
圧
に
対
す
る
こ
の
接
近
は
、
「社
会
的
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
命
題
の
正
当
性
を
、
経
験
的
に 

論
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
の
結
果
と
し
て
、
ド
グ
マ
的
な
フ
ロ
イ
ト
派
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
指
向
し
た
精
神
分
析
と
の
あ
い
だ
の
も
う
ー 

つ
の
理
論
的
相
違
が
現
わ
れ
て
く
る
。 
効
果
的
な
抑
圧
の
原
因
は(
抑
圧
さ
れ
る
最
も
重
要
な
も
の
は
近
親
性
交
的
欲
望
で
あ
る)
、 

去
勢
の
恐
怖
で
あ
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
は
信
じ
て
い
た
。
そ
の
反
対
に
私
は
、
人
間
の
最
大
の
恐
怖
は
、
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
、 

仲
間
か
ら
の
完
全
な
孤
立
・
完
全
な
追
放
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
死
の
恐
怖
で
さ
え
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
は
も
っ
と
容
易
で
あ 

る
。
社
会
は
、
追
放
と
い
う
脅
迫
に
よ
っ
て
、
社
会
の
抑
圧
要
求
を
強
制
す
る
。
も
し
あ
な
た
が
、
あ
な
た
は
属
す
る
と
こ
ろ
が
な 

く
、
あ
な
た
は
ど
こ
に
も
属
し
て
い
な
い
と
い
う
た
し
か
な
経
験
の
存
在
を
否
定
し
て
い
な
い
な
ら
、
あ
な
た
は
狂
気
に
な
る
危
険 

が
あ
る(
事
実
、
精
神
異
常
と
い
う
の
は
、
外
部
の
世
界
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
か
か
わ
り
合
い
の
欠
如
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ 

る
病
気
で
あ
る)Q

通
常
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
人
間
の
背
後
で
働
き
彼
を
監
督
し
て
い
る
も
の
は
、
経
済
的
諸
力
と
そ
の
政
治
的
表
現
で
あ
る 

と
思
っ
て
い
る
。
精
神
分
析
学
的
研
究
は
、
こ
れ
が
あ
ま
り
に
も
狭
い
考
え
方
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
。
社
会
は
人
間
か 

ら
な
り
、
各
人
は
、
最
も
原
初
的
な
も
の
か
ら
最
も
進
歩
的
な
も
の
に
い
た
る
ま
で
、
潜
在
的
な
情
熱
的
努
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
。 

こ
の
人
間
的
潜
在
カ
は
、
全
体
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
与
の
社
会
の
経
済
的
な
ら
び
に
社
会
的
諸
力
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
っ
て
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か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
的
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
諸
力
が
、
一
定
の
社
会
的
無
意
識
を
生
み
だ
し
、
抑
圧
的
諸
要
因
と
、 

(
あ
る
程
度
の
自
由
・
刺
激•
生
活
上
の
利
害
・
幸
福
の
よ
う
な)

正
気
な
人
間
的
機
能
の
本
質
で
あ
る
ー
定
の
人
間
的
欲
求
と
の 

あ
い
だ
の
葛
藤
を
生
み
だ
す
。
実
際
、
ま
え
に
私
が
述
べ
た
よ
う
に
、
革
命
は
新
し
い
生
産
諸
力
の
表
出
と
し
て
生
じ
る
ば
か
り
で 

・
な
く
、
人
間
の
本
性
の
抑
圧
さ
れ
た
部
分
の
表
出
と
し
て
も
生
じ
、
そ
れ
ら
の
両
条
件
が
結
び
つ
い
た
と
き
に
の
み
、
革
命
は
成
功 

す
る
。
抑
圧
は
、
そ
れ
が
個
人
的
に
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
人
間
を
ゆ
が
め
、
人
間
を
断
片
と
し
、 

全
人
間
性
を
彼
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
。
意
識
は
、
所
与
の
社
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
「社
会
的
人
間
」
を
表
わ
す
。
無
意
識
は
、 

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
お
け
る
普
遍
的
人
間
を
、
す
な
わ
ち#!
人
で
あ
れ
悪
人
で
あ
れ
、
「お
よ
そ
人
間
的
な
も
の
で
私
の
か
か
わ
ら 

な
い
も
の
は
な
い
信
ず
る
」
と
い
う
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
〔
ロ
ー
マ
の
喜
劇
詩
人B.C

195159〕

の
言
葉
を
正
し
い
と
考
え
る
全
体 

的
人
間
を
、
表
わ
し
て
い
る(
偶
然
に
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
好
む
モ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た)
。 

深
層
心
理
学
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
し
か
も
マ
ル
ク
ス
自
身
は
満
足
な
解
決
を
得
ら
れ 

な
か
っ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
質(essence)

と
本
性(nature)

の
問
題
に
、
貢
献
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
に
お
い 

て
マ
ル
ク
ス
は
、
！
!

と
く
に
一
ハ
四
四
年
以
降
は
——

人
間
の
「本
質
」
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
・
非
歴
史
的
な
概
念
を
用
い
よ 

う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
概
念
は
、
数
千
年
の
あ
い
だ
、
多
く
の
支
配
者
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
支
配
と
法
と
が
、
変
わ
ら
な
い 

「人
間
の
本
性
」
だ
と
宣
言
さ
れ
た
も
の
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
に
お 

い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
が
一
枚
の
白
紙
に
生
ま
れ
、
そ
の
紙
の
上
に
す
べ
て
の
文
化
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
書
き
こ
む
と
い
う
、
相 

対
主
義
的
見
解
に
反
対
し
た
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
し
て
人
間
は
、
所
与
の
社
会
に
よ
っ
て
そ
の
成
員
が
そ
こ 

へ
強
制
さ
れ
る
存
在
形
態
に
対
し
て
、
反
抗
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
マ
ル
ク
ス
が
不
具
化
さ
れ
う
る
「人
間
の
本
性
の
モ
デ 

ル
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
彼
は
、
(
『資
本
論
』
に
お
い
て)

「不
具
化
さ
れ
た
人
間
」
の
概
念 

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
精
神
分
析
に
も
と
づ
く 
一
つ
の
答
え
は
、
歴
史
を
通
じ
て
同
一
を
保
つ
実
体
と
い
う
意
味
で
81 

の
「人
間
の
本
質
」
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
仮
定
に
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
答
え
は
次
の
よ
う
な
事
実
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と 

2
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が
で
き
る
。
人
間
の
本
質
は
、
偶
然
の
場
所
と
時
間
に
、
彼
の
意
志
な
し
に
世
界
の
な
か
へ
投
げ
こ
ま
れ
、
彼
の
意
志
に
反
し
て
運 

び
去
ら
れ
る
自
然
に
お
け
る
人
間
存
在
と
、
本
能
と
い
う
武
装
を
欠
き
、
自
分
自
身
や
他
人
、
過
去
や
現
在
を
意
識
す
る
と
い
う
事 

実
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
然
を
超
越
す
る
人
間
存
在
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
の
う
ち
に
、
横
た
わ
っ
て
い
る
。
「自
然
の
変
り
種
」
で 

あ
る
人
間
は
、
彼
が
新
し
い
形
態
の
統
一
を
見
出
し
て
自
分
の
矛
盾
を
解
決
し
な
い
限
り
、
た
え
が
た
く
孤
独
な
感
じ
が
す
る
。
人 

間
存
在
に
お
け
る
本
質
的
矛
盾
が
、
彼
に
こ
の
矛
盾
の
解
決
を
迫
り
、
出
生
の
瞬
間
か
ら
生
活
が
彼
に
要
求
し
て
い
る
こ
の
問
い
の 

答
え
を
発
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
統
一
を
見
出
す
か
と
い
う
問
い
に
は
、
確
か
め
う
る
限
ら
れ
た
多
く
の
答
え
が
あ
る
。 

す
な
わ
ち
人
間
は
、
動
物
的
段
階
へ
退
行
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
特
有
な
も
の(
理
性
と
愛)

を
取
り
除
く
こ 

と
に
よ
っ
て
、
奴
隸
あ
る
い
は
奴
隸
の
監
督
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
物
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
彼 

の
特
殊
な
人
間
的
力
を
展
開
し
、
彼
が
そ
の
仲
間
と
自
然
と
の
新
し
い
統
一
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て(
自
然
と
の
統
一
は
、
マ
ル 

ク
ス
の
思
想
に
と
り
非
常
に
重
要
で
あ
る)
、
自
由
な
人
間
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
——

束
縛
の
鎖
か
ら
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
彼 

の
す
べ
て
の
潜
在
力
を
展
開
す
る
こ
と
へ 
の
自
由
こ
そ
が
、
彼
の
人
生
の
目
的
で
あ
る
——

、
自
分
の
存
在
を
自
分
自
身
の
生
産
的 

努
力
に
負
う
人
間
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
統
一
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
、
生
得
的
な
「進
歩
へ
の
衝
動
」
を 

も
っ
て
は
い
な
い
が
、
彼
は
、
発
展
の
す
べ
て
の
新
し
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
再
び
生
じ
る
自
分
の
実
存
的
矛
盾
を
解
決
す
る
必
要
に
駆
り 

た
て
ら
れ
る
。
こ
の
矛
盾
が
——

い
い
か
え
る
と
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
し
た
可
能
性
が
——

人
間
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
の 

で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
・
は
他
の
基
礎
的
な
概
念
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
深
層
心
理
学
は
重
要
な
貢
献
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て 

マ
ル
ク
ス
が
——

ス
ピ
ノ
ザ
や
フ
ロ
イ
ト
と
同
じ
く
——

決
定
論
者
で
も
、
非
決
定
論
者
で
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
二
者
択
一
論
者(altem

atM
st)

で
あ
っ
た
。
人
間
は
、
そ
の
個
人
的
な
ら
び
に
歴
史
的
生
活
の
す
べ
て
の
段
階
で
多 

く
の
「現
実
的
可
能
性
」
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
人
間
が
生
き
て
い
る
環
境
全
体
の
結 

果
で
あ
る
か
ら
、
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
自
分
の
人
間
的
関
心
に
反
す
る
も
の
へ
ま
だ
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完
全
に
は
傾
斜
し
て
い
な
い
程
度
の
初
期
の
段
階
で
は
、
二
者
択
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
自
分
の
決
定
の
結
果
と
に
気
づ
い
て 

い
る
限
り
、
人
間
は
二
者
の
あ
い
だ
の
選
択
力
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
こ
れ
が
生
じ
た
ら
、
選
択
の
時
間
は
最
終
的
に
過
ぎ
去 

る
。
こ
の
意
味
で
の
自
由
は
「必
然
性
を
意
識
し
て
の
行
為
」
で
は
な
く
、
現
実
的
可
能
性
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
意
識
に
も
と 

づ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
虚
偽
の
非
現
実
的
可
能
性
——

そ
れ
は
ア
ヘ
ン
剤
で
あ
り
自
由
の
可
能
性
を
破
壊
す
る
——

を
信
じ
て
い
る 

の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

精
神
分
析
が
有
意
義
な
貢
献
を
な
し
う
る
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
に
お
け
る
基
本
的
に
重
要
な
も
う
一
つ
の
主
題
は
、
疎
外
の
現 

象
で
あ
る
。
紙
面
の
制
限
の
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て
諭
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
一
言
い
っ
て
お
く
な
ら
ば
、 

疎
外
現
象
は
、
こ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
の
な
か
で
は
、
純
粋
に
知
的
な
概
念
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、 

疎
外
の
齡
嚴
に
関
係
す
る
心
理
学
的
な
デ
ー
タ
の
試
論
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
人
間
は
疎
外
を
、
自
分
お
よ
び
他
人
の
う
ち
で 

経
験
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
疎
外
に
つ
い
て
有
意
義
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
疎
外
を
十
分
に
理 

解
す
る
た
め
に
は
、
疎
外
現
象
を
、
当
陶
酔
症
、
う
つ
病
、
狂
信
、
盲
目
的
崇
拝
と
の
関
係
に
お
い
て
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
社
会
階
級
に
お
け
る
疎
外
の
程
度
と
、
そ
れ
を
増
大
ま
た
は
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
社
会
的
諸
条
件
を
研 

究
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
分
析
は
、
こ
の
こ
と
を
果
た
す
道
具
を
す
べ
て
も
っ
て
い
る
。 

要
約
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
文
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
へ
の
一
つ
の
重
要
な
視
点
と
し
て
、
弁
証
法
的
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
に
指
向
さ
れ
た
精
神
分
析
を
紹
介
し
た
い
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
るQ

マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
の
よ
う
な
心
理
学
理
論
を
必
要
と 

し
、
ま
た
精
神
分
析
は
純
正
な
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
編
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
綜
合
は
、
二
つ 

の
分
野
を
豊
富
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
実
証
主
義
的
な
パ
ヴ
ロ
フ
主
義
は
、
た
と
え
そ
れ
が
多
く
の
興
味
あ
る
デI

タ
を 

提
共
す
る
と
し
て
も
、
心
理
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
両
方
の
退
歩
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
ろ
う
。 

〔堀 

孝
彦
訳
〕

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
vol. 1, Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



(
1
)
修
正
さ
れ
た
精
神
分
析
学
を
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
社
会
主
義
の
問
題
に
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
著
者
は
、
不
幸
に
し
て
ほ
と
ん
ど
な
い 

の
で
、
私
は
主
と
し
て
、

ー
九
三
一
年
以
来
の
私
自
身
の
著
述
を
挙
げ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
く
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と
行
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マ
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ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
と
わ
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東
京
創
元
新
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は
、

マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
あ
い
だ
の
関 

係
を
、
は
っ
き
り
と
扱
っ
て
い
る
。
精
神
分
析
的i
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か
ら
書
い
て
い
る 

他
の
著
者
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
ヒ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
理
論
と
私
と
の
あ
い
だ
に
共
通
し
た
も
の
は
少
な 

い
け
れ
ど
も
。

マ
ル
ク
ス
主
義
を
指
向
し
た
匕
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
分
析
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
サ
ル
ト
ル
の
試
み
は
、
彼
が
臨
床
経
験
を
ほ
と
ん
ど 

も
っ
て
い
な
い
事
実
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
て
お
り
、
そ
し
て
全
体
と
し
て
、
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
な
言
葉
づ
か
い
を
し
て
い
る
も
の
の
、
心
理
学
を
表 

面
的
に
扱
っ
て
い
る
。 

•

(2)
 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
し
い
議
論
は
、

E
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鈴
木
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訳
『
悪
に
つ
い
て
』
紀 

伊
國
屋
書
店)

を
参
照
。

(3)
 

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
下
層
に
見
ら
れ
る
破
壊
性
が
は
じ
め
て
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ヒ
ト 

ラI
が
彼
ら
に
そ
れ
自
身
を
表
現
す
る
機
会
を
与
え
た
と
き
で
あ
っ
た
。

(4)
 

こ
の
方
法
は
、E
 
・
シ
ャ
ハ
テ
ル
博
士
、P
 
・
ラ
ザ
ー
ス
フ
ェ
ル
ト
博
士
な
ど
と
と
も
に
、
は
じ
め
て
私
自
身
に
よ
っ
て
、

一
九
三
一
年 

に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
社
会
調
査
研
究
所
に
お
い
て
、
後
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
の
目
標
は
、
ド
イ
ツ
の 

労
働
者
と
従
業
員
に
お
け
る
権
威
主
義
的
性
格
と
反
権
威
主
義
的
性
格
と
の
範
囲
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
発 

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
実
と
、
か
な
り
密
接
に
一
致
し
た
。
同
様
の
方
法
は
、

メ
キ
シ
コ
の
小
村
の
心
理
—
社
会
的
研
究,
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
。 

そ
の
研
究
は
、
精
神
医
学
に
お
け
る
調
査
の
た
め
財
団
基
金
の
後
援
を
受
け
て
、
私

の

指

導

の

も

と

テ

ォ

ドI

レ
博
士
と
、

i

ラ
・
シ
ュ
ヴ 

ァ
ル
ッ
博
士
お
よ
び
ミ
カ
エ
ル
・
マ
ッ
コ
ビ
ー
博
士
の
援
助
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

ル
イ
ス
・
マ
ッ
キ
テ
ィ
博
士
の
統
計
的
方
法
は
、
電
子
計
算
機
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.
の
使
用
に
よ
り
、
典
型
的
に
関
係
し
て
い
る
諸
特
性
の
症
候
群
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
る
仕
方
で
、
何
十
万
、
何
百
万
と
い
う
単
一
形
式
の
デ
ー
タ 

を
扱
う
こ
と
が
で
き
る̂
 

ヽ

(5) 

マ
ル
ク
ス
が
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

の
な
か
で
、
抑
圧
—

V
e
r
d
r

皆g
a
n
g
!

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し 

て
お
く
の
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

口}

ザ
«

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
『
レ
ー
二
ン
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
に
お
い
て
、
意

識
(

人
間
存
在
の 

主
観
的
論
理)

に
先
行
す
る
無
意
識(

歴
史
的
過
程
の
論
理)

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
書
は
、
最
近
英
語
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。P
e
 K

中 

s
n
 R
e
o
 
ぎ
・an

 

於d
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監
訳
者
あ
と
が
き

本
書
は 
s
o

s.a
E
 

H
l
m
c
m
s
m
”  

§
 m

lem
afum

a  
一 セ

m
ponKm

"  

edked  by  Erich  From
m

  ゝ

Doubleday  &

 com
panns  

INC・
 

Garden  cky
”  New

 Yor

尸 1965

の
邦
訳
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
者
の
便
宜
を
考
え
て
上
・
下
二
巻
に
ま
と
め
る
こ
と
に 

し
た
。

フ
ロ
ム
が
「ま
え
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
大
き
く
わ
け
て
次
の
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、 

現
在
社
会
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
共
通
の
重
要
問
題
と
し
て
論
究
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ 

ィ
”
ク
な
社
会
主
義
」
(
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
社
会
主
義)

の
あ
り
方
を
、
い
わ
ば
「東
と
西
と
の
対
話
」
と
も
い
う
べ 

き
国
際
的
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
理
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
目
標
は
、
「社
会
主
義
ヒ
ュ 

—
マ
ニ
ズ
ム
」
(
社
会
主
義
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
内
容
と
力
を
獲
得
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム)

が
、
も
は
や
少
数 

の
知
識
人
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
幅
広
い
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ 

る
。本

書
の
よ
う
な
試
み
が
実
現
し
え
た
背
景
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
そ
の
他
で
緊
迫
し
た
戦
争
と
対
決
の
様
相
を
示
し
な
が
ら
も
、 

全
体
と
し
て
は
、
社
会
主
義
体
制
と
資
本
主
義
体
制
と
の
共
存
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
主
義
諸
国
、
と
く
に
東
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ 

諸
国
で
「非
ス
タ
ー
リ
ン
化
」
が
進
み
、
社
会
主
義
体
制
の
な
か
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
新
し
い
組
織
づ
く
り
が
進
め
ら 

れ
て
い
る
こ
と
、
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
高
度
の
工
業
化
に
と
も
な
う
「人
間
疎
外
」
が
深
刻
化
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
新
た 

な
形
態
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
寄
稿
者
の
立
場
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
共
通
の
問
題
意
識
、•
方
向
づ
け
を
見
出
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
抑
圧
か
ら
の
人
間
解
放
と
い
う
現
代
の
課 

題
に
そ
れ
ぞ
れ
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

巻
末
の
「三
重
革
命
」
を
別
に
し
て
も
、
寄
稿
者
は
三
十
六
人
に
の
ぼ
ら
・
て
い
る
〈上
巻
二
十
人
、
下
巻
十
六
人)
。
現
在
居
住 

し
活
動
し
て
い
る
国
〈国
籍
と
な
る
と
明
ら
か
で
な
い
場
合
も
あ
る)

に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
”
五
人
、
ユ
ー 

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国"
五
人
、
イ
ギ
リ
ス"
四
人
、
ポI

ラ
ン
ド
人
民
共
和
国"
四
人
、
チ
ェ
ユ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア 

社
会
主
義
共
和
国"
四
人
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国"
三
人
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国"
三
人
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国"
三
人
、
セ
ネ
ガ
ル
共 

和
国"

ー
人
、
イ
ン
ド
共
和
国
”
一
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国"

ー
人
、
メ
キ
シ
ュ
合
衆
国"

ー
人
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦" 

一
人
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
題
か
ら
い
っ
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
中
国
か
ら
寄
稿
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
主 

義
思
想
の
研
究
で
は
高
い
水
準
を
認
め
ら
れ
て
い
る
日
本
か
ら
の
寄
稿
が
な
い
の
も
淋
し
い
。
フ
户
ム
は
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ッ
ト
モ
ア 

と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ペ
卜tt

ヴ
ィ
ッ
チ
と
相
談
し
つ
つ
企
画
を
進
め
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
偏
り
が
生
じ
た
も
の
と 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
東
ヨI

ロ
ッ
パ
諸
国
の
思
想 

的
動
向
の
一
端
を
示
し
、
ま
た
セ
ネ
ガ
ル
の
セ
ン
ゴ
ー
ル
や
イ
ン
ド
の
ボ
ー
ス
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
の
ツ
エ
ロ
ー
ニ
、
ド
ル
チ
、
ヴ
ォ 

,
ル
ベ
な
ど
の
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、6
意
義
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
オ
イ
ゼ
ル
マ
ン
の
見
解(
『
マ
ル
ク
ス
主 

義
哲
学
の
形
成
』
や
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
疎
外
』)

は
す
で
に
邦
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
読 

者
は
本
書
の
脱
漏
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
私
の
属
し
て
い
る
研
究
会
の
多
く
の
ひ
と
び
と
の
協
力
を
え
た
。
各
論
文
の
最
後
に
そ
の
翻
訳
を
担
当
し 

た
者
の
氏
名
が
記
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
私
の
責
任
で
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
手
を
加
え
た
も
の
も
あ
り
、
他
方
、
字
句
の
統
一
以
外 

ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
監
修
の
段
階
で
浜
井
修
氏
に
貴
重
な
時
間
を
さ
い
て
助
力
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
、 

ま
た
發
理
経
済
学
に
つ
い
て
の
ポ
ー
ル
・
メ
ド
ウ
の
論
文
を
快
く
公
文
俊
平
氏
が
翻
訳
し
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
の
他
経
済
学
の
領
域 

に
関
す
る
翻
訳
に
つ
い
て
嘉
治
元
郎
氏
か
ら
多
く
の
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
、
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
翻
訳
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盤訳者あとが毀

の
進
行
中
、
さ
ま
ざ
ま
の
配
慮
と
助
力
を
与
え
て
く
れ
た
紀
伊
國
屋
書
店
の
仙
波
喜
三
、
鈴
木
敬
臣
の
両
氏
に
謝
意
を
表
す
る
次
第 

で
あ
る
。

ー
九
六
七
年
四
月
六
日
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コ
ヴ
ィ
チ 

ナ
ー
マ
ル
・
ク
マI

ル
・
ボ
ー
ズ 

ハ
—
バ
—
卜
・
マ
ル
ク
—
ゼ 

ユ
ー
ジ
ン•

カ
メ
ン
カ 

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
ツ
工R 
—
二

ア
ダ
ム
・
シ
ャ
フ

ミ
ラ
ン•

ブ
ル
ー
ハ 

カ
レ
ル•

コ
シ
ー
ク

マ
レ
ク
・
フ
リ
ッ
ツ
ハ
ン
ト

ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ•

パ
チ
ェ
コ 

ダ
ニ
ロ 
•

ペ
ヨ
ヴ
ィ
ッ
チ 

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン•

リ
ュ.
ヘ
ル

ズニメ鐸然忠・県:ビレザミヾで.迄、凶瀝対出通二ミロ三’'*:：:じニぜ・
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マ

ル

ク

ス

に

よ

る

「
人
間
」

と

「
市
民
」 

マ
ル
ク
ス
理
論
に
対
す
る
ヒ
ュt

マ
ニ
ス 

テ

ィ

ッ

ク

な

篇

分

析

の

適

用 

監
訳
者
あ
と
が
き

エ
ル
ン
ス
ト•

ブ
ロ
ッ
ホ 

ェI

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム

城

塚

登
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凡

例

ー
 

原
書
で
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、

訳
書
で
は
傍
点
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
書
名
・
雑
誌 

名
に
関
し
て
は
、

『 

』

で
あ
ら
わ
し
た
。

二 

原
書
で
引
用
符
号
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、

訳

書

で

は

「

」
で
あ
ら
わ
し
、
引
用
文
中
の
引
用
符
号
の
部
分
の 

み

は

〈

〉
で
あ
ら
わ
し
た
。

三 

訳

書

で

〔

〕
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
部
分
は
、

訳
者
の
補
訳
し
た
個
所
を
示
し
て
い
る
。

四 

原
註
の
出
典
名
は
、
原
書
に
お
い
て
は
す
べ
て
英
訳
名
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

本
訳
書
に
お
い
て
は
、

で
き
る
限
り 

そ
の
出
典
の
原
外
国
語
名
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
邦
訳
書
の
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
邦
訳
書
の
書
名
な 

ら
び
に
そ
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
こ
と
に
よ
り
、
読
者
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。
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自

由
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(1)

怠
隋
の
す
す
め

バ
ー
ト
ラ
ン
ド•

ラ
ッ
セ
ル

B
e
r
t
r
a
n
d

 

R
u
s
s
e
l
l

は
哲
学
に
関
す
る
著
作
と
平
和
へ
の
献
身
に
よ
っ
て
世
界
的
な 

名
声
を
博
し
た
。

一
八
七
二
年
に
生
ま
れ
、

ー
九
〇
八
年
英
国
学
士
院
の
会
員
と
な
り
、

ー
 

九
三
四
年
英
国
学
士
院
の
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
賞
、

ー
九
四
九
年
英
国
メ
リ
ッ
ト
勲
位
ニ
九 

五
〇
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
授
け
ら
れ
た
。
彼
の
数
多
く
の
著
作
の
う
ち
最
も
有
名
な
も
の 

に
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ t

ス
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
共
著
『
数
学
原
理
』
お
よ
び 

『
自
由
へ
の
道
』

『
幸

福

の

着

』

『
怠
惰
の
す
す
め
』

『常
識
と
核
戦
争
』
が
あ
る
。 

私
と
同
世
代
の
ほ
と
ん
ど
の
ひ
と
び
と
と
同
様
、
私

は

「
小
人
閑
居
し
て
不
善
を
為
す
」

と
い
う
格
言
に
従
っ
て
し
っ
け
ら
れ
た
。 

私
は
き
わ
め
て
素
直
な
子
供
だ
っ
た
か
ら
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
何
で
も
本
当
だ
と
思
い
、
良
心
——

そ
れ
は
い
ま
の
瞬
間
に
い
た 

る
ま
で
私
を
あ
く
せ
く
と
働
か
せ
つ
づ
け
て
き
た-
-

な
る
も
の
を
身
に
つ
け
た
。

し
か
し
、
私
の
良
心
は
私
の
行
動
を
規
制
し
て 

き
た
け
れ
ど
も
、
私
の
所
信
は
変
革
を
こ
う
む
っ
た
。

思
う
に
、
世
の
中
で
は
過
剰
な
労
働
が
な
さ
れ
て
お
り
、
仕
事
は
有
徳
で
あ 

る
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
巨
大
な
危
害
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
産
業
国
で
説
教
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
不
断
に
説 

教
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
二
人
の
乞
食
が
ひ

な

た

に

ね

そ

べ

っ

て

い

る

の

を

見

て(

ム
ッ
ソ 

リ
ー

ニ
寺
代
前
の
こ
と
で
あ
っ
た)

、

彼
ら
の
な
か
の
一
番
の
怠
け
者
に
ー
リ
ラ
与
え
た
ナ
ポ
リ
の
旅
人
に
つ
い
て
の
物
語
は
あ
ま

9

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



ね
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
十
一
人
が
金
を
求
め
て
と
び
あ
が
っ
た
の
で
、
彼
は
十
二
人
目
の
乞
食
に
与
え
た
の
だ
。 

こ
の
旅
人
は
右
翼
系
で
あ
っ
た
。

し
か
し
地
中
海
の
太
陽
の
下
で
怠
惰
を
享
受
し
な
い
国
々
で
、
怠
惰
を
勧
め
る
こ
と
は
い
っ
そ
う 

困
難
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
大
々
的
な
公
の
宣
伝
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私

はY
M
C
A

の
指
導
者
が
こ
の
論
稿
を
読
ん
で
、
善
良 

な
若
者
た
ち
に
何
も
し
な
い
よ
う
説
得
す
る
運
動
を
始
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
私
の
生
涯
も
む
だ
で
は
な
か 

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

怠
惰
を
勧
め
る
私
自
身
の
主
張
を
紹
介
す
る
前
に
、
と
り
あ
え
ず
私
の
受
け
い
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
議
論
を
と
り
あ
げ
て
お
こ 

う
。
す
で
に
生
活
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
人
が
、
教
師
と
か
タ
イ
ピ
ス
ト
と
い
っ
た
ご
く
平
凡
な
職
業
に
就
き
た
い
と
い
っ
て 

も
、
男
女
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
、

そ
の
よ
う
な
行
為
は
他
人
の
ロ
か
ら
パ
ン
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、

し
た
が
っ
て
悪
い
こ
と 

だ
と
い
わ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。

も
し
こ
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
十
分
に
パ
ン
を
得
る
た
め
に
は
、

怠
け
さ
え
す 

れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
ひ
と
び
と
は
、
人
が
消
費
す
る
の
は
働
い
て
得
た
も
の
で
あ 

り
、
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
を
つ
く
り
だ
す
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
人
は
自
分
が
収
入
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
他 

人
の
ロ
か
ら
奪
う
だ
け
の
パ
ン
を
、
消
費
に
よ
っ
て
他
人
の
口
に
入
れ
て
や
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

ほ
ん
も
の
の 

亜
心
人
と
は
貯
金
す
る
人
で
あ
る
。

し
か
し
彼
が
、

こ
と
わ
ざ
に
あ
る
ア
ラ
ン
ス
の
百
姓
の
よ
う
に
、
彼
の
た
く
わ
え
た
金
を
靴
下
の 

な
か
に
し
ま
っ
て
お
く
だ
け
な
ら
ば
、

い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
金
は
人
を
雇
う
た
め
の
役
に
は
立
た
な
い
。

も
し
彼
が
貯
金
を
投
資 

す
る
な
ら
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
生
じ
て
く
る
。

貯
金
に
関
す
る
最
も
一
般
的
な
事
柄
の
一
つ
は
、

そ
れ
を
政
府
に
貸
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。

先
進
諸
国
の
政
府
の
公
的
支
出
の
根 

幹
が
、
過
去
の
戦
争
に
対
す
る
補
償
か
、
未
来
の
戦
争
の
準
備
に
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
貯
金
を
政
府
に
貸
付
け
る
人
は
、 

殺
し
屋
を
雇
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
出
て
く
る
悪
人
た
ち
と
同
じ
立
場
に
立
つ
。
経
済
的
習
慣
の
明
ら
か
に
示
す
と
こ
ろ
で
は
、 

人
は
自
分
の
貯
金
を
貸
付
け
る
国
家
の
軍
事
力
を
増
大
さ
せ
る
。
明
ら
か
に
、
彼
が
そ
の
金
を
——

た
と
え
飲
酒
と
か
賭
博
に
よ
つ 

て

で

あ

れ;

使
っ
て
し
ま
う
ほ
う
が
ま
し
で
あ
ろ
う̂

川据^,;ス、エ;%宀?日に二"レエT上上と、:ニニ亠ここ;二Xニニ弛浚縊."ごよM；*ン沁:〈予;二沁［;、运・基ムね心力・第4；-••、心、;

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



怠惰のすすめ

し
か
し
、
貯
金
が
生
産
会
社
に
投
資
さ
れ
る
場
合
に
は
事
情
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、

と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な 

企
業
が
成
功
し
て
何
か
有
益
な
も
の
を
生
産
す
る
と
き
に
は
、

こ
の
こ
と
は
承
認
し
て
も
よ
い
。

し
か
し
近
頃
で
は
、
だ
れ
で
も
ほ 

と
ん
ど
の
企
業
で
そ
う
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
否
定
し
な
い
。

そ
れ
は
大
量
の
人
間
労
働
が
、
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
を
生 

産
す
る
た
め
に
さ
さ
げ
ら
れ
ず
に
、
生
産
さ
れ
て
も
使
わ
れ
ぬ
、
無
用
な
機
械
を
生
産
す
る
の
に
浪
費
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
を
意 

味
す
る
。

し
た
が
っ
て
破
産
す
る
事
業
に
自
分
の
貯
金
を
投
資
す
る
人
は
、
自
分
自
身
が
損
害
を
こ
う
む
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
人 

に
も
損
害
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
彼
が
友
人
の
た
め
に
パ
ー
テ
ィ
ー
を
催
す
の
に
金
を
使
え
ば
、
友

人

は

う

れ

し

が

る 

〔
と
期
待
し
て
も
よ
い
〕
し
、

肉
屋
と
か
パ
ン
屋
と
か
酒
類
密
売
者
と
か
の
よ
う
な
彼
が
金
を
支
払
っ
た
ひ
と
び
と
も
み
な
喜
ぶ
こ 

と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
路
面
電
車
が
望
ま
れ
て
い
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
場
所
に
、
路
面
電
車
用
の
レ
ー
ル
を
敷
く
の
に
金
を
費 

す
な
ら
ば
、
彼
は
だ
れ
に
も
熹
ば
れ
な
い
路
線
に
大
量
の
労
働
を
つ
ぎ
こ
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
自
分 

の
投
資
の
失
敗
に
よ
っ
て
一
文
な
し
に
な
る
と
き
に
は
、

不
慮
の
不
幸
の
犠
牲
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
分
の
あ
り
金
を
博 

愛
的
に
ふ
り
ま
く
陽
気
な
浪
費
家
は
、
愚
か
者
で
あ
り
、
不
ま
じ
め
な
人
間
と
し
て
、

さ
げ
す
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
こ
と
は
す
べ
て
、
序
の
口
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
多
く
の
危
害
が
現
代
世
界
に
お
い
て
は
仕
事
の
徳
性
に
対
す
る
信
仰
に
ょ 

っ
て
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
幸
福
と
繁
栄
へ
の
道
は
仕
事
の
組
織
的
な
削
減
の
う
ち
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
主
張 

ま
ず
第
一
に
、
仕
事
と
は
何
で
あ
る
か
。

仕
事
に
は
二
糧
類
あ
る
。
第
一
に
は
、
地
上
あ
る
い
は
地
表
近
く
の
物
質
の
位
置
を
他 

の
同
種
の
物
質
に
対
し
て
相
対
的
に
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
他
の
ひ
と
び
と
に
そ
う
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
で
あ
る
。 

第
一
の
種
類
の
仕
事
は
不
愉
快
で
あ
り
、
労
賃
は
低
い
。
第
二
の
も
の
は
愉
快
で
あ
り
、
高
給
で
報
わ
れ
る
。
第
二
の
種
類
の
仕
事 

は
無
限
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
令
を
与
え
る
者
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
命
令
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
助 

言
を
与
え
る
者
も
い
る
。
通
常
二
つ
の
正
反
対
の
種
類
の
助
言
が
、

二
つ
の
組
織
団
体
に
よ
っ
て
同
時
に
与
え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
政 

治
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
仕
事
に
要
求
さ
れ
る
技
能
は
、
助
言
を
与
え
る
べ
き
主
題
に
関
す
る
知
識
で
は
な
く
、
説 

匸

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



得
的
に
語
り
、
叙
述
す
る
技
術
、

す
な
わ
ち
、
宣
伝
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。

欧
米
で
は
、

ア
メ
リ
カ
を
除
い
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
ど
の
勤
労
者
階
級
よ
り
も
い
っ
そ
う
尊
敬
さ
れ
て
い
る
、 

第
三
の
階
級
の
ひ
と
び
と
が
い
る
。
土
地
を
所
有
し
、
他
の
ひ
と
び
と
に
生
存
し
仕
事
を
す
る
権
利
を
与
え
て
そ
の
対
価
を
支
払
わ 

せ
る
ひ
と
び
と
が
い
る
。

こ
れ
ら
の
土
地
所
有
者
は
怠
惰
で
あ
る
か
ら
私
が
彼
ら
を
称
賛
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
向
き
も
脇
ろ
う
。 

し
か
し
あ
い
に
く
、
彼
ら
の
怠
惰
は
他
人
の
勤
労
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
快
適
な
怠
惰
を
求
め
る
彼
ら 

の
欲
望
こ
そ
、
仕
事
主
義
全
体
の
歴
史
的
源
泉
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
人
に
彼
ら
の
例
に
な
ら
わ
せ
よ
う
と
は
け
っ
し
て
思
わ
な
か
っ 

た
。文

明
の
黎
明
か
ら
産
業
革
命
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
は
概
し
て
、
厳
し
い
労
働
に
よ
っ
て
——

た
と
え
彼
の
妻
が
少
な
く
も
彼
と 

同
程
度
に
厳
し
く
働
き
、

ま
た
彼
ら
の
子
供
が
そ
う
す
る
こ
と
の
で
き
る
年
令
に
達
す
る
や
い
な
や
そ
の
労
働
を
加
え
る
と
し
て
も 

——

彼
自
身
と
彼
の
家
族
の
生
計
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
量
し
か
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
低
限
の
必
要
量
を
越
え 

た
わ
ず
か
な
剰
余
は
、

そ
れ
を
生
産
し
た
者
に
残
さ
れ
ず
、
戦
士
と
僧
侶
に
よ
っ
て
専
有
さ
れ
た
。
飢
饉
の
さ
い
に
は
剰
余
は
な
か 

っ
た
。

し
か
し
戦
士
と
僧
侶
は
な
お
平
常
時
と
同
じ
量
を
確
保
し
た
の
で
、

そ
の
結
果
、
勤
労
者
の
多
く
は
餓
死
し
た
。

こ
の
制
度 

は
ロ
シ
ア
で
は
ー
九
一
七
年
ま
で
存
続
し
、
東
方
で
は
い
ま
な
お
存
続
し
て
い
る
。

そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
あ 

い
だ
十
分
な
勢
力
を
ふ
る
い
つ
づ
け
、
産
業
資
本
家
と
い
う
新
し
い
階
級
が
実
権
を
獲
得
し
た
百
年
前
ま
で
続
い
た
。

ア
メ
リ
カ
で 

は
、

こ
の
制
度
は
独
立
戦
争
に
よ
っ
て
終
息
し
た!

I

た
だ
し
南
部
で
は
南
北
戦
争
ま
で
続
い
た
。

こ
の
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
っ 

て
存
続
し
、
ご
く
最
近
廃
さ
れ
た
制
度
は
、
当
然
、

ひ
と
び
と
の
思
想
と
見
解
に
深
大
な
影
響
を
残
し
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
が
仕
事 

を
望
ま
し
く
思
っ
て
い
る
の
は
、
多
く
は
こ
の
制
度
に
由
来
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
産
業
資
本
主
義
以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
現
代 

世
界
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
現
代
の
技
術
は
、
余
暇
が
、
あ
る
限
度
内
に
お
い
て
少
数
の
特
権
階
級
の
専
有
物
で
は
な
く
、
共
同
社 

会
全
体
に
平
等
に
分
配
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

仕
事
の
徳
性
は
奴
隸
の
徳
性
で
あ
り
、

そ
し
て
現
代
世
界
は
奴 

隸
制
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
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怠惰のすすめ

原
始
社
会
に
お
い
て
、
百
姓
た
ち
が
彼
ら
だ
け
で
生
活
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
戦
士
と
僧
侶
が
そ
れ
に
た
よ
っ
て
生
存
を
続 

け
た
わ
ず
か
な
剰
余
生
産
物
を
手
ば
な
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
生
産
が
不
足
す
る
か
消
費
が
過
剰
に
な
る
こ
と
は 

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
純
然
た
る
暴
力
が
彼
ら
に
剰
余
生
産
物
を
生
産
し
、

そ
れ
を
手
ば
な
す
こ
と
を
強
い
た
。

し
か
し
、

し 

だ
い
に
、

せ
っ
せ
と
働
く
こ
と
が
彼
ら
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
倫
理
を
——

彼
ら
の
仕
事
の
一
部
が
怠
惰
な
他
人
を
支
え
る
よ
う
に 

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず-
-

彼
ら
の
多
く
が
受
け
い
れ
る
よ
う
に
説
き
す
す
め
う
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た̂

こ
の
よ
う
な
手
段
に 

よ
っ
て
、
強
制
の
量
は
減
ら
さ
れ
、
政
府
の
支
出
は
削
減
さ
れ
た
。

こ
ん
に
ち
で
も
、
も
し
王
が
一
人
の
勤
労
者
よ
り
多
く
の
収
入 

を
得
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
な
ら
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
賃
金
労
働
者
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
衝
撃
を
受
け
る
こ 

と
は
間
違
い
な
い
。

歴
史
的
に
い
っ
て
義
務
の
概
念
は
、
時
の
権
力
者
が
ひ
と
び
と
に
自
分
自
身
の
利
害
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は 

な
く
、

む
し
ろ
彼
ら
の
主
人
の
利
害
の
た
め
に
生
き
る
よ
う
勧
誘
す
る
た
め
に
、
用
い
た
手
段
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
権
力
の
保 

持
者
は
、
彼
ら
の
利
害
が
人
類
の
よ
り
大
き
な
利
害
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
か
ろ
う
じ
て
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の 

事
実
に
目
を
お
お
っ
て
い
る
。
時
に
は
彼
ら
の
信
仰
が
本
当
の
こ
と
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、

ア
テ
ネ
の
奴
隸
所
有
者
は
、
正
当
な
経 

済
組
織
の
も
と
で
は
不
可
能
な
文
明
に
恒
久
的
な
貢
献
を
な
す
こ
と
に
、
彼
ら
の
余
暇
の
一
部
を
費
や
し
た
。
余
暇
は
文
明
に
不
可 

欠
で
あ
り
、

そ
し
て
以
前
は
少
数
の
ひ
と
び
と
の
余
暇
が
多
数
の
ひ
と
び
と
の
労
働
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
。

し
か
し
彼
ら
の
労 

働
は
、
仕
事
に
益
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
余
暇
に
益
が
あ
る
が
ゆ
え
に
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
現
代
の
技
術
を
も
つ 

て
す
れ
ば
、
文
明
を
害
す
る
こ
と
な
し
に
、
余
暇
を
正
当
に
分
配
す
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
ろ
う
。 

現
代
の
技
術
は
、
各
人
の
生
活
物
質
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
力
を
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
は
大
戦
中 

に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
当
時
は
、
軍
隊
に
入
る
す
べ
て
の
男
子
、
軍
需
品
の
製
造
に
た
ず
さ
わ
る
す
べ
て
の
女
子
、

ス
パ
イ
・
戦
争 

宣

伝

機

関•

戦
争
に
結
び
つ
い
た
官
職
に
つ
く
す
べ
て
の
男
女
が
、
生
産
業
か
ら
離
れ
動
員
さ
れ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連 

合
国
側
の
未
熟
練
賃
金
労
働
者
の
一
般
的
な
生
活
水
準
は
、

そ
れ
以
前
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
よ
り
も
高
か
っ
た
。

こ
の
意
味
深
い
事 

実
は
、
財
政
に
よ
っ
て
お
お
い
か
く
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
借
款
に
よ
っ
て
将
来
が
現
在
を
養
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
の
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で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。
人
は
ま
だ
存
在
せ
ぬ
一
切
れ
の
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
は
で
き 

な
い
。
大
戦
は
、
生
産
を
科
学
的
に
組
織
化
す
れ
ば
世
界
の
全
労
働
量
の
う
ち
わ
ず
か
な
部
分
に
よ
っ
て
現
代
の
全
人
口
を
か
な
り 

安
楽
な
状
態
に
保
つ
こ
と
が
可
能
な
こ
と
を
示
し
た
。
も
し
、
戦
争
の
終
結
し
た
と
き
に
、

ひ
と
び
と
を
戦
闘
と
軍
需
産
業
へ
と
解 

放
す
る
た
め
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
科
学
的
組
織
が
保
持
さ
れ
、
労
働
時
間
が
四
時
間
に
切
り
つ
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
事
態
は
す 

べ
て
好
転
し
た
で
あ
ろ
う
に
。
事
実
は
そ
う
な
ら
ず
、

旧
来
の
混
沌
が
温
存
さ
れ
、

仕
事
を
要
求
さ
れ
た
者
た
ち
は
長
時
間
働
か
さ 

れ
、
残
り
の
者
た
ち
は
失
業
者
と
し
て
飢
餓
に
さ
ら
さ
れ
た
。

な
ぜ
か
。

理
由
は
、

仕
事
が
義
務
で
あ
り
、
人
は
賃
金
を
、
自
分
の 

生
産
し
た
物
に
比
例
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
勤
労
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
徳
に
比
例
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

な
の
で 

あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
れ
が
生
じ
た
情
況
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
情
況
に
適
用
さ
れ
た
、
奴
隸
国
家
の
道
徳
で
あ
る
。
結
果
が
悲
惨
で
あ 

っ
た
の
は
、

不
思
議
で
は
な
い
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。

あ
る
与
え
ら
れ
た
瞬
間
に
、
あ
る
数
の
ひ
と
び
と
が
ビ
ン
の
製
造
に
従
事
し 

て
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
彼
ら
は
、

た
と
え
ば
一
日
に
八
時
間
働
い
て
、
世
間
が
必
要
と
す
る
だ
け
の
ピ
ン
を
製
造
す
る
。

あ
る
人 

が
、
同
数
の
人
数
で
従
来
の
二
倍
の
ビ
シ
を
製
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
発
明
を
す
る
。

し
か
し
世
間
は
二
倍
の
ビ
ン
を
必
要
と
し
な 

い
。

ビ
ン
は
す
で
に
、

ほ
と
ん
ど
同
一
の
数
量
が
よ
り
低
い
価
格
で
販
売
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
安
く
な
っ
て
い
る
。
思
慮
の
あ
る
世
界 

な
ら
、

ビ
ン
の
製
造
に
か
か
わ
っ
て
い
る
者
は
だ
れ
で
も
八
時
間
の
か
わ
り
に
四
時
間
働
く
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
で
他
の
い
っ
さ
い 

が
従
来
通
り
に
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
実
の
世
界
で
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
風
紀
が
乱
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
で 

あ
ろ
う
。

ひ
と
び
と
は
い
ぜ
ん
と
し
て
八
時
間
働
き
、
あ
ま
っ
た
ピ
ン
が
は
ん
ら
ん
し
、
破
産
す
る
雇
主
が
現
わ
れ
、

以
前
ビ
ン
の 

製
造
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
ひ
と
び
と
の
半
分
は
仕
事
か
ら
あ
ぶ
れ
る
。
結
果
に
お
い
て
は
、
計
画
に
も
と
づ
く
場
合
と
ち
ょ
う
ど 

同
じ
だ
け
の
余
暇
が
得
ら
れ
る
が
、

し
か
し
半
数
は
ま
っ
た
く
暇
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
半
数
は
酷
使
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な 

仕
方
で
、
不
可
避
の
余
暇
が
幸
福
の
普
遍
的
源
泉
で
あ
る
か
わ
り
に
、
周
囲
に
悲
惨
を
ひ
き
起
こ
す
、

と
い
う
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
。 

こ
れ
以
上
気
違
い
じ
み
た
こ
と
を
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
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怠惰のすすめ

貧
乏
人
が
余
暇
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
金
持
は
つ
ね
に
衝
撃
を
与
え
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、

一
九
世 

紀
初
期
に
、
十
五
時
間
が
成
年
男
子
に
と
っ
て
の
一
日
の
普
通
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

子
供
は
同
じ
時
間
働
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
 

一
日
十
二
時
間
働
く
こ
と
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

お
せ
っ
か
い
な
ひ
と
び
と
が
、

こ
れ
ら
の
時
間
が
お
そ
ら
く
は
い
く
ぶ 

ん
長
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
と
示
唆
し
た
と
き
、
彼
ら
は
、

仕
事
は
成
人
を
飲
酒
か
ら
遠
ざ
け
、
子
供
を
非
行
か
ら
救
う
、

と
教
え
さ
と 

さ
れ
た
。
私
が
子
供
の
と
き
、
都
市
の
勤
労
者
が
選
挙
権
を
獲
得
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
日
か
の
公
休
日
が
法
に
よ
つ 

て
定
め
ら
れ
、
上
流
階
級
を
大
い
に
憤
慨
さ
せ
た
。

私

は

一

人

の

お

い

ぼ

れ

た

オ

ラ

ン

ダ

人

が

「
貧
乏
人
が
休
日
を
ど
う
し
ょ
う
と 

い
う
の
だ
。
奴
ら
は
働
く
べ
き
だ
」
と
つ
ぶ
や
く
の
を
聞
い
た
。

こ
ん
に
ち
の
ひ
と
び
と
は
そ
れ
ほ
ど
卒
直
で
は
な
い
が
、

し
か
し 

そ
の
感
情
は
い
ま
で
も
残
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
多
く
の
経
済
的
混
乱
の
源
に
な
っ
て
い
る
。 

さ
し
あ
た
っ
て
、
迷
信
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
卒
直
に
、
仕
事
の
倫
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
人
間
は
だ
れ
で
も
、

必 

要
上
、

一
生
の
あ
い
だ
に
あ
る
量
の
人
間
労
働
の
生
産
物
を
消
費
す
る
。

か
り
に
、

労
働
は
概
し
て
不
愉
快
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な 

ら
ば
、
人
が
自
分
の
生
産
し
た
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
消
費
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
、

た
と
え
ば
医
師
の
よ 

う
に
、

必
需
品
で
は
な
く
、

む
し
ろ
用
役
を
供
給
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
彼
は
食
事
と
宿
泊
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
、
何 

か
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
程
度
で
、
仕
事
の
義
務
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
こ
の
程
度
に
お
い
て
だ
け 

で
あ
る
。

ソ
連
以
外
の
す
べ
て
の
現
代
社
会
で
、
多
く
の
ひ
と
び
と
、
す
な
わ
ち
遺
産
相
続
者
や
、
金
持
と
結
婚
し
た
ひ
と
び
と
が
、

こ
の 

最
小
量
の
仕
事
を
さ
え
逃
避
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
、

深
く
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
私
は
、

こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
が
怠
惰
で 

あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
賃
金
労
働
者
が
過
労
か
飢
餓
に
陥
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
ほ
と 

ん
ど
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
、
と
は
思
わ
な
い
。

普
通
の
賃
金
労
働
者
が
一
日
四
時
間
働
く
な
ら
ば
、
各
人
に
と
っ
て
十
分
な
も
の
は
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
失
業
も
存
在
し
な
い
で 

あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
は
、
富
裕
階
級
に
衝
撃
を
与
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
貧
乏
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
余
暇
を
利
用
す
る
方
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法
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
す

で

に

瀉

に

な

っ

た

と

き

で

さ

え

も

、
長
時
間 

働
く
人
が
し
ば
し
ば
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ひ
と
び
と
は
、
当
然
、
失
業
と
い
う
冷
酷
な
罰
に
よ
る
以
外
は
、

お
よ
そ
賃
金
労
働
者
の 

余
暇
と
い
う
考
え
に
憤
り
を
感
じ
る
。
事
実
、
彼
ら
は
息
子
の
た
め
に
さ
え
も
、
余
暇
を
き
ら
う
の
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
奇
妙
な
こ 

と
に
、
彼
ら
は
一
方
で
は
彼
ら
の
息
子
た
ち
が
教
養
を
受
け
る
時
間
を
も
た
な
い
ほ
ど
懸
命
に
働
く
こ
と
を
望
ん
で
い
な
が
ら
、
他 

方
で
は
彼
ら
の
妻
や
娘
た
ち
が
ま
っ
た
く
何
の
仕
事
も
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
気
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
貴
族
社
会
で
は
両
性
に
広 

が
っ
て
い
る
無
用
称
賛
主
義
が
、
金
権
主
義
の
も
と
で
は
、
女
性
に
局
限
さ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
、

そ
の
称
賛
主
義
が
い
く
ぶ 

ん
か
は
常
識
に
か
な
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

余
暇
の
賢
明
な
利
用
は
、
文
明
と
教
育
の
産
物
で
あ
る
、
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
涯
を
通
じ
て
長
時
間
働
き
っ
づ
け 

て
き
た
人
は
、
突
然
暇
に
な
る
と
、
退
屈
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

か
な
り
の
量
の
余
暇
が
な
い
と
、
人
は
多
く
の
最
良
の
も
の 

か
ら
し
ゃ
断
さ
れ
る
。
人
口
の
大
半
が
こ
の
損
失
を
こ
う
む
る
べ
き
理
由
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

た
だ
愚
か
な
——

通
常
は
代 

償
的
な!
—

禁
欲
主
義
の
み
が
わ
れ
わ
れ
を
不
必
要
で
余
計
な
仕
事
に
な
お
も
固
執
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

ロ
シ
ア
政
府
を
支
配
す
る
新
し
い
綱
領
の
う
ち
に
は
、

一
方
で
は
西
方
の
伝
統
的
な
教
訓
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
多
く
の
も
の
が 

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
に
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
統
治
階
級
、
と
り
わ
け
教
育
的
な
宣
伝 

を
お
こ
な
う
統
治
階
級
が
労
働
の
尊
厳
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
示
す
態
度
は
、
世

界

の

統

治

階

級

が

「
正
直
な
貧
し
い
ひ
と
び
と
」 

と
よ
ば
れ
る
者
に
対
し
て
た
え
ず
説
い
て
き
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
。
勤

勉

、
実

直

、
自
分
に
直
接
関
係
の
な
い
利
益
の
た 

め
に
長
時
間
働
く
こ
と
を
い
と
わ
な
い
気
持
、
権
威
に
対
す
る
柔
順
な
ど
、

こ
れ
ら
す
べ
て
が
再
び
登
場
し
て
い
る
。

そ
の
上
、
官 

僚
は
な
お
世
界
征
服
者
の
意
志
を
表
明
し
て
い
る
が
、

し
か
し
こ
の
征
服
者
は
い
ま
で
は
弁
証
法
的
唯
物
論
と
い
う
新
し
い
名
前
で 

よ
ば
れ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
に
お
け
る
プP

レ
タ
リ
ア
の
勝
利
は
、
他
の
あ
る
国
々
に
お
け
る
フ
ェ
ミ-
ー
ス
ト
の
勝
利
と
共
通
し
た
点
を
い
く
つ
か
も 

っ
て
い
る
。
ず
っ
と
昔
、
男
性
は
女
性
が
徳
性
に
お
い
て
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
、
気
高
い
徳
性
は
権
力
よ
り
も
い
っ
そ
う

ェ6

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



怠惰のすすめ

望
ま
し
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
よ
わ
い
女
性
を
慰
め
て
い
た
。

つ
い
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
両
方
を
兼
備
し
ょ
う 

と
決
心
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
の
う
ち
の
開
拓
者
は
、

ひ
と
び
と
が
彼
ら
に
徳
の
望
ま
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
こ
と
は
す 

ベ
て
信
じ
た
が
、
政
治
的
権
力
の
無
価
値
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
こ
と
は
、
信
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
で
も
似
通
っ 

た
こ
と
が
、
筋
肉
労
働
に
関
し
て
起
こ
っ
た
。
ず
っ
と
昔
に
、
金

持

や

彼

ら

の

追

従

者

は

「
正
直
な
骨
折
り
仕
事
」

を
ほ
め
て
書
き
、
 

質
素
な
性
格
を
称
賛
し
て
、
貧
し
い
ひ
と
び
と
は
富
め
る
ひ
と
び
と
よ
り
も
天
国
へ
行
く
こ
と
が
は
る
か
に
た
や
す
い
、

と
説
く
宗 

教
を
奉
じ
て
き
た
し
、

ま
た
一
般
に
、
筋
肉
労
働
者
に
、
空
間
に
お
け
る
物
質
の
位
置
を
変
え
る
こ
と
に
は
ど
こ
か
と
く
に
高
貴
な 

と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
が
、

そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
、
男
性
が
女
性
に
、
女
性
は
自
己
の
性
的
隸 

属
か
ら
高
貴
な
も
の
を
引
き
出
す
、
と
い
う
こ
と
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
の
と
、
同
様
で
あ
っ
た̂
 

ロ
シ
ア
で
は
、

こ
の
筋
肉 

労
働
の
卓
越
に
つ
い
て
の
教
訓
は
ま
じ
め
に
と
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
筋
肉
労
働
者
は
他
の
だ
れ
よ
り
も
尊
敬
さ
れ
る
に
い
た
る
。
要 

す
る
に
、
復
古
主
義
者
の
訴
え
な
る
も
の
が
な
さ
れ
る
が
、

し
か
し
古
い
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
特
殊
業 

務
の
た
め
の
特
別
作
業
隊
員
を
確
保
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筋
肉
労
働
は
若
者
の
前
に
か
か
げ
ら
れ
る
理
想
で
あ
り
、 

あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
教
訓
の
土
台
で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、

お
そ
ら
く
、

こ
れ
は
す
べ
て
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
自
然
資
源
に
富
ん
だ
大
国
は
、
発
展
を
待
望
し
て
お
り
、 

し
か
も
資
金
の
ご
く
わ
ず
か
の
運
用
で
開
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
は
、
過
剰
労
働
は
不
可
欠
で 

あ
り
、

ま
た
た
や
す
く
巨
大
な
報
酬
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
だ
れ
も
が
長
時
間
働
か
な
い
で
快
的
に
暮
ら
し
て
ゆ 

け
る
目
標
が
達
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
西
洋
資
本
主
義
諸
国
で
は
、

こ
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
処
理
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
経
済
的
正
義
を
実
現
し
よ
う 

と
し
な
い
の
で
、
総
生
産
の
大
部
分
が
人
口
の
ご
く
少
数
の
手
に
渡
さ
れ
、

し
か
も
彼
ら
の
多
く
は
ま
っ
た
く
働
か
な
い
。
中
央
の 

生
産
管
理
が
欠
け
て
い
る
の
で
、

必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
比
率
の
労
働
人
口 

を
働
か
せ
ず
に
い
る
が
、

そ
れ
と
い
う
の
も
、

わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
の
労
働
を
、
他
の
ひ
と
び
と
に
過
重
労
働
を
課
す
る
こ
と
に
よ
つ
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て
、
省
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
法
が
す
べ
て
不
十
分
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
き
に
は
、
戦
争
を
す
る
。

わ
れ 

わ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
花
火
を
発
見
し
た
ば
か
り
の
子
供
の
よ
う
に
、
多
く
の
ひ
と
び
と
に
炸
薬
を
製
造
さ
せ
、
他
の
多
く
の
ひ
と
び 

と
に
そ
れ
を
爆
発
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
工
夫
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

か
ろ
う
じ
て
で
は
あ
る 

が
、
ど
う
に
か
、
多
く
の
厳
し
い
筋
肉
労
働
が
、

一
般
人
の
宿
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
考
え
を
温
存
さ
せ
て
い
る
の
で 

あ
る
。

ロ
シ
ア
で
は
、

よ
り
す
ぐ
れ
た
経
済
的
正
義
と
中
央
の
生
産
管
理
に
よ
っ
て
、
問
題
は
異
な
っ
た
仕
方
で
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
で
あ
ろ
う
。
合
理
的
解
決
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

必
需
品
と
基
本
的
な
便
益
品
が
す
べ
て
の
も
の
に
支
給
さ
れ
う
る
よ
う 

に
な
っ
た
と
き
、

た
だ
ち
に
——

各
々
の
段
階
に
お
い
て
、

よ
り
多
く
の
余
暇
と
よ
り
多
く
の
商
品
と
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
べ 

き
か
大
衆
の
投
票
に
よ
っ
て
決
定
し
、!
—

労
働
時
間
を
徐
々
に
短
縮
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
勤
労
の
至
上
の
徳
を
教
え
込 

ん
で
き
た
当
局
が
、
多
く
の
余
暇
が
あ
っ
て
わ
ず
か
な
仕
事
し
か
な
い
よ
う
な
楽
園
を
目
標
と
し
て
、
政
策
を
立
て
る
こ
と
は
困
難 

で
あ
る
。

い
っ
そ
う
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
当
局
が
現
在
の
余
暇
が
将
来
の
生
産
性
の
た
め
に
犠
牲
に
供
さ
れ
る
よ
う
な
新 

し
い
計
画
を
考
え
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
私
は
最
近
、

コ
ラ
海
を
横
断
す
る
ダ
ム
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
白
海
と
シ
ベ
リ
ア
北
岸
を
温 

暖
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

ロ
シ
ア
の
技
師
た
ち
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
才
気
あ
ふ
れ
た
計
画
に
つ
い
て
読
ん
だ
。
賞
賛
す 

べ
き
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
計
画
は
一
世
代
の
あ
い
だ
、
す
な
わ
ち
、

労
苦
の
高
貴
性
が
北
極
海
の
氷
原
と
ふ
ぶ
き
の
最
中
で 

み
せ
つ
け
ら
れ
る
あ
い
だ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
安
楽
を
延
期
す
る
計
画
で
あ
る
。

こ
の
種
の
こ
と
は
、
勤
労
の
徳
を
、
勤
労
が
も
は 

や
必
要
で
な
く
な
る
よ
う
な
情
況
を
生
み
だ
す
手
段
と
し
て
考
え
ず
、

む
し
ろ
目
的
自
体
と
見
な
す
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。 

実
は
、
物
を
あ
ち
こ
ち
に
動
か
す
こ
と
は!
!

あ
る
程
度
は
わ
れ
わ
れ
の
生
存
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
が!
!

け
っ
し
て
、
人
間 

生
活
の
目
的
で
は
な
いQ

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
土
工
が
ツ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、

二
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
事
態
に
迷
い
込
ま
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
貧
困
階
級 

を
満
足
さ
せ
る
要
求
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
富
裕
階
級
は
数
千
年
の
あ
い
だ
、

一
方
で
は
労
働
の
尊
さ
を
説
教
し
な
が
ら
、
他
方
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怠惰のすすめ

で
は
自
分
た
ち
を
こ
の
点
に
お
い
て
不
名
誉
な
地
位
に
と
ど
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
原
因
は
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
地
上 

に
実
現
し
う
る
驚
く
ほ
ど
巧
み
な
変
化
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
た
ず
さ
わ
る
と
い
う
新
し
い
喜
び
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
動
機
の 

い
ず
れ
も
、
現
実
の
労
働
者
に
は
大
し
て
訴
え
る
力
を
も
た
な
い
。
あ
な
た
が
彼
に
、
彼
が
自
分
の
生
活
の
最
良
の
部
分
を
何
と
考 

え
て
い
る
か
、
と
た
ず
ね
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
答
え
は
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
。

「
私
が
筋
肉
労
働
が
好
き
な
の
は
、

そ
れ
が
自 

分
に
人
間
の
最
も
高
貴
な
仕
事
を
な
し
遂
げ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
し
、

ま
た
、
人
間
が
こ
の
地
球
を
ど
れ
ほ
ど 

多
く
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
か
ら
で
す
。
私
の
肉
体
が
休
息
を
求
め
、
私
が
そ
れ
に
有
終
の
美
を
与 

え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

し
か
し
私
は
、
朝
が
来
て
私
の
満
足
が
そ
こ
か
ら
湧
き
で
て
く
る
労
役
に
帰
る
こ
と
が 

で
き
る
と
き
ほ
ど
、
幸
福
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
私
は
、

勤
労
者
が
こ
の
種
の
こ
と
を
言
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

彼
ら 

は
仕
事
を!

こ
う
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
が
——

生
計
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
手
段
と
考
え
て
い
る
し
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う 

な
幸
福
を
享
受
し
よ
う
と
、

そ
れ
を
彼
ら
が
引
き
出
す
の
は
、
彼
ら
の
暇
な
時
間
か
ら
で
あ
る
。

少
し
の
余
暇
は
楽
し
み
で
あ
る
の
に
、

ひ
と
び
と
は
自
分
た
ち
が
二
十
四
時
間
の
う
ち
か
ら
た
だ
四
時
間
し
か
労
働
す
る
時
間
を 

も
た
な
い
場
合
に
は
、

日
々
を
充
実
さ
せ
る
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
考
え
が
現
代
世
界
に
お
い
て
本
当
で
あ
る 

か
ぎ
り
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
文
明
の
と
が
で
あ
る
。

以
前
の
ど
の
時
代
に
も
、

そ
れ
は
真
実
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
前
に 

は
、
能
率
の
礼
賛
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
抑
制
さ
れ
て
は
き
た
が
、

そ
れ
で
も
気
楽
さ
と
気
晴
ら
し
に
対
す
る
包
容
力
が
あ
っ
た
。

こ 

れ
に
対
し
現
代
人
は
、
何
事
も
何
か
他
の
も
の
の
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
そ
れ
自
身
の
た
め
に
な
さ
れ
る
べ 

き
で
は
な
い
、

と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、

ま
じ
め
な
ひ
と
び
と
は
映
画
を
見
に
行
く
習
慣
を
い
つ
も
非
難
し
、

そ
れ
が
若
者
を
犯
罪 

に
導
く
こ
と
を
教
え
さ
と
す
。

し
か
し
映
画
の
製
作
に
向
け
ら
れ
る
す
べ
て
の
仕
事
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ 

れ
が
仕
事
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
貨
幣
利
潤
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
望
ま
し
い
仕
事
は
利
益
を
も
た
ら
す
仕
事
で
あ
る
と
い
う
考
え 

は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
あ
べ
こ
べ
に
し
て
き
た
。
あ
な
た
に
肉
を
供
給
す
る
肉
屋
と
、
あ
な
た
に
パ
ン
を
供
給
す
る
パ
ン
屋
は
称
賛 

に
値
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
金
を
も
う
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
あ
な
た
が
彼
ら
の
供
給
し
た
食
物
を
食
べ
る
と
き
、
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仕
事
の
た
め
の
活
力
を
得
る
た
め
に
食
べ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
不
ま
じ
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
金
を
獲
得
す
る
こ
と
は
善 

〇

 

で
あ
る
が
、
金
を
消
費
す
る
こ
と
は
悪
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
が
一
つ
の
取
引
き
の
両
面
で
あ
る
か
ら
に
は
、

こ
れ
は 

馬
鹿
げ
て
い
る
。
鍵
は
善
で
あ
る
が
、
鍵
穴
は
悪
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
商
品
の
生
産
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
長
所
が 

あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
、

ま
っ
た
く
、
商
品
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
利
益
か
ら
引
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
個
人
は
利
益
の
た
め
に
働
く
。

し
か
し
彼
の
仕
事
の
社
会
的
な
目
的
は
、
彼
が
生
産
す
る
も
の
を
消
費
す 

る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
生
産
の
個
人
的
目
的
と
社
会
的
目
的
と
の
分
離
こ
そ
、
営
利
が
産
業
の
動
機
で
あ
る
世
界
の
な 

か
で
明
晰
に
考
え
る
こ
と
を
非
常
に
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
生
産
を
重
視
し
す
ぎ
、
消
費
を
軽
視
し
す
ぎ 

る
。

わ
れ
わ
れ
が
娯
楽
と
単
純
な
幸
せ
の
重
要
性
に
あ
ま
り
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
と
、

生
産
を
そ
れ
が
消
費
者
に
与
え
る
楽
し
み 

に
よ
っ
て
判
断
し
な
い
こ
と
と
は
、

そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

私
が
労
働
時
間
は
四
時
間
に
短
縮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
と
き
、
私
は
残
り
の
時
間
全
体
が
ま
っ
た
く
く
だ
ら
な
い
こ 

と
に
費
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、

一
日
四
時
間
の
労
働
が
生
活
必
需
品 

と
基
本
的
な
便
益
品
を
享
受
す
る
権
利
を
人
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
彼
の
時
間
の
残
り
は
彼
自
身
の 

も
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
仕
方
で
利
用
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
教
育
が
現
在
普
通
に 

貂
こ
な
わ
れ
て
い
る
以
上
に
普
及
し
、
教
育
目
標
の
な
か
に
余
暇
を
知
的
に
利
用
し
う
る
よ
う
な
趣
味
を
培
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る 

よ
う
な
、
そ
う
い
う
社
会
組
織
が
具
え
る
べ
き
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
私

は

「
文
化
的
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
も
の
を 

主
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
農
民
の
踊
り
は
遠
く
離
れ
た
い
な
か
を
の
ぞ
い
て
は
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、

し
か
し
そ 

れ
を
培
わ
せ
た
衝
動
は
、

ま
だ
人
間
性
の
う
ち
に
巣
く
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
都
市
居
住
者
の
娯
楽
は
、
主
に
受
動
的
に
な
っ
て 

し
ま
っ
た!
—

映
画
鑑
貝
、

フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
観
戦
、

ラ
ジ
オ
聴
取
、
等
々
。

こ
れ
は
、
彼
ら
の
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
仕
事
に
完
全 

に
喰
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
由
来
し
て
い
る
。
彼
ら
に
も
っ
と
多
く
の
暇
が
あ
る
な
ら
、
彼
ら
は
か
っ
て
み
ず
か
ら
積
極
的 

に
参
加
し
た
娯
楽
を
再
び
楽
し
む
で
あ
ろ
う
。
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怠惰のすすめ

過
去
に
は
少
数
の
有
閑
階
級
と
多
数
の
労
働
階
級
が
あ
っ
た
。
有
閑
階
級
は
、
社
会
主
義
の
点
で
は
何
の
根
拠
も
な
い
利
益
を
享 

受
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、

必
然
的
に
、

こ
の
階
級
を
圧
制
的
に
し
、
彼
ら
に
対
す
る
同
情
者
を
少
な
く
し
、
彼
ら
に
そ
の
特
権
を
正 

当
化
す
る
理
論
を
発
明
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
こ
の
階
級
の
優
秀
性
を
大
い
に
減
じ
は
し
た
が
、

し
か
し
こ
の
欠
点
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
文
明
と
よ
ぶ
も
の
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
貢
献
し
た
。
彼
ら
は
芸
術
を
培
い
、
科
学
を
発
見
し
た
。 

本
を
書
き
、
哲
学
を
発
明
し
、
社
会
関
係
を
洗
練
し
た
。
被
圧
制
者
の
解
放
さ
え
も
、
通
常
は
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
て
き
た
。

有
閑 

階
級
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
人
類
は
野
蛮
主
義
か
ら
け
っ
し
て
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
な
ん
の
義
務
を
も
も
た
ぬ
世
襲
有
閑
階
級
の
方
法
は
、
と
ほ
う
も
な
く
浪
費
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
階
級
の
成
員
の
だ
れ 

一
人
と
し
て
勤
勉
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、

こ
の
階
級
全
体
と
し
て
は
、
格
別
に
知
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な 

い
。

こ
の
階
級
は
一
人
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
は
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
彼
一
人
に
対
し
て
、
狐
狩
と
密
猟
者 

を
処
罰
す
る
こ
と
の
ほ
か
は
何
一
つ
知
的
な
こ
と
を
考
え
な
い
数
万
人
の
い
な
か
地
主
が
対
照
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現 

在
で
は
、
有
閑
階
級
が
偶
然
に
か
あ
る
い
は
副
産
物
と
し
て
提
供
し
た
も
の
を
、
大
学
が
い
っ
そ
う
組
織
的
な
仕
方
で
、
提
供
す
る 

も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
大
き
な
進
歩
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
大
学
の
生
活
は
世 

間
一
般
の
生
活
か
ら
非
常
に
か
け
は
な
れ
て
い
る
の
で
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
環
境
に
ひ
た
っ
て
生
き
て
い
る
ひ
と
び
と
は
、

一
般
男 

女
の
急
務
や
問
題
に
注
意
を
向
け
な
い
お
も
む
き
が
あ
る
。

そ
の
上
、
彼
ら
の
自
己
表
現
の
仕
方
は
、
彼
ら
の
意
見
が
一
般
大
衆
に 

与
え
る
べ
き
影
響
力
を
奪
い
と
っ
て
し
ま
う
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る̂

も
う
一
つ
の
不
利
な
点
は
、
大
学
で
は
研
究
が
組
織
化
さ
れ 

て
、
あ
る
独
創
的
な
研
究
方
針
を
考
え
て
い
る
人
は
、
勇
気
を
そ
が
れ
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
学
術
機
関 

は
、
有
益
で
は
あ
る
が
、

そ
の
壁
の
外
に
い
る
す
べ
て
の
人
が
非
実
用
的
な
探
究
に
向
か
う
の
に
は
多
忙
す
ぎ
る
世
界
に
お
い
て
は
、 

文
明
の
利
害
の
申
し
分
の
な
い
擁
護
者
で
は
な
い
。

だ
れ
で
も
一
日
四
時
間
以
上
働
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
世
界
で
は
、
科
学
的
好
奇
心
を
抱
い
て
い
る
人
な
ら
だ
れ
で
も
そ
れ
に 

没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ど
の
画
家
も-
-

彼
の
絵
が
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
も
の
か
は
い
ざ
し
ら
ず̂
^
^

飢
え
る
こ
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と
な
し
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
若
い
作
家
た
ち
が
、

不
滅
の
作
品
を
書
く
た
め
に
は
、
生
計
を
維
持
す
る
た
め
の
セ
ン 

セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
作
品
に
よ
っ
て
自
分
に
注
目
を
ひ
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

い
ざ
そ
の
時
が
到
来
し
た
と
き
に
は
、
不
滅
の
作 

品
に
対
す
る
趣
味
も
能
力
も
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
専
門
的
な
仕
事
に
お
い
て
、
経
済 

あ
る
い
は
行
政
の
あ
る
局
面
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ひ
と
び
と
は
、

し
ば
し
ば
大
学
の
経
済
学
者
の
仕
事
に
み
ら
れ
る
現
実 

性
を
欠
い
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
超
然
と
し
た
態
度
を
持
す
る
こ
と
な
し
に
、
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で 

あ
ろ
う
。
医
者
は
医
学
の
進
歩
に
つ
い
て
学
ぶ
時
間
を
も
つ
で
あ
ろ
う
し
、
教
師
は
、
彼
ら
が
若
い
時
に
習
っ
た
事
柄
で
、

ほ
ど
へ 

て
本
当
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
事
柄
を
、
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
型
に
は
ま
っ
た
方
法
で
教
え
よ
う
と
も
が
く
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

と
り
わ
け
、
す
り
き
れ
た
神
経
と
疲
労
と
消
化
不
良
の
か
わ
り
に
、
幸
福
と
生
の
喜
び
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

必
要
労
働
は
余
暇
を 

楽
し
く
す
る
の
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
が
、
窮
乏
を
生
産
す
る
の
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
び
と
は
余
暇
の
時
間
に
疲
れ
る
こ
と 

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

た
ん
に
受
動
的
で
退
屈
で
あ
る
よ
う
な
娯
楽
は
求
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
ー
パ
ー
セ
ン
ト
の
ひ 

と
び
と
は
、

お
そ
ら
く
、
専
門
の
仕
事
に
費
さ
れ
な
い
時
間
を
あ
る
公
的
に
重
要
な
地
位
の
職
務
に
さ
さ
げ
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
彼
ら
は
生
計
の
こ
と
で
こ
れ
ら
の
職
務
に
た
よ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
ら
の
独
創
性
は
妨
げ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う 

し
、
長
老
学
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
標
準
に
準
拠
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
余
暇
の
利
益
が
現
わ
れ
る
の
は
、
以
上 

の
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。

一
般
男
女
は
、
幸
福
な
生
活
を
営
む
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
の
で
、

い
っ
そ
う
親
切
に
な
つ 

て
、

い
じ
わ
る
さ
も
へ
り
、
疑
惑
の
目
で
他
人
を
眺
め
る
傾
向
も
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
戦
争
趣
味
は
、

一
つ
に
は
こ
の
た
め
に
、
 

一
つ
に
は
戦
争
が
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
長
い
厳
し
い
労
働
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
死
に
絶
え
る
で
あ
ろ
う
。
善
良
な
性
質 

は
、
す
べ
て
の
道
徳
的
資
質
の
う
ち
で
、
世
界
が
最
も
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
善
良
な
性
質
は
安
楽
と
安
全
の
結
果
で
あ 

っ
て
、
困
難
な
闘
い
の
生
活
の
結
果
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
生
産
方
法
は
、

わ
れ
わ
れ
に
、
万
人
に
と
っ
て
の
安
楽
と
安
全 

の
可
能
性
を
与
え
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
か
わ
り
に
、
あ
る
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
過
労
を
、
他
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
飢
え 

を
与
え
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
機
械
出
現
以
前
と
同
様
に
、
精
力
を
使
い
は
た
し
て
き
た
。

こ
の
点
に
お
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怠情のすすめ

い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
愚
か
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

い
つ
ま
で
も
愚
か
で
あ
り
つ
づ
け
る
理
由
は
、

な
い
の
で
あ
る
。〔

小
林
靖
昌
訳
〕 

(
1
)

ー
九
三
二
年
に
書
か
れ
た
。

(2) 

そ
れ
以
来
、
共
産
党
員
は
戦
士
と
僧
侶
の
特
権
を
継
承
し
た
。
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マ
ル
ク
ス
に
よ
る
自
由
の
概
念
の
具
体
化

イ
リ
ン
グ
・
フ
ェ
ッ
チ
ャ1

i
r
m
g

 

F
e
t
s
c
h
e
r

は
、
ド
イ
ツ
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
刊
行
さ
れ
て
い
る 

『
マ
ル
ク 

ス
主
義
研
究
』

の
編
集
者
を
三
年
間
勤
め
、

『
マ
ル
ク
ス
か
ら
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
イ
デ
オP

ギ

• 

I

へ
』

『
マ
ル
ク
ス
主
義
、
そ
の
記
録
に
よ
る
歴
史
』
お

よ

び

『
ル
ソ
ー
の
政
治
哲
学
』

の 

著
者
で
あ
る
。

ー
九
二
ニ
年
、

マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
・
ア
ム
・
ネ
ッ
カ
ー
に
生
ま
れ
、

す
ユI

ビ 

ン
ゲ
ン
、
パ
リ
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
各
大
学
で
、
哲
学
、

ロ
マ
ン
主
義
、
社
会
学
を
学
ん
だ
。 

博

士

論

文

は

『
へI

ゲ
ル
の
人
間
学
』
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
 

マ
イ
ン
大
学
の
政
治
学
教
授
で
あ
る
。

若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
ー
ー
つ
の
概
念
形
態
を
通
じ
て
、
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
由
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ 

ち
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
最
も
簡
潔
に
哲
学
的
な
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
た
自
由
主
義
的
な
概
念
と
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
の
形
而
上
学 

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念
形
態
に
は
、

一
定
の
社
会
的•

政
治
的
な
限
界
の
な
か
で
、
歴
史
的
に
具
体
性
を
も
っ
た
思
想
が
表
現 

さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
の
理
論
上
の
構
造
と
政
治
的
な
意
図
と
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
こ 

れ
ら
の
概
念
の
限
界
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
抽
象
性
と
を
克
服
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

マ
ル
ク
ス
が
こ
れ
ら
の 

概
念
を
ど
の
よ
う
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
自
由
の
概
念
」
と
し
て
分
析
し
た
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
独
自
の
政
治
上
の 

目
標
を
十
分
に
理
弊
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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と
昔
の
時
代
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
を
熱
望
し
た
が
、

そ
れ
に
反
し
、

マ
ル
ク
ス
は
、
他
人
を
満
足
さ
せ
る
た
め
自
分
の
仕
事
が
役
立 

つ
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
が
自
分
の
仕
事
の
遂
行
に
満
足
を
見
出
す
と
と
も
に
、
自
分
自
身
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
他
人
の
仕 

事
を
認
め
る
と
い
う
協
同
的
な
文
明
を
未
来
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
都
市
国
家
の
理
想
に
対
応
す
る
こ
の
相
互 

関
係
を
捨
て
去
る
こ
と
な
く
、

こ
の
関
係
の
普
遍
化
を
、

そ
し
て
ま
た
、

こ
の
関
係
の
も
つ
性
質
の
徹
底
的
な
変
形
を
望
ん
だ
の
で 

あ
る
。

し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
は
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
主
義
的
国
家
の
概
念
の
限
界
を
強
調
し
た
最
初
の
人
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
は
、 

生
来
は
利
己
的
な
個
人
が
平
和
に
共
存
す
る
よ
う
に
保
証
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
が
自
己
を
満
足
さ
せ
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
、 

自
由
主
義
的
国
家
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
反
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
個
人
的
な
機
会
の
自 

由
を
保
証
す
る
法
に
で
は
な
く
、
国
家
の
構
造
自
体
に
、

理
性
的
な
市
民
の
自
由
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
歴
史
哲
学
』

の
な
か
で
、
後
に
マ
ル
ク
ス
が
お
こ
な
っ
た
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
自
由
主
義
的
な
自
由
概
念
に
は 

っ
き
り
と
反
対
し
、

そ
れ
ら
の
概
念
を
、

た

ん

な

る

「
消
極
性
」

に
す
ぎ
ず
、
形
式
主
義
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
国

家

は

「
そ
の
内 

部
で
は
す
べ
て
の
個
人
の
自
由
が
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
人
間
の
集
合
で
は
な
い
。

こ
の
普
遍
的
な
制
限
——

す 

ベ
て
の
個
人
間
の
相
互
的
な
拘
束
——

が
、
各
人
に
対
し
て
わ
ず
か
な
自
由
の
余
地
を
確
保
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
自
由
が
考
え 

ら
れ
、
あ
た
か
も
個
人
が
他
の
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
の
自
由
を
こ
の
よ
う
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
由
が

〈3)

考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
自
由
は
消
極
的
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
」
。
す

で

に

『
イ
エ
ナ
時
代
の
実
質
哲
学
』

の
な
か
で
も
、

へ
一 

ゲ

ル

は

「
形
式
的
自
由
」
を

「
そ
の
実
体
が
そ
れ
自
身
に
対
し
て
外
的
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。)

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
つ 

て

自

由

の

実

体

は

「
精
神
」

で
あ
り
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
正
確
に
は
、
国
家
の
制
度
お
よ
び
法
の
生
き
生
き
し
た
精
神
の
う
ち
に
客 

観
的
な
か
た
ち
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
観
念
論
的
に
、

ま
た
神
秘
主
義
的
に
潤
色
さ
れ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
ら
の
思
想
を
、

カ
ン
ト
哲
学
の
立
場
を
越
え
た
本
質
的
な
進
歩
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
。 

た
だ
し
、

こ
の
よ
う
に
見
る
た
め
に
は
、

「
実
体
」

と
い
う
も
の
を
、
個
人
の
真
の
人
間
的
発
展
が
そ
こ
で
生
じ
て
く
る
よ
う
な
、
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協
力
す
る
ひ
と
び
と
か
ら
な
る
現
実
社
会
と
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
、
す

べ

て

の

同

胞(

何
よ
り
も
ま 

ず
国
家
の
う
ち
に
合
体
し
て
い
る)

に
対
す
る
個
人
の
積
極
的
な
関
係
は
、
各

人

の

「
主
観
的
精
神
」

と

国

家

の

「
客
観
的
精
神
」 

と
が
た
ん
に
同
一
と
な
る
点
に
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
弁
証
法
的
同
一
は
、
相
互
関
係
の
固
定
し
た
極
と
し
て
の
個
人
と 

国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
独
立
し
た
存
在
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が' 

し
か
し
た
ん
に
観
念
的
な
次
元
の
上
に
と
ど
ま
っ
て
い 

る
。

生
き
て
い
る
人
間

と

生

き

て

い

る

社

会(

へ
一
・
ゲ
ル
の
「
必
然
的
で
理
性
的
な
国
家
」)

と
は
、

こ
の
高
く
聳
え
立
つ
領
域
に 

遠
く
及
ば
ず
、

「
非
実
体
的
外
観
の
う
ち
に
」
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

根
本
的
に
は
、

ヘ
ー
ダ
ル
は
一
つ
の
抽
象
性
を
他
の
抽
象
性
と 

交
換
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
百
由
主
義
的
な
自
由
概
念
は
、

ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
の
実
際
的
な
関
係
の
上
に
基
礎
づ
け 

ら
れ
、

ま
た
競
争
社
会
で
の
ひ
と
び
と
の
心
理
的
要
求
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
拘
束
を
表
わ
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と
反
対
に
ヘ
ー
ゲ 

ル
哲
学
の
国
家
形
而
上
学
は
、
人
間
が
自
由
を
発
見
し
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
日
常
の
個
人
的
関
係
に
お
い
て
で
は 

な
く
、
観
念
的
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
事
実
、

ヘ

ー

ゲ

ル

は

「
国
家
は
、
そ
の
内
部
で
個
人
が
彼
の
自
由
を
得
る 

と
こ
ろ
の
実
在
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。

だ
が
、

観
念
的
国
家
は
人
間
の
環
境
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、

現

実

の

「
市
民
社 

会

」

は
、
生
産
、
交
換
、
産
業
の
世
界
で
あ
り
、

こ
の
世
界
で
人
間
は
彼
の
自
由
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
自
由
主
義
的
な
自
由
概
念
の
歴
史
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
社
会
的
に
も
、
時
代
的
に
も
限
定
さ 

れ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
の
地
平
内
に
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

マ 

ル
ク
ス
は
、
人
を
惑
わ
し
現
実
と
補
足
し
あ
う
よ
う
な
そ
の
特
質
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
現
実
と
対
決
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明 

ら
か
に
な
る
と
指
摘
し
た
。

『
資
本
論
』

の
な
か
に
は
、

マ
ル
ク
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
自
由
の
命
題
お
よ
び
人
間
の
権
利
に
対
す 

る
最
も
徹
底
し
た
批
判
が
見
出
さ
れ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
見
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
〔
流
通
お
よ
び
商
品
交
換
の
〕
領
域
、

そ
の
限
界
内
で
労
働
力
の
売
買
が
お
こ
な 

わ
れ
る
こ
の
領
域
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

天
賦
人
権
の
真
の
花
園
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
自
由
、

平
等
、
所
有
お
よ
び
ベ
ン
サ 

"
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ム
だ
け
が
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
。
自
由
が
支
配
す
る
と
は
、

た
と
え
ば
、

労
働
力
の
よ
う
な
あ
る
商
品
の
買
手
と
売
手
と
は
、 

と
も
に
彼
ら
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
だ
け
束
縛
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
由
な
行
為
者
と
し
て
契
約
し
、
法
的
に
対 

等
の
人
と
し
て
契
約
す
る
。
契
約
は
、
彼
ら
の
共
通
の
意
志
を
法
的
に
表
現
し
た
一
つ
の
形
式
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
平
等 

が
支
配
す
る
と
は
、
各
人
は
た
ん
に
商
品
所
有
者
と
し
て
他
人
と
関
係
し
あ
い
、
等
価
物
と
等
価
物
と
を
交
換
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

所
有
が
支
配
す
る
の
は
、
各
人
は
自
己
の
所
有
物
だ
け
を
処
分
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ベ
ン
サ
ム
が
支
配
す
る
と
は
、
各
人 

は
自
分
自
身
し
か
重
視
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
を
結
び
つ
け
、
他
人
と
関
係
さ
せ
る
唯
一
の
力
は
、
彼
ら
の
利
己
主
義
、
利 

益
、
私
的
権
益
の
カ
だ
け
で
あ
る
。
各
人
は
自
分
自
身
の
こ
と
だ
け
に
か
か
わ
っ
て
、
他
人
の
こ
と
に
は
誰
も
か
か
わ
ら
な
い
。 

そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
す
べ
て
、
事
物
の
予
定
調
和
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
全
能
な
神
の
摂
理
の
お 

か
げ
で
、
相
互
の
便
益
、
共
通
の
利
益
の
た
め
に
、

そ
し
て
全
体
の
利
益
に
お
い
て
、

と
も
に
働
く
の
で
あ
る
。4 

マ
ル
ク
ス
は
、

フ
ラ
ン
ス
憲
法
で
人
間
の
権
利
と
し
て
保
証
さ
れ
、
す
べ
て
の
自
由
主
義
的
民
主
憲
法
に
よ
っ
て
同
じ
か
た
ち
で 

引
き
継
が
れ
た
自
由
と
平
等
と
が
、
市
場
を
中
心
と
す
る
社
会
で
の
人
間
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
市
場 

を
中
心
と
す
る
社
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
の
社
会
的
地
位
も
生
ま
れ
な
が
ら
の
特
権
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
ず
、
誰

も

が

「
商
品
所 

有
者
」
と
し
て
自
分
の
商
品
を
自
由
に
処
理
で
き
、
自
分
が
協
定
し
た
契
約
に
よ
っ
て
の
み
束
縛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

労 

働
力
と
い
う
商
品
を
売
り
渡
す
こ
と
は
、
見
か
け
は
平
等
で
自
由
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
実
際
の
所
有
権 

の
不
平
等
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
労
働
力
の
所
有
者
は
、
自
分
の
労
働
力
し
か
売
る
も
の
を
も
た
ず
、

し
た
が
っ 

て
、

法
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、

労
働
力
を
手
離
す
よ
う
に
、

あ
る
い
は
ド
イ
ツ
人
の
生
き
生
き
し
た
表
現
を
使
え
ば
、
 

「
契
約
に
よ
っ
て
自
分
を
譲
渡
す
る
」
(

み
ず
か
ら
を
物
化
す
る)

よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
労
働
力
は
、
職 

工
が
市
場
に
も
た
ら
す
客
体
的
な
商
品
と
は
異
な
り
、
彼
ら
の
存
在
の
客
体
化
し
た
部
分
で
は
な
く
て
、
客
体
化
す
る
能
力
そ
れ
自 

体
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
は
、
自
然
を
創
造
的
に
変
形
さ
せ
て
、
自
分
の
願
望
や
目
的
に
沿
う
よ
う
に
形
成
す
る
能
力
に
あ
る
。

こ
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の
能
力
を
売
り
渡
す
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
と
き
、
人
間
は
そ
の
人
間
性
を
放
棄
し
、

そ
し
て
そ
の
結
果
、
人
類
と
人
間
性
に
対
し
て 

疎
外
さ
れ
た
関
係
が
生
ず
る
。
自
由
主
義
的
な
自
由
概
念
は
、
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

こ
の
概
念
は
、
人
間
が
自 

分
の
た
め
の
利
益
を
め
ざ
す
こ
と
を
人
間
の
本
質
に
帰
す
る
が
、

し
か
し
実
際
は
、

こ
の
特
徴
は
競
争
社
会
の
人
間
を
表
わ
し
て
い 

る
だ
け
で
あ
り
、

過
去
に
つ
い
て
も
、
未
来
に
つ
い
て
も
、
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の 

国
家
の
形
而
上
学
は
、

す
で
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
が
表
現
し
た
自
由
の
観
念
を
、
抽
象
的
に
補
完
す
る 

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
の
哲
学
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ド
イ
ツ
人
と
し
て
最
初
は
そ
の
理
論(

イ
デ
オ
ロ
ギI

)
 

形
態
で
し
か
出
会
わ
な
か
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
家
を
、

そ
の
法
哲
学
が
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
で
に 

見
た
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
概
念
が
自
由
主
義
的
概
念
に
ま
さ
っ
て
い
る
点
は
、
個
人
と
社
会
の
弁
証
法
的
関
係
を
把
握
で
き 

る
と
い
う
能
力
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
こ
の
認
識
を
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
得
た
の
か
、

そ
れ
と
も
社
会
的
現
実
そ
の
も
の
の
経
験
か
ら
得 

た
の
か
は
ど
う
で
も
よ
い
が
、
同
様
な
認
識
は
マ
ル
ク
ス
に
も
見
出
さ
れ
る
。•

「
個
人
に
対
抗
す
る
抽
象
的
概
念
と
し
て
、

し
ば
し 

ば

〈
社
会
〉
が
仮
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
は
社
会
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

し
た
が 

っ
て
、
個
人
の
生
命
の
発
現
が
、
他
の
ひ
と
び
と
と
共
同
し
て
な
し
遂
げ
ら
れ
た
共
同
体
の
生
命
の
発
現
と
い
う
か
た
ち
で
直
接
に

〈7) 

現
わ
れ
な
い
と
き
で
も
、
個
人
的
生
命
の
発
現
は
社
会
的
生
命
の
発
現
で
あ
り
、

そ
の
確
認
で
も
あ
る
」
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、 

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、

ヘ
ー
ダ
ル
哲
学
の
概
念
は
、
社
会
的
個
人
を
、
主
観
的
精
神
と
客
観
的
精
神
か
ら
観
念
的
に
抽
象
さ
れ
た 

形
態
に
お
い
て
し
か
呈
示
せ
ず
、

ま

た

具

体

的

な

人

間(

感
覚
的
な
現
実
的
存
在)

を
、

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
人
間
に
よ
っ
て
形
成 

さ
れ
た
市
民
社
会
を
も
、

よ
り
低
い
ラ
ン
ク
の
領
域
に
格
下
げ
し
た
点
で
誤
っ
て
い
た
。
社
会
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る 

は
ず
の
人
間
が
、

市
民
社
会
、

そ
し
て
市
民
社
会
の
計
算
さ
れ
た
知
性
、

私
的
な
利
己
主
義
、

仕
事
、
法
、
競
争
を
超
え
て
、

つ 

か
み
所
の
な
い
空
想
的
な
領
域
の
な
か
に
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
具
体
的
な
日
々
の
生
活
か
ら 

離
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
抽
象
性
が
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

「
近
代
国
家
そ
の
も
の
が
現
実
の
人
間
を
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捨
象
し
て
い
る
た
め
か
、
あ
る
い
は
全
体
的
人
間
を
空
想
的
な
仕
方
で
だ
け
満
足
さ
せ
て
い
る
た
め
か
、

そ
の
い
ず
れ
か
の
理
由
に 

よ
っ
て
の
み
、

ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、
ド
イ
ツ

の

思

想

は

自

然

の

ま

ま

の

人

間

か

ら

近

代

国

家

の

概

念

を

抽

象

す

る

こ 

と
」
が
で
き
た
。
人
間
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア(

競
争)

社
会
の
一
員
と
し
て
、
現
実
的
・
感
覚
的
に
存
在
す
る
全
期
間
を
通
じ
て
、
市
民 

(

3.
苔e

n
)

と
い
う
抽
象
的
形
態
で
し
か
、

こ

の

「
近
代
国
家
」

に
住
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

市
民
と
し
て
、

人
は
市
民
社
会
の
一 

員
で
あ
り
、
共
同
体
に
お
い
て
他
の
市
民
た
ち
と
弁
証
法
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
想
像
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

し

か

し

現

実
 

的
•

感
覚
的
な
存
在
と
し
て
は
、
彼
は
自
由
で
は
な
く
、
孤
立
し
て
い
て
、

よ

そ

よ

そ

し

い

法(

「
偶
然
性
」)

に
服
従
し
、
同
胞
と 

は

否

定

的

に

し

か(

た
と
え
ば
、
競
争
相
手
と
し
て
し
か)

結
び
つ
き
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
一
ハ
四
三
年
に
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
完
成
さ
れ
た
政
治
的
国
家
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
、
人
間
の
類
的
生
活
で
あ
り
、
物
質
的
生
活
に
対
立 

し
て
い
る
。

人
間
の
利
己
的
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
前
提
条.
件
は
、
国
家
的
領
域
の
外
に
、
市
民
社
会
の
な
か
に
存
在
し
つ
づ
け
る
。

政 

治
的
国
家
が
そ
の
真
の
発
展
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
、
思
想
に
お
い
て
、
意
識
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
お
い 

て
、
生
活
に
お
い
て
も
、
天
上
と
地
上
と
の
二
重
の
生
活
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
な
か
で
彼
が
自
分
自
身
を
社
会
的
存
在
と
し
て
認
識 

す
る
よ
う
な
政
治
的
共
同
体
で
の
生
活
と
、
他
方
そ
こ
で
彼
が
私
人
と
し
て
行
動
し
、
他
の
人
た
ち
を
手
段
と
見
な
し
、

み
ず
か
ら 

を
も
手
段
に
堕
落
さ
せ
、
外
的
な
カ
の
な
ぐ
さ
み
も
の
と
な
る
よ
う
な
市
民
社
会
の
生
活
と
を
、
送
る
よ
う
に
な
る
。
」 

人

間

の

「
真
の
生
活
」
は
、
同
胞
と
の
共
同
体
の
な
か
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
各
人
が
自
分
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
同 

胞
と
結
び
つ
く
と
い
う
仕
方
で
、
豊
か
な
業
績
を
あ
げ
て
ゆ
く
。

し
か
し
、

こ

の

「
真
の
生
活
」

は
、
近
代
世
界
で
は
、
市
民
共
同 

体
の
架
空
で
先
験
的
な
形
式
と
し
て
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、

そ
し
て
こ
の
市
民
共
同
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、

そ
れ 

が
閉
鎖
的
と
な
り
、
他
の
国
家
の
市
民
共
同
体
と
敵
対
関
係
に
陥
っ
た
と
き
に
、

は
じ
め
て
明
白
に
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
、 

日
々
の
現
実
生
活
に
お
い
て
は
、
個

人

は

「
真
実
で
な
い
生
活
」
、

同
胞
か
ら
故
意
に
孤
立
し
た
り
、

敵
対
し
た
り
す
る
生
活
を
送 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
実
の
人
間
は
、

ま

ず

利

己

的

な(

真
実
で
な
い)

個
人
と
い
う
か
た
ち
で
認
識
さ
れ
、
真
の
人
間
は
抽 

象

的

な
(

非
現
実
的
な)

市
民
と
い
う
か
た
ち
で
認
識
さ
れ
る
。」

こ
の
分
析
は
、

現

実

的

な
(

真
実
で
な
い)

市
民
社
会
の
人
間

3〇
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を
、
真

の

人

間

〔
自
己
と
同
胞
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
知
っ
て
い
る
人
間)

へ
と
発
展
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ 

た
。マ

ル
ク
ス
は
、
そ
の
初
期
の
著
書
で
、

こ
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。

「
現
実
の
人
間
が
、
抽
象
的
な
公
民
を
自
分
の 

う
ち
に
取
り
戻
し
、

そ
し
て
個
別
的
な
人
間
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
経
験
的
な
生
活
に
お
い
て
、
自
分
の
個
人
的
な
労
働 

に
お
い
て
、
自
分
の
個
人
的
な
関
係
に
お
い
て
類
的
存
在
と
な
っ
た
と
き
に
の
み
、

す
な
わ
ち
、

人
間
が
自
分
の
固
有
の
力
を
社
会 

的
な
カ
と
し
て
認
識
し
、
再
編
成
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
政
治
的
な
カ
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
社
会
的
な
力
を
自
分
か
ら
切
り
離 

さ
な
い
と
き
に
の
み
、

ま
さ
に
そ
の
と
き
に
の
み
、
人
間
の
解
放
は
達
成
さ
れ
る
。」 

マ
ル
ク
ス
は
ー
八
四
〇
年
代
と
一
八
五
〇
年
代
の
著
書
、

と

く

に

『
抜
粋
』

と

『
政
治
経
済
学
批
判
要
綱
』

と
の
な
か
で
、

こ
の 

具
体
的
な
自
由
人
、

「
自
己
の
個
人
的
な
労
働
に
お
い
て
、
自
己
の
個
人
的
な
関
係
に
お
い
て
類
的
存
在
と
な
っ
た
」
人
間
に
つ
い 

て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
人
間
が
そ
の
固
有
の
特
質
を
、
も
は
や
超
地
上
的
な
存
在
へ
と
投
影
せ
ず
——

こ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ 

ハ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
な
物
化
と
と
も
に
生
ず
る
の
で
あ
る
——

あ
る
い
は
、
政
治
的
疎
外
に
お
い
て
生
ず
る
よ
う
に
、
も
は
や
現 

実
に
存
在
す
る
普
通

の

ブ

ル

ジ

ョ

ア

「
国
家
」

の
彼
方
に
、
世
界
を
想
定
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
な
れ
ば
、
人

間

は

「
類
的
存
在
」 

と
な
る
。

こ
の
と
き
、
個
人
は
、

そ
の
自
然
の
ま
ま
の
能
力
に
従
っ
て
、
誰
で
も
、
自
分
の
た
め
に
、

そ
し
て
自
分
と
と
も
に
、

生 

き
生
き
と
し
た
人
間
性
を
人
間
的
な
労
働
を
通
し
て
実
現
す
る
よ
う
な
、
あ
の
全
面
的
な
能
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
個
人
が
ー 

生
を
通
し
て
一
つ
の
職
業
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
白
痴
状
態
」

か
ら
解
放
さ
れ
、
賃
金
労
働
と
い
う
奴
隸
状
態
か
ら
解
放
さ
れ 

た
と
き
に
の
み
、
個
人
が
こ
の
よ
う
な
類
的
生
活
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
態
が
実
現
さ
れ
た
と
き
に 

の
み
、
社
会
と
そ
の
成
員
と
が
い
ま
だ
不
完
全
な
実
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、

必

要

な

補

い

を

す

る

も

の

で

あ

っ

た

国

家(

お
よ
び
宗 

教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー)

が
消
滅
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
が
不
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
と
く
に
、
経
済
的
な
階 

級
的
特
権
の
廃
止
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、

こ
れ
ら
の
廃
止
に
と
も
な
っ
て
、
特
権
階
級
が
、
基
本
的
人
権
を
認
め
ら 

れ
て
い
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
力
を
も
っ
て
自
分
の
特
権
を
防
御
す
る
と
い
う
必
要
も
な
く
な
る
。
個
人
が
類
的
存
在
と
な
り
、
そ
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の
同
胞
と
全
面
的
に
、

そ
し
て
積
極
的
に
結
び
つ
く
よ
う
な
社
会
が
出
現
す
る
や
い
な
や
、
(

民
主
主
義)

国
家
は
不
必
要
と
な
る 

の
で
あ
る
。

「
政
治
的
国
家
」

に
お
け
る
個
人
の
自
由
に
対
す
る
障
壁
は
、
個
人
の
発
展
に
対
す
る
機
会
の
う
ち
に
不
平
等
が
現
実
に
残
存
し 

て
い
る
か
ぎ
り
、
そ

し

て

す

べ

て

の

「
疎
外
」
が
克
服
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
存
続
す
る
。
所
有 

の
特
権
を
除
去
す
る
と
と
も
に
、
決
定
的
な
ー
歩
が
踏
み
出
さ
れ
は
す
る
が
、

目
的
は
ま
だ
達
成
さ
れ
な
い
。

す
べ
て
の
必
要
な
仕 

事
が
自
発
的
に
遂
行
さ
れ
、
す
べ
て
の
生
産
力
が
各
人
の
す
べ
て
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
の
に
十
分
な
も
の
と
な
り
、
・
労
働
時
間
を 

減
少
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
は
、
現
実
の
眺
望
は
不
平
等
の
ま
ま
で
あ
り
、

そ
れ
と
と
も
に
、
具

体

的

な

個

人

の

「
自
由
の 

な
い
状
態
」
も
そ
の
ま
あ
で
あ
る
。
私
の
要
求
の
満
足
が
、
人
間
と
し
て
の
私
の
権
利
を
通
し
て
で
は
な
く
、
私
の
金
銭
を
通
し
て 

達
成
さ
れ
る
状
態
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
は
—
!

そ

し

て

こ

れ

は

確

か

に

「
社
会
主
義
国
家
」

に
お
い
て
さ
え
こ
ん
に
ち
の
実
状
な
の 

だ
——

、
若
き
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
た
人
間
的
発
展
が
実
現
し
た
な
ど
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
の
で
あ
る
。 

『
経

済

学•

哲
学
草
稿
』

と
同
様
に
、

一
八
四
四
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
『
抜
粋
』

の
な
か
で
も
、

マ
ル
ク
ス
は
、
 

時
期
を
み
つ
け
て
、
疎
外
の
な
い
人
間
社
会
を
や
が
て
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
疎
外
さ
れ
た
商
品
生
産
社
会
に
つ
い
て
の
自
分
の
見 

解
に
仕
上
げ
を
加
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
述
を
見
る
と
、

「
人
間
解
放
」

の
概
念
、

具
体
的
な
人
間
の
解
放
が
、

マ
ル
ク
ス
に
と 

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
が
明
白
に
推
測
で
き
る
。

技
術
的
な
意
味
で
の
労
働
の
分
業
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
社
会
形 

態
の
い
ず
れ
に
も
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
方
の
社
会
形
態
に
お
い
て
は
、

労
働
の
分
業
は
各
個
人
の
利
己
的
な
孤 

立
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
に
、
他
方
の
社
会
形
態
に
お
い
て
は
、
全
体
に
対
す
る
各
人
の
愛
情
あ
る
関
係
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で 

あ
る
。
次
の
記
述
は
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
商
品
社
会
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

「
君
は
君
自
身
の
た
め
に
生
産
し
た
の
で
あ
り
、
私
の
た
め
に
生
産
し
た
の
で
は
な
い
。

同
様
に
、
私
は
私
自
身
の
た
め
に
生
産 

し
た
の
で
あ
り
、
君
の
た
め
に
生
産
し
た
の
で
は
な
い
。
君
の
生
産
の
成
果
が
、
も
と
も
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
私
に
対
し
て
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ほ
と
ん
ど
直
接
の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
私
の
生
産
の
成
果
も
君
に
対
し
て
そ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ 

の
生
産
は
、
人
民
の
、
人
民
の
た
め
の
、
人

民

と

し

て

の

生

産

〔
で
は
な
い
。
〕

つ
ま
り
社
会
的
な
生
産
で
は
な
い
の
だ
。

こ
の 

よ
う
に
、
人
間
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
誰
も
他
人
の
生
産
物
に
対
し
て
満
足
す
る
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
朴 

互
生
産
は
、
人
民
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

わ
れ
わ
れ
の
交
換
も
ま
た
、

そ
の
な
か 

で
、
私
の
生
産
物
が
同
時
に
君
の
存
在
の
、
君
の
要
求
の
物
質
化
で
あ
る
よ
う
に
、
君
の
た
め
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の 

仲
介
活
動
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
生
産
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
紐
帯
は
、
人
間
的
本
質
で
は
な"

」 

単
純
な
商
品
体
系
、
あ
る
い
は
発
展
し
た
資
本
主
義
体
系
で
さ
え
も
、
す
で
に
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
体
系
と
し
て
暴
露
さ
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
体
系
の
な
か
で
は
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
は
、
労
働
の
分
業
に
よ
っ
て
分
化
さ
れ
た
仕
事
の
生
産 

物
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
各
人
が
他
の
人
た
ち
の
た
め
に
自
発
的
に
楽
し
げ
に
愛
情
に
満
ち
て
お
こ
な 

う
仕
事
、
他
の
人
た
ち
の
人
間
的
要
求
を
満
た
す
た
め
に
お
こ
な
う
「
人
間
の
基
本
的
な
本
質
」

の
実
現
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
で
、 

各
人
が
自
分
自
身
の
た
め
に
の
み
働
く
利
己
的
な
仕
事
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
間
接
的
に
——

市
場
で
交
換
す
る
よ
う 

強
制
さ
れ
て
——

の
み
、
そ

し

て

「
背
後
に
お
い
て
」

の
み
、
生
産
は
他
人
の
た
め
の
生
産
で
も
あ
る
よ
う
に
な
る
。
確
か
に
、

そ 

れ
は
人
間
の
あ
い
だ
の
関
係
で
は
な
く
、

「
支
払
能
力
の
あ
る
買
手
」
間
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
。

す

べ

て

の

個

人(

あ
る
い
は
人
間 

集
団)

は
、
他
の
人
た
ち
の
人
間
的
要
求
を
満
た
す
に
あ
た
っ
て
は
、

「
美
的
な
法
則
」

お
よ
び
他
の
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
規 

則
に
従
う
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
偉
大
な
詩
は
詩
的
な
理
解
力
に
対
し
て
意
味
を
も
ち
、
交
響
曲
は
音
楽
的
な
耳
に
対
し
て
、 

絵
画
は
教
養
あ
る
審
美
眼
に
対
し
て
意
味
を
も
つ
、
等
々
。

し
か
し
、

ひ
と
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
適
性
、

つ
ま
り
、
楽
し
ん
だ 

り
、
聞
い
た
り
、
見
た
り
す
る
能
力
に
媒
介
さ
れ
て
、

ひ

と

び

と

は

芸

術

を

「
わ
が
も
の
に
す
る
」

の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
も
っ
ぱ 

ら
貨
幣
の
処
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
定
の
生
産
物
も
、
人
間
と
し
て
の
私
ま
た
は
君
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

わ 

れ
わ
れ
が
商
品
所
有
者
、
貨
幣
所
有
者
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
私
そ
し
て
君
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、

こ
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の
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
貨
幣
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
社
会
的
に
結 

び
っ
い
た
ひ
と
び
と
の
た
め
に
で
は
な
く
、
社
会
の
対
象
化
さ
れ
た
化
身
、

つ
ま
り
貨
幣
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

真

に

「
人
間
的
」
な
社
会
で
は
、
個
人
は
お
互
い
に
自
由
に
対
す
る
障
壁
で
は
な
く
、
彼
の
本
質
を
、
満
た
さ
れ
豊
か
に
さ
れ
た 

存
在
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。

そ
の
社
会
で
は
、
次
の
記
述
が
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
し
て
生
産
し
た
と
仮
定
し
よ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、

こ
の
生
産
に
お
い
て
自
分
自 

身
と
他
人
と
の
双
方
を
認
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
。⑴

生
産
活
動
に
お
い
て
、
私
は
自
分
の
個
性
と
自
分
の
独
自
性
と
の
対
象
化
を 

見
出
し
た
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
生
産
活
動
を
通
し
て
、
私
は
生
命
の
個
人
的
発
現
を
楽
し
む
と
と
も
に
、
客
観
的
で
感
覚
的
に 

感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
明
白
な
力
と
し
て
の
、
自
分
の
人
間
存
在
を
知
る
と
い
う
個
人
的
な
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。⑵
 

私
の
生
産
物
を
君
が
享
受
し
君
が
使
用
す
る
こ
と
で
、
私
は
直
接
満
足
し
た
し
、

ま
た
、
自
分
の
仕
事
が
人
間
的
要
求
を
満
足
さ 

せ
た
と
意
識
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
客
観
的
な
人
間
存
在
と
し
て
の
私
は
、
私
以
外
の
人
間
存
在
の
要
求
に
応
ず
る
物
質
を
生 

産
し
た
こ
と
に
な
る
。⑶

私
は
君
に
と
っ
て
、

君
と
人
類
と
の
間
の
媒
介
者
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
君
が
そ
の
存
在
を
達
成
す
る 

の
に
必
要
な
、
自
覚
的
で
、
感
性
的
な
要
素
と
な
る
。

そ
し
て
私
は
、
君
の
思
考
に
お
い
て
も
愛
に
お
い
て
も
、
私
が
認
め
ら
れ 

て
い
る
の
を
知
っ
た
。⑷

私
の
生
命
の
個
人
的
発
現
の
な
か
で
、
私
は
直
接
君
の
生
命
の
発
見
を
つ
く
り
だ
す
。

し
た
が
っ
て
、
 

私
の
真
の
本
質
、
私
の
実
現
さ
れ
た
類
的
存
在
は
、
私
の
直
接
的
な
個
人
活
動
の
な
か
で
確
立
さ
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
生
産
は
、
・
 

わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
と
同
じ
数
の
鏡
で
あ
る
。
」 

こ
こ
で
は
、
商
品
生
産
社
会
、
利

己

主

義

を

媒

介

と

し

発

換

、
断
片
的
に
さ
れ
、

そ
れ
に
特
有
の
性
質
を
失
っ
た
生
産
物
、

こ 

れ

ら

が

も

つ

邪

悪

な

魔

力

は

破

ら

れ

る(

労
働
広
体
に
お
け
る
現
実
的
変
化
は
い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る)

。

人
間
の
生
産
物
の
変
化 

に
富
ん
だ
世
界
は
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
が
物
質
化
さ
れ
た
商
品
と
い
う
自
分
自
身
の
玦
像
に
出
会
う
歪
め
ら
れ
た
鏡
で
あ
る
こ
と
を
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や
め
、
社
会
的
人
間
性
の
真
の
鏡
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
の
努
力
は
、

ち
ょ
う
ど
、
恋
を
す
る
人
が
恋
人
の
た 

め
に
歌
を
つ
く
る
と
き
の
努
力
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
ひ
と
び
と
の
必
要
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
、
彼
が
理
想
と
す
る
人
間
的
世
界
が
直
ち
に
実
現
す
る
と
期
待
す
る
よ
う
な
空
想
家
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
後 

期
に
た
び
た
び
慎
重
な
註
を
つ
け
加
え
て
は
い
る
が
、

つ
ね
に
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
潜
在
力
に
つ
い
て
の
信
念
を
し
っ
か
り
保
持
し 

て
い
た
と
筆
者
は
信
じ
て
い
る
。
連
帯
し
た
人
類
の
自
然
支
配
、

お
よ
び
労
働
生
産
力
の
増
大
は
、
確
か
に
、
疎
外
さ
れ
物
質
化
さ 

れ
た
世
界
か
ら
の
こ
う
し
た
解
放
に
と
っ
て
必
要
な
前
提
条
件
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
自
体
が
解
放
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

マ
ル
ク
ス
は
、
人
類
の
た
ん
な
る
自
然
支
配
の
な
か
に
、
歴
史
の
意
味
や
、
社
会
主
義
が
目
指
す
解
放
の
本
質
を
、
け
っ
し
て
見
は 

し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
聖
書
の
句
を
引
用
し
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。

「
全
世
界
を
得
る
と
も
お
の
れ
の
魂
を 

失
わ
ば
、
何
の
益
か
あ
ら
ん
。
」

自
由
に
連
帯
し
た
ひ
と
び
と
が
、

自
分
た
ち
の
性
質
を
も
つ
く
り
直
す
よ
う
な
社
会
が
達
成
さ
れ 

る
の
で
な
け
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
も
ま
た
、
完
全
な
自
然
支
配
を
達
成
し
て
も
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ 

っ
た
ろ
う
。
自

然

支

配

は

「
反
自
然
」

で

は

な

く

「
人
間
性
の
た
め
に
な
る
も
の
」

で
あ
る
。

目
標
は
、
利
己
主
義
と
、
人
間
に
よ 

る
人
間
支
配
を
な
く
す
こ
と
に
あ
る
。

だ
が
、
自
由
と
幸
福
と
が
い
ま
だ
具
体
的
現
実
と
な
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、

二
つ
の
抽
象
的
な
自
由
の
概
念
は
、

わ
れ
わ
れ
が
知 

る
に
い
た
っ
た
正
当
な
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
的
な
重
要
性
を
保
っ
て
い
る
。
社
会
主
義
国
家
を
含
め
た
す
べ
て
の
国
家
に 

お
い
て
、
民
主
主
義
の
形
而
上
学
の
の
っ
び
き
な
ら
な
い
部
分
が
、

不
可
避
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
隠
さ
れ
て
存
続
し
て
い
る
。 

正
確
に
い
う
と
、
個
人
の
労
働
の
所
産
は
、
喜
び
に
満
ち
た
自
発
性
や
隣
人
愛
か
ら
で
は
な
く
、

「
物
質
的
利
益
」

か
ら
産
み
だ
さ 

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
敵
対
的
な
関
係
に
満
ち
た
社
会
の
具
現
で
あ
る
国
家
が
、

ま
だ
非
社
会
的
な
社
会
を
補
完
す
る 

も
の
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
は
共
産
主
義
社
会
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
産
主 

義
社
会
だ
け
が
相
互
の
た
め
に
生
産
す
る
自
発
的
な
人
間
存
在
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

「
人
民
民
主
主
義
」
国
家
を
も
含
め
た 

す
べ
て
の
国
家
は
、

「
幻
想
的
な
社
会
的
本
質
」

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
マ
ル
ク
ス
が
略
述
し
た
よ
う
な
意
味
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で
の
真
の
社
会
的
本
質
が
下
部
か
ら
生
じ
て
く
る
と
き
に
の
み
、

「
不
必
要
と
な
り
」
、

つ

い

で

「
消
滅
し
て
い
く
」

の
で
あ
る
。

し 

か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
古
典
的
な
カ
ン
ト
哲
学
の
記
述
の
な
か
で
知
っ
た
よ
う
な
自
由
主
義
的
な
自
由
概
念
は
、

こ
の
期
間
を
通
じ
て
、
 

相
対
的
な
重
要
性
を
保
っ
て
い
る
。

こ
の
概
念
は
、
利
己
的
な
非
社
会
的
な
個
人
に
対
し
て
、

自
由
の
範
囲
を
保
証
す
る
も
の
な
る 

か
ら
、
必
要
で
も
あ
れ
ば
正
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
強
力
な
法
が
、
個
人
の
自
由
を
、
他
の
個
人
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、

よ
り 

優
越
し
た
政
府
の
権
利
か
ら
も
切
り
離
す
と
き
、

こ
の
概
念
は
最
高
の
形
態
で
現
わ
れ
る
。
確
か
に
、
人
間
の
自
由
の
極
限
が
こ
の 

種
の
保
証
と
と
も
に
達
成
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
し
て
は
、
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
ら 

か
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
、

こ
の
自
由
の
概
念
が
狭
小
で
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
、

十
分
に
強
調
し
て
い
た
。

し
か
し
、

マ 

ル
ク
ス
が
記
述
し
た
人
間
社
会
が
実
現
さ
れ
ず
、

「
社
会
主
義
国
家
」

の
な
か
で
さ
え
も
、
大
多
数
の
個
人
が
、
利
己
的
な
動
機
に 

駆
ら
れ
て
、
各
自
の
仕
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
ら
の
自
由
主
義
的
保
障
は
ど
う
し
て
も
不
要
と
は
な
り
え
な
い
。

と 

り
わ
け
、
用

益

権
(

教
育
、
医
療
、
全
般
的
な
社
会
保
障
等

)々

を
保
証
す
る
補
足
的
な
措
置
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
自
由
主
義
的
保 

障
は
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
競
争
心
か
ら
の
嫉
妬
や
、
現
実
の
不
平
等
が
、
社
会
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
続
く
か
ぎ
り
、

こ 

れ
ら
の
措
置
は
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
由
の
濫
用
も
ま
た
カ
ン
ト
哲
学
の
定
式
の
適
切
な
解
釈
を
通
し
て
防
が
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
同
胞
を
経
済
的
に
奴
隸
状
態
に
す
る
自
由
は
、

「
普
遍
的
な
法
に
従
っ
て
、
各
自
の
そ
し
て
万
人
の
意
志
の
自
由
と
共 

存
し
う
る
」

よ
う
な
行
為
に
は
属
さ
な
い
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
自
由
が
実
現
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
自
由
に
つ
い
て
の
二
つ
の
あ
い
補
い
あ
う
抽
象
的
形
態
は
、
限
定
さ
れ
、

歴
史
的
に 

制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
妥
当
性
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

〔
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i
e

 d
e
r

 weNgeschlchte.  B
p
 

1“ ■

89"
K
・M

arx'  D
a
s

 
K
s

才a

厂

邦

訳

『資
本
論
』(

岩
波
文
庫
版)
㈡

六
二
—
三
ペ
ー
ジ
〇

M
a
r
k
o
n
o
m
i
s
c
h
,
p
h
i
l
G
s
o
p
h
i
s
c
h
e

 M
a
n
s
s
k
r
i
p
t

邦

訳

『
経
済
学•

哲
学
草
稿
』(

岩
波
文
庫
版)

一
三
四
—
五
ペ
ー
ジg

(8) 

M
arx

“  Zur  Kritik  der  Heg-schen

 Rechfsphilosophi-
E
m
l
e
i
t
u
n
g
、

邦

訳

「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
」(

太 

月
書
店
版
全
集
、
第
一
巻)

四
ニ
ー
ベ
—
ジ
。

(9) 

M
arx

”  Zur  Judenfrag

邦

訳

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
(

大
月
書
店
版
全
集
、
第
一
巻)

三
九
二•
ヘ
ー
ジ
。

(
)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
結
論
を
得
て
、

『
法
の
哲
学
』
の
な
か
で
、
市
民
国
家
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
国
家
に
関
す
る
観
念
論
的
概
念 

の
、
よ
り
高
い
倫
理
的
本
質
に
つ
い
て
、

い
っ
そ
う
精
密
に
展
開
し
た
。

「
国
家
を
た
ん
に
市
民
社
会
と
考
え
た
り
、
ま
た
、
国
家
の
究
極
目
的
を
、
 

た
だ
個
人
の
生
命
と
財
産
の
保
障
と
考
え
た
り
す
る
と.
.

ま
っ
た
く
歪
め
ら
れ
た
解
釈
が
生
じ
る
。.
.
.

以
上
述
べ
て
き
た
点
に
、
戦
争
の 

倫
理
的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。.
.

戦
争
は
絶
対
的
な
悪
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。.
.
.

戦
争
は
一
時
的
な
財
産
や
関
心
が
空
し
い 

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
本
気
で
直
面
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。.
.

こ
れ
が
戦
争
を
、
そ
の
な
か
で
特
殊
の
観
念
性
が
そ
の
権
利
を
獲 

得
し
、
そ
し
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
契
機
へ
と
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
戦
争
は
よ
り
高
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
作
用
を
通
し
て 

.

.

有
限
な
制
度
の
固
定
化
に
対
し
て
国
民
が
関
心
を
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
倫
理
的
健
康
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う 

ど
、
長
く
続
い
た
阻
の
結
果
で
あ
る
汚
れ
か
ら
、

一
陣
の
風
が
、
海
を
守
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。.
.

」(

『
法
の
哲
学
』
第
三
二
四
節
、
邦
訳
、
 

創
元
社
版
、
下
巻
、
二
三
〇
— 

一
ペ
ー
ジ)

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
勝
利
に
終
っ
た
戦
争
は
国
内
不
安
を
抑
え
、

国
内
に
お
け
る
国
力
を
強
化
す
る
」 

(

同
上)

と
い
う
事
実
に
、
対
外
戦
争
は
有
益
で
あ
る
と
い
う
彼
の
哲
学
的
推
論
の
経
験
的
な
確
証
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

(

ロ) 

同
邦
訳
書
、
下
巻
、

ー
ニ
ニ
べt
ジ
。

(
)
 M

a
r

d
e

n

 

E
K
Z
e
Y
P
M
e
f
c
e
n
”

邦

訳

『
経
済
学
ノ I

卜
』(

未
来
社)

ニ
ニ
ペ
ー
ジ

へ
) 

同
邦
訳
書
、

ー
ー
七
——
ハ
べI
ジ
。
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人
間
と
自
由

ガ3

・

ペ

ト

ロ

ヴ

ィ

チ

Gajo  ps

rovi
n'
は
、

ユI
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ザ
グ
レ
ブ
大
学
の
哲
学
教
授
で
あ
り
、
 

『
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
哲
学
』、
『G • V
 
•

プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
哲
学
的
考
察
』、
『
ロ
ッ
ク
か
ら 

エ
イ
ヤ
ー
へ
』
、
『
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。

一
九
二
七
年
ユ
ー
ゴ
の 

カ
ル
ロ
ヴ
ァ
ッ
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
ザ
グ
レ
ブ
、

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
、

モ
ス
ク
ワ
の
各
大
学 

で
哲
学
を
研
究
し
、
後
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
二
年
間
研
究
生
活
を
送
っ
た
。

⑴
 

人
間
を
人
間
と
す
る
も
の
は
、
人

間

に

特

有

の

あ

る

特

性

と

か

活

動

力(

あ
る
い
は
、

こ
の
よ
う
な
特
性
ま
た
は
活
動
力
の 

総
和)

で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
真
に
人
間
的
な
特
性
と
活
動
力
に
共
通
な
、

人
間
に
特
有
な
存
在
の
構
造!
!

す
な
わ
ち
実
践
で 

あ
る
。
人
間
は
、
実
践
を
通
じ
、
実
践
と
し
て
存
在
す
る
存
在
者
で
あ
る
。

⑵
 

実
践
は
、
他
の
ど
ん
な
存
在
様
式
と
も
本
質
的
に
異
な
る
存
在
様
式
で
あ
る
。
自
由
は
、

こ
の
様
式
の
本
質
的
な
一
要
素
で 

あ
る
。
実
践
的
な
存
在
者
と
し
て
、
人
間
は
自
由
な
存
在
者
で
あ
る
。
人
間
な
し
に
自
由
は
な
い
し
、
自
由
な
し
に
人
間
性
も
な
い
。 

⑶
 

自
由
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
、

人
間
が
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
で
も
自
由
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の 

で
は
な
い
。

「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
が
、
現
代
社
会
で
は
広
ま
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

こ

の

「
自
由
か
ら
の
逃
走
」

は
、
人
間
が 

自
由
な
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
反
駁
す
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
現
代
人
が
彼
の
人
間
的
本
質
か
ら
、
す
な
わ
ち
、

人
間
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人間と自由

と
し
て
の
彼
が
あ
り
う
る
も
の
又
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
彼
自
身
を
疎
外
し
て
い
る
こ
と
を
確
証
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

⑷
 

自
由
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
、
形
態
、
側
面
が
あ
る
。
形
而
上
学
的
、
倫
理
学
的
、

心
理
学
的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
民
族 

的

、
宗
教
的
自
由
。
精
神
の
、
意
志
の
、
思
想
の
、
意
識
の
、
行
動
の
、
行
為
の
自
由
。

出
版
の
、
報
道
の
、
集
会
の
、
言
論
の
、 

結
社
の
自
由
。
搾
取
か
ら
の
、
圧
制
か
ら
の
、
飢
餓
か
ら
の
、

戦
争
か
ら
の
、

恐

怖

か

ら

の

自

由(

解
放)

。

因
習
か
ら
の
、
慣
例 

か
ら
の
、
悪
徳
か
ら
の
、
情
欲
か
ら
の
、
弱
さ
か
ら
の
、
偏
見
か
ら
の
自
由
。
芸
術
の
、
科
学
の
、
教
育
の
、
教
授
の
自
由
。
自
由 

な
振
舞
。
自
由
な
恋
愛
。
自
由
な
時
間
〇
等
々
に
つ
い
て
人
は
語
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
由
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
や
形
態
を
並 

べ
た
て
る
だ
け
で
は
、
自
由
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
解
決
し
な
い
。

一
体
、
自
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
 

こ
の
問
に
答
え
な
け
れ
ば
、
上
に
挙
げ
た
さ
ま
ざ
ま
の
自
由
が
真
に
自
由
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
た
だ
の
似
て
非
な
る
自
由
に
す 

ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
確
信
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑸
 

も
し
、
自
由
が
行
動
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
妨
げ
が
存
在
し
な
い
こ
と
、

と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
由
は
と
く
に
人
間
的 

な
も
の
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
自
由
な
ら
ば
、
獣
や
、
鳥
や
、
魚
や
、

さ
ら
に
水
や
石
に
つ
い
て
さ
え
い
う 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
由
は
外
的
な
妨
害
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
も
っ
と
一
般
的
に
い
え
ば
、
あ
る
者
が
お
か
れ
て
い
る
外
的
状 

況
の
総
和
で
は
な
く
て
、
自
由
は
、
人
間
に
特
有
な
、
特
殊
な
存
在
様
式
で
あ
る
。

①
 

も
し
自
由
が
、
運
命
や
宿
命
と
い
う
普
遍
的
な
必
然
を
知
り
、
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
自
由
は
自
発 

的
な
奴
隸
状
態
の
別
名
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
自
由
は
外
的
ま
た
は
内
的
な
必
然
に
、
受
動
的
に
従
属
す
る
こ
と
で 

も
な
け
れ
ば
、
順
応
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
自
由
な
行
為
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
が
そ
の
世
界
と
彼
自
身
を
変
革
し
う
る
場
合 

に
の
み
、
自
由
な
行
為
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

⑺
 

活
動
力
の
た
ん
な
る
強
さ
と
か
活
動
力
の
発
揮
さ
れ
る
度
合
と
か
は
、
け
っ
し
て
自
由
の
尺
度
に
は
な
ら
な
い
。
最
も
強
く 

発
揮
さ
れ
た
活
動
力
で
さ
え
、
も
し
そ
れ
が
外
か
ら
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
で
は
な
い
。

訓
練
さ
れ
た
兵
士
、
従
順
な 

更
用
人
、
給
料
の
よ
い
輯a

官
な
ど
は
、
き
わ
め
て
活
動
的
で
有
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
、
彼
ら
の
活
動
力
が
自
由
な
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も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
は
、
人
間
が
彼
の
行
為
を
、
自
分
自
身
で
決
定
し
た
場
合
に
の
み
、
自
由
な
も
の
で
あ 

る
。

⑻
 

け

れ

ど

も

「
内
か
ら
」
決
定
さ
れ
た
活
動
力
が
、
す
べ
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
の
必
要
、
性
向
、
欲
望
、 

激
情
な
ど
が
直
接
に
彼
の
行
為
を
決
定
し
て
い
る
自
発
的
な
活
動
力
は
、
大
抵
自
由
で
は
な
い
。
人
間
が
、
完
全
に
多
面
的
な
人
格 

と
し
て
行
為
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
誰
か
の
個
人
的
な
思
想
と
か
感
情
と
か
熱
望
の
奴
隸
で
は
な
い
場
合
の
、
あ
の
自
己
決
定
的 

な
活
動
力
の
み
が
、
真
に
自
由
な
の
で
あ
る
。

⑼
 

最
も
自
由
に
み
え
る
者
が
、
実
は
、
自
由
な
活
動
力
か
ら
最
も
遠
い
も
の
で
あ
る
。
専
制
君
主
や
、
無
情
な
征
服
者
や
、
貪 

欲
な
搾
取
者
は
、
す
べ
て
そ
の
非
人
間
的
な
固
定
観
念
や
野
望
の
奴
隸
で
あ
る
。

彼
ら
の
活
動
力
は
人
間
的
な
も
の
を
破
壊
す
る
。 

人
間
は
、
彼
の
う
ち
に
あ
る
人
間
的
な
も
の
が
彼
の
行
為
を
決
定
す
る
と
き
だ
け
、

つ
ま
り
人
間
が
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
人
間
性
に 

貢
献
す
る
と
き
に
だ
け
、
真
に
自
由
で
あ
る
。

箇 

必
然
性
に
つ
い
て
の
知
識
が
自
由
な
活
動
力
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
い
う
学
説
は
、

ど
う
み
て
も
不
完
全
で
あ
る
。
も
し
す 

べ
て
の
も
の
が
必
然
的
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
活
動
力
も
自
由
で
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

必

然

性
(

も
し
こ
の
言
葉 

で
人
間
の
力
の
外
に
あ
る
必
然
性
を
考
え
る
な
ら
ば)

に
つ
い
て
の
知
識
は
、
自
由
の
限
界
の
認
識
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
自 

由
の
積
極
的
条
件
は
必
然
性
の
限
界
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
り
、
人
間
の
創
造
の
可
能
性
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。 

⑪
 

自
然
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
知
識
に
も
と
づ
い
て
自
然
を
制
御
す
る
と
い
う
、
自
由
の
巧
妙
な
、
だ
が
矛
盾
し
て
い
る
定
義 

は
、
征
服
し
利
用
で
き
る
も
の
に
だ
け
関
心
を
示
す
現
代
の
人
間
の
基
本
的
態
度
を
ぴ
っ
た
り
と
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら 

自
由
は
、
自
然
を
む
や
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
能
力
に
よ
っ
て
自
然
を
人
間
的
な
も
の
に
し
、
人
間
的
な
仕
方
で
、
 

そ
の
自
然
の
恵
み
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
あ
る
。

觴 

自
分
自
身
を
制
御
す
る
と
い
う
自
由
の
概
念
は
、
制
御
す
る
部
分
と
制
御
さ
れ
る
部
分
と
に
人
間
を
分
割
す
る
こ
と
を•
前
提 

と
す
る
。
だ

が
(

一
方
の
他
方
に
対
す
る)

支
配
は
自
由
の
否
定
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
制
御
す
る
の
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
考
え
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人間と自由

は
、

し
ば
し
ば
人
間
の
自
由
に
対
す
る
渇
望
を
抑
制
し
「
外
的
な
」

不
自
由
と
の
和
睦
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
仮
面
と
し 

て
、
役
立
つ
の
で
あ
る
。

錫 

自
由
と
は
人
間
が
外
的
な
自
然
を
制
御
す
る
、
又
彼
自
身
を
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
上
の
二
つ
の
概
念
、

そ
し
て 

そ
の
綜
合
は
、
人
間
と
自
然
と
が
、
人
間
が
と
に
か
く
従
属
さ
せ
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
既
存
の
力
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
前
提 

と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
自
由
の
本
質
は
与
え
ら
れ
た
も
の
を
隸
従
さ
せ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
何
か
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る 

こ
と
に
、
人
間
の
創
造
的
能
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
、
人
間
性
を
広
く
豊
か
に
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。 

M

自

由

な

存

在

者(

人
間)

は
、
け

っ

し

て

絶

対

的

に

自

由(

ま
っ
た
く
疎
外
さ
れ
て
い
な
い
人
間)

で
も
な
け
れ
ば
、
絶
対 

的

に

不

自

由(

ま
っ
た
く
非
人
間
的
存
在)

で
も
な
い
。
人
間
は
、

つ
ね
に
多
い
少
な
い
の
程
度
の
相
違
は
あ
れ
、
自
由
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
自
由
は
相
対
的
で
あ
る
。

が
こ
の
相
対
性
が
自
由
の
本
質
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

觴 

人
間
の
自
由
の
目
的
は
、
自
由
な
社
会
に
お
け
る
自
由
な
人
格
で
あ
る
。

こ

の

「
理
想
」

は
、

い
い
か
げ
ん
に
考
え
出
さ
れ 

た
も
の
で
は
な
い
。
自
由
な
人
格
の
い
な
い
自
由
な
社
会
は
あ
り
え
な
い
し
、

又
社
会
的
共
同
体
の
外
に
自
由
な
人
格
も
あ
り
え
な 

い
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
、
自
由
な
社
会
で
は
す
べ
て
が
自
由
で
あ
る
と
か
、
自
由
の
な
い
社
会
で
は
、
す
べ
て
が
自
由 

で
な
い
、

な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

M

自
由
な
社
会
に
お
い
て
さ
え
個
人
は
自
由
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
は
自
由
な
人
格
を
可
能
に
し
助
長
す
る
よ
う
に
組 

織
さ
れ
う
る
け
れ
ど
も
、
自
由
は
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
、
贈
与
さ
れ
た
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
は
、
 

彼
の
自
分
の
自
由
な
活
動
力
に
よ
っ
て
だ
け
、
自
由
な
人
間
的
な
人
間
に
な
る
の
で
あ
る
。 

的 

自
由
の
な
い
社
会
に
お
い
て
さ
え
、
個
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
由
で
あ
り
う
る
。
自
由
の
な
い
社
会
で
の
外
的
な
障
害 

は
、
自
由
な
人
間
の
活
動
力
を
よ
り
困
難
に
し
、
制
限
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
完
全
に
妨
害
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

鎖
に
つ 

な
が
れ
た
不
屈
の
革
命
家
は
、
彼
を
見
張
っ
て
い
る
獄
吏
や
、
彼
を
裏
切
ら
せ
よ
う
と
空
し
く
試
み
た
拷
問
者
よ
り
も
自
由
で
あ
る
。 

觴 

自
由
で
な
い
社
会
は
、
自
由
な
人
格
を
圧
し
つ
ぶ
し
破
壊
し
よ
う
と
す
る
。
自
由
な
社
会
は
、
自
由
な
人
格
の
開
花
を
可
能
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に
し
、
助
長
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
な
社
会
を
求
め
る
闘
争
は
、
人
格
の
解
放
を
め
ざ
す
闘
争
の
一
部
分
で
あ
る
。

こ
の
一
部 

分
で
あ
る
自
由
な
社
会
を
求
め
る
闘
争
が
、

闘
争
の
す
べ
て
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
闘
争
は
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
逆
の
も 

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
由
な
社
会
を
求
め
る
闘
争
は
、

つ
ね
に
ま
す
ま
す
豊
か
に
個
人
的
な
自
由
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で 

な
け
れ
ば
、
自
由
な
社
会
を
求
め
る
闘
争
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑲
 

自

由

の

問

題

は

「
永
遠
」

の
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
れ
は
異
な
っ
た
形
態
で
現
わ
れ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
現 

代
で
は
、
自
由
な
社
会
は
、

た
だ
収
奪
者
を
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
も
、
生
活
水
準
を
引
き
上
げ
る
だ
け
で
も
、

ま
た
そ 

の
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

つ
く
り
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
収
奪
者
が
い
な
く
な
っ
た
社
会
で
は
、

人
間
の
自
由 

は
、
人
間
が
自
然
と
交
流
す
る
手
段
や
、
他

の

ひ

と

び

と

と

交

流

す

る

手

段(

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー)

に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
の
交
流 

が

お

こ

な

わ

れ

る

社

会

的

形

態(

社
会
組
織
や
機
構)

に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
自
由
に
つ
い
て
の
問
題
は
、

こ
ん
に
ち
で
は
、 

基
本
的
に
は
、
社
会
主
義
に
ま
つ
わ
る
自
由
の
問
題
と
し
て
、

ま
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
ま
つ
わ
る
自
由
の
問
題
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ 

に
対
決
を
迫
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
諸
テ
ー
ゼ
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

テ
ー
ゼ⑴

か
ら⑷

は
序
論
的
な
も
の
で
、
自
由
の
本
質
に
関 

す
る
問
題
を
説
明
し
、
問
題
提
起
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

テ
ー
ゼ⑸

か
ら
饱
ま
で
が
、
中
心
的
な
部
分
で
あ
っ
て
、
提
起
さ
れ
た 

問
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
の⑮

か
ら⑲

ま
で
の
テ
ー
ゼ
が
、

た
ぶ
ん
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、

こ
の
問 

題
の
本
質
的
な
局
面
を
、

し
か
も
き
わ
め
て
重
要
な
帰
結
を
と
も
な
う
局
面
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

私
は
人
間
と
実
践
に
つ
い
て
の
若
干
の
概
略
的
な
敍
述
か
ら
始
め
て
い
る
。
最
初
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
は
、
き
わ
め
て
不
完
全
な
も

(1)

の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
他
の
と
こ
ろ
で
も
っ
と
明
瞭
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
が
人
間
と
実
践
の
問
題
か 

ら
出
発
し
た
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
人
間
に
関
す
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

必
然
的
に
自
由
に
関
す
る
問
題
が
現
わ
れ
て 

こ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
は
自
由
に
つ
い
て
の
問
題
の
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
を
通
じ
、
自
由
の
形
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人間と自由

態
を
分
類
し
た
り
、
自
由
の
発
展
を
敍
述
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

こ
の
問
題
に
答
え
ら
れ
う
る
と
す
る
見
解
を
批
判
し
た
。

ま
た
、
 

私
は
こ
の
問
題
が
、
言
語
学
的
研
究
と
か
、

た
ん
な
る
説
教
で
、
解
決
さ
れ
う
る
と
す
る
見
解
を
も
斥
け
た
。

自
由
の
問
題
は
、
第 

ー
に
、
何
よ
り
も
自
由
の
本
質
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、⑴

か
ら⑷

ま
で
の
テ
ー
ゼ
で
の
最
も
重
要
な
こ
と
を
約
言 

す
れ
ば
、
自
由
の
問
題
は
、
人
間
に
関
す
る
問
題
の
本
質
的
部
分
で
あ
り
、
自
由
の
本
質
の
問
題
が
、
自
由
に
関
す
る
問
題
の
中
心 

的
な
部
分
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

自
由
が
何
で
な
い
か
を
述
べ
な
い
で
、
自
由
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
は
、
自
由
の 

本

質

の

問

題

を

論

じ

な

が

ら(

テ
ー
ゼ⑸

か
ら
崎
ま
で)

、

若
干
の
不
当
と
思
わ
れ
る
自
由
論
を
批
判
し
た
。

ま
ず
第
一
は
、

一
七 

世
紀
に
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、

そ
の
後
二
〇
世
紀
に
い
た
っ
て
さ
え
、
多

く

の

哲

学

者(

若
干
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
含 

め
て)

に
支
持
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
は
、
何
か
自
由
な
人
間
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
、 

た
だ
行
動
の
外
的
妨
害
の
な
い
状
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
自
由
と
は
、
自
由
な
人
間
に
よ
っ
て
、
外
的
な 

「
必
然
性
」
と
し
て
、
認
識
さ
れ
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
、
あ

る

い

は

何

ら

か

の

仕

方

で

利

用

さ

れ

て

「
内
的
な
も
の
」
と
な
っ
た 

「
外
的
な
」
何
か
で
あ
る
、
と
考
え
る
理
論
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
、

ス
ピ
ノ
ザ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
な 

ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
見
え
る
よ
う
な
、

さ
ま
ざ
ま
に
変
形
し
て
発
展
し
た
理
論
で 

あ
る
。

た

と

え

ば

「
自
由
は
必
然
性
の
認
識
で
あ
る
」
、
「
自
由
は
認
識
さ
れ
た
必
然
性
へ
の
順
応
で
あ
る
」
、
「
自
由
と
は
外
的
及
び 

内
的
必
然
性
の
認
識
に
も
と
づ
く
、
自
然
と
自
分
自
身
の
支
配
で
あ
る
」
な
ど
を
比
較
し
て
み
よ
〇
私
が
簡
単
に
触
れ
て
批
判
し
て 

お
い
た
第
三
の
主
要
な
理
論
は
、
自
由
を
、
純
粋
に
内
的
な
自
己
決
定
に
、

た
ん
な
る
自
由
な
活
動
性
の
必
要
条
件
に
し
て
し
ま
つ 

て
い
る
。

こ
の
理
論
も
、
多

く

の

異

な

っ

た

変

種
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
て
い
る(

た
と
え
ば
、

カ
ン
ト
と
サ
ル
ト
ル
を
比
較
し
て 

み
よ)

。

以
上
の
三
つ
の
理
論
を
批
判
し
な
が
ら
、
私
は
、
自
由
が
内
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
又
外
的
な
も
の
に
も
な
る
、

す
な 

わ
ち
自
己
決
定
的
な
創
造
的
な
活
動
性
、
人
間
性
を
拡
張
し
豊
か
に
し
て
ゆ
く
創
造
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
、
核
心
を
お 

き
、
そ
の
理
論
の
、

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
敍
述
し
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
自

由

の

「
絶
対
的
」

お

よ

び

「
相
対
的
」
性
格
に
関
し
て
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陥
り
や
す
い
誤
解
は
、

テ
ー
ゼW

に
お
い
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。

自
由
の
本
質
に
関
す
る
問
題
は
、
自
由
に
つ
い
て
の
重
大
問
題
で
は
あ
る
が
、
自
由
に
関
し
て
提
起
さ
れ
う
る
唯
一
の
問
題
で
は 

な
い
。
自
由
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
や
側
面
に
つ
い
て
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
正
当
で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
る
、

テ
ー
ゼ 

⑮

か
ら
呢
ま
で
に
、
私
は
、
自
由
の
形
態
に
関
す
る
問
題
の
な
か
か
ら
、

た
だ
一
つ
の
関
係
、
自
由
な
人
間
と
自
由
な
社
会
と
の
関 

係
だ
け
を
、
と
り
あ
げ
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
個
人
的
自
由
と
社
会
的
自 

由
と
の
関
係
の
非
対
称
的
な
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
個
人
な
し
に
は
自
由
な
社
会
は
あ
り
え
な
い 

(

こ
れ
は
自
由
な
社
会
の
す
べ
て
の
個
人
が
自
由
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い)

。

だ
が
、

自
由
な
社
会
が
な
く
て 

も
、
自

由

な

個

人

は

あ

り

う

る(

こ
れ
は
個
人
が
、
何
ら
か
の
社
会
的
共
同
体
の
外
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
う
る
と
か
、
獲
得
さ
れ 

た
社
会
的
自
由
の
程
度
が
人
間
的
自
由
に
無
関
係
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い)

。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

個
人
の
責 

任
と
社
会
的
行
為
の
両
方
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
の
基
本
的
な
非
対
称
性
の
正
確
な
特
徴
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
自
由
な
個
人
と 

自
由
な
社
会
に
つ
い
て
の
残
り
の
テ
ー
ゼ
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
テ
ー
ゼS

:

は
、

「
永
遠
の
」

雇

史

的

な

」
課
題
と
し
て
の
自
由
と
い
う
き
わ
め
て
困
難
な
側
面
に
触
れ
て
い
る
。

こ
れ 

は
こ
こ
で
は
結
論
的
な
敍
述
と
な
っ
て
い
る
が
、
他

の
(

た
と
え
ば
現
代
の
自
由
に
つ
い
て
と
い
う
主
題
の)

序
論
的
な
敍
述
と
も 

な
り
う
る
で 
あ
ろ
う
。

思
想
家
の
ラ
ー
ゼ
に
連
関
し
て
、
主
と
し
て
誰
が
そ
の
テ
ー
ゼ
を
提
唱
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
 

そ
の
出
所
を
隠
す
た
め
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
ー
7-
—
ゼ

が

「
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
致
命
的
な
危
険
は
、
自
己
自
身
を
失
う
こ
と

(2)

に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
自
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
真
に
致
命
的
な
危
険
で
あ
る
」

と
書
い
た
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ 

て
提
唱
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
看
取
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。 

私
は
自
由
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
ほ
と
ん
ど
の
テ
ー
ゼ
に
、

そ
の
ま
ま
で
、

ま
た
は
一
定
の
訂
正
を
加
え
た
上
で
あ
る
に
せ
よ
、 

賛
成
す
る
。

ち
ょ
う
ど
上
に
引
用
し
た
一
節
に
つ
い
て
い
え
ば
、
私
は
、

ご
く
僅
か
の
訂
正
を
し
て
お
き
た
い
。

す

な

わ

ち

「
自
由

44

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



人閩と自由

が
な
い
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
た
ん
に
致
命
的
な
危
険
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
死
で
す
ら
あ
る
」

と
。
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6

文
化
批
評
に
お
け
る
自
由
と
多
元
的
決
定
論

ル
デ
ィ•

ス
ペ
ッ
ク

R
u
d
i

 S
u
p
e
k

は
、

ユ
—
ゴ
ス
ラ
ザ
イ
ア
の
ザ
グ
レ
ブ
大
学
に
お
い
て
、
哲
学
部
の
社 

会
学
担
当
の
教
授
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
に
『
実
存
主
義
と
デ
カ
ダ
ン
ス
』
、
『
ブ
ル
ジ
ヌ
ア
叙 

情
詩
の
心
理
学
』、
『
世
論
調
査
』
、
『友
愛
の
道
を
進
む
青
年
』
の
よ
う
な
現
代
的
な
問
題
に 

関
す
る
著
書
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
一
九
二
ー
一
年
に
ザ
グ
レ
ブ
で
生
ま
れ
、

ー
九
五
三
年
に 

パ
リ
で
心
理
学
の
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
。

文
化
は
、

お
そ
ら
く
最
も
鋭
敏
な
社
会
批
判
が
な
さ
れ
る
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
こ
以
外
で
は
ど
こ
で
も
、

理
論
的
な
仮
定
と 

か
方
法
的
な
手
順
と
か
の
不
適
性
ま
た
は
不
条
理
が
、

こ
れ
ほ
ど
速
か
に
暴
露
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

そ
こ
以
外
で
は
ど
こ
で 

も
、
人
間
の
創
造
的
な
活
動
が
、

こ
れ
ほ
ど
速
か
に
誤
っ
た
前
提
や
結
論
を
圧
倒
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

ま
た
そ
こ
以
外
で
は
ど 

こ
で
も
、
ド
グ
マ
的
な
理
論
が
、
社
会
的
強
制
に
よ
っ
て
文
化
政
策
の
う
え
に
課
さ
れ
る
と
き
ほ
ど
の
害
が
、
人
間
の
創
造
的
な
潜 

在
力
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、

し
ば
ら
く
は
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
文
化
批
判
の 

諸
様
相
に
注
意
を
向
け
て
、
あ
る
種
の
認
識
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
誤
用
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

ま
っ
た
く
ゆ
が
め
ら
れ
た
理
論
的 

結
論
に
達
し
た
か
を
指
摘
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
領
域
で
は
、
人
間
の
創
造
性
、
人
間
の
社
会
生
活
へ
の
参
加
の 

仕
方
、
集
団
的
な
生
の
飛
躍
と
個
人
の
創
造
的
な
潜
在
カ
と
の
関
係
、
創
造
性
に
対
す
る
一
種
の
社
会
的
な
制
限
の
確
定
、

ま
っ
た
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文化批評における自由と多元的決定論

く
同
一
の
理
想
の
た
め
に
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
な
限
界
を
克
服
す
る
個
人
の
能
力
な
ど
の
、
す
べ
て
が
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
現 

わ
れ
て
い
る
。
社
会
と
個
人
と
の
集
団
的
な
意
識
と
個
人
的
な
意
識
と
の
、
社
会
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
具
体
的
な
全
体
性
と
、
個 

人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
理
想
的
な
全
体
性
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
が
、
最
も
明
白
な
か
た
ち
で
激
し
く
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
現
代 

に
お
い
て
は
、

ま
さ
し
く
文
化
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
ち
ょ
う
ど
、
全
体
性
の
概
念
と
い
う
、
社
会
批
判
に
お
け
る
あ
る
種
の
不
明
確
さ
や
一
面
的
な
解
釈
の
根
源
と 

な
っ
て
い
る
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
遭
遇
し
た
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

一
般
に
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、

そ
し
て
と
く
に
社
会
学
で
は
、
社
会
そ
れ
自
体
の
概
念
に
よ
っ
て
、
ナ 

在
論
的
爰
在
論
の
精
神
か
、

ま
た
は
存
在
論
的
唯
名
論
の
精
神
か
で
解
釈
さ
れ
る
。
第
一
の
意
味
で
の
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
個 

人
が
そ
れ
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
一
種
の
よ
り
高
度
の
、
有
機
的
な
、
完
結
し
た
実
体
で
あ
り
、
第
二
の
意
味
で
の
社
会
は
、
偶
然
の 

積
み
重
な
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
利
害
の
総
体
、
あ

る

い

は

個

人

の

意

志

や

利

害

が

作

用

し

あ

う(

と
い
う
か
一
致
し
た
り
、
競
い
あ
っ 

た
り
、
敵
対
し
あ
っ
た
り
す
る)

場
所
に
す
ぎ
な
い
。
両
概
念
と
も
深
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
思
想
、
哲
学
、
社
会
学
に
滲
透
し
て 

き
た
。
古

典

的

リ

ベ

ラ

リ

ズ

ム(

ス
ミ
ス
、

ホ
ッ
ブ
ス
、

ベ
ン
サ
ム)

が
唯
名
論
を
固
守
し
た
の
に
反
し
て
、

ロ
マ
ン
主
義
の
哲
学 

は
社
会
と
人
民
と
を
、
存
在
論
的
実
在
論
の
見
地
に
立
っ
て
解
釈
し
た
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
後
者
の
考
え
か
た
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ 

エ
リ
ン
グ
か
ら
、

「
民
族
精
神
」

の

理

論

家

た

ち(

ラ
ー
ツ
ア
ル
ス
と
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル)

や

有

機

的

実
aE
主

義
(

ユ
ン
ト
、

ス 

ベ
ン
サ
ー
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム)

へ
と
、
そ
れ
か
ら
フ
ァ
シ
ス
ト
的
お
よ
び
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
変
種
の
、
最
近
の
全
体
主
義
学
説 

へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
文
化
の
領
域
に
お
け
る
あ
る
種
の
理
論
だ
け
を
、

と
く
に
文
化
の
解
釈
と
文
化
政
策 

と
に
対
す
る
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
適
用
を
、
取
り
扱
う
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
分
野
で
は
、

わ
れ
わ
れ
は 

存
在
論
的
実
在
論
の
精
神
に
お
け
る
三
つ
の
よ
く
知
ら
れ
た
概
念
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
ら
の
概
念
は
、
創 

造
的
な
個
人
の
社
会
的
全
体
性
に
対
す
る
完
全
な
従
属
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
系
列
で
の
最
初
の
概
念
は
、
反
映
論
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。

「
客
観
的
実
在
」

の
主
観
に
お
け
る
反
映
と
類
比
す
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、

こ
の
理
論
は
文
化
的
な
上
部
構
造
が
、
社
会
の
物
質
的
な
土
台
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
仮
定
す
る
が
、
同
時
に
、

「
社
会 

的
実
在
」

の
す
べ
て
は
価
値
の
点
で
、
な
に
か
さ
ら
に
現
実
的
で
よ
り
基
本
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
文
化
的
な
創
造
は
、
実
在
そ 

の
も
の
の
多
か
れ
少
な
か
れ
改
変
の
加
え
ら
れ
た
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。

こ

の

理

論

は

「
客
観
的
実
在
」

の
プ
ラ
ト
ン 

主
義
的
な
イ
デ
ア
化
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

こ

の

実

在

を(

ま
ね
る
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も)

反
映
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
文
化
と 

芸
術
と
の
劣
等
性
を
確
認
す
る
。
芸
術
は
ど
う
し
て
も
現
実
よ
り
は
遅
れ
る
。

お
そ
ら
く
は
芸
術
に
与
え
ら
れ
う
る
最
上
の
賛
辞
は
、
 

芸

術

は

「
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
」
あ

る

い

は

「
で
き
る
か
ぎ
り
特
徴
を
示
す
よ
う
に
し
て
」
、

社
会
的
実
在
の
印
象
を
伝
え
る
こ 

と
に
成
功
し
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
化
的
な
創
造
は
、
美
学
の
全
領
域
と
と
も
に
、
存
在
論
的
な
言
い 

方
で
は
、
物
質
的
な
実
在
の
た
だ
の
随
伴
現
象
と
な
っ
て
く
る
。

歴
史
動
態
論
の
領
域
内
で
は
、
物
質
的
な
社
会
の
土
台
は
、

た
だ
客
観
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
働
き
を
も
た
ら
す
も
の
と
も 

な
り
、
文
化
的
な
上
部
構
造
は
、
主
観
的
で
結
果
的
な
も
の
で
あ
る
。
物
質
的
な
土
台
に
社
会
的
お
よ
び
政
治
的
に
対
応
す
る
も
の 

は
、
支
配
階
級
の
な
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
化
は
つ
ね
に
た
だ
ー
つ
の
階
級
の
精
神
的
な
表
わ
れ
で
あ
る
。
土
台
が
変
化
す
る
と, 

上
部
構
造
も
ま
た
変
化
す
る
。
土
台
が
消
滅
す
る
と
、
上
部
構
造
も
同
様
に
消
滅
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
弁
証
法
を
尊
重
し
て
、
逆 

の
、
土
台
に
対
す
る
上
部
構
造
の
影
響
が
言
及
さ
れ
る
と
き
で
さ
え
、
文
化
は
随
伴
現
象
の
典
型
的
な
諸
特
徴
を
あ
い
か
わ
ら
ず
も 

っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
方
法
論
的
な
意
味
で
重
要
な
の
は
、
土
台
と
上
部
構
造
と
は
、

同
一
の
歴
史
的
実
体
の
対
応
物
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
を
心
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、

こ
の
見
方
に
お
け
る
文
化
的
な
上
部
構
造
は
、

い
つ
ま
で
も
与 

え
ら
れ
た
土
台
の
限
界
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、

こ
の
土
台
を
ど
う
し
て
も
の
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
価
値
の 

点
で
別
の
歴
史
的
時
期
に
移
り
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
耳
え
ら
れ
た
歴
史
的
状
況
の
全
体
ま
た
は
全
体
性
の
と
ら
え
方
は
、
文
化
の
理
論
で
は
次
の
よ
う
な
帰
結
に
達
す
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文化批評における自由と多元的決定論

る
。
第
一
に
、
特
定
の
文
化
的
な
主
題
や
芸
術
的
な
様
式
の
階
級
的
な
連
関
ま
た
は
「
社
会
的
な
等
価
物
」

の
探
求
が
お
こ
な
わ
れ 

る
。
第
二
に
、
文
化
創
造
に
お
け
る
変
化
を
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
の
土
台
に
お
け
る
変
化
の
見
地
か
ら
説
明
す
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま 

な
試
み
が
な
さ
れ
る
。

歴
史
的
な
実
体
と
し
て
の
社
会
の
進
歩
的
お
よ
び
退
廃
的
な
発
展
と
い
う
理
論
が
、
わ
れ
わ
れ
の
扱
う
、
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リI

 

の
誤
っ
た
適
用
の
第
二
の
例
で
あ
る̂

こ
の
理
論
は
ま
さ
に
ち
ょ
う
ど
、
第
一
の
も
の
の
副
次
的
な
変
種
で
あ
っ
て
、
特
定
の
段
階 

の
進
歩
お
よ
び
退
廃
的
な
発
展
と
い
う
観
念
を
、
土
台
と
上
部
構
造
と
の
関
係
に
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
土

台

—
上
部
構
造
図
式 

を
一
面
的
に
文
化
の
領
域
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
理
論
は
あ
る
社
会
の
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
な
退
廃
を
、
文
化
的
な 

創
造
性
の
上
に
投
影
す
る
。

た
し
か
に
、

こ
の
理
論
は
す
ぐ
に
ち
ょ
っ
と
し
た
困
難
に
出
会
う
。

そ
れ
は
最
も
価
値
の
あ
る
文
化
的 

な
諸
成
果
が
、

と
り
わ
け
ソ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
印
象
主
義
の
出
現
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
退
廃
の
時
期
に
、

そ
し
て 

ペ
リ
ク
レ
ス
以
後
の
ア
テ
ナ
イ
時
代
、

カ

エ

サ

ル

以

後

の

—

マ
時
代
、
ダ
ン
テ
以
後
の
中
世
時
代
の
よ
う
な
退
廃
期
に
、

な
ぜ
”
 

そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
理
論
は
ま
た
、
進
歩
と
退
廃
と
い
う
歴
史
的
な
基
準
と
並
ん
で
、
純
粋
に
霊
的
な
認
識
と
い
う
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
別
の
困
難
を
も
つ
く
り
だ
し
て
き
た
。
反
映
理
論
の
も
と
で
は
、
進
歩
的
な
も
の
は
よ
り
客
観
的
な
い
し
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
な
も
の
で
あ
り
、
退
廃
的
な
も
の
は
よ
り
主
観
的
な
反
映
、
す
な
わ
ち
、
主
観
主
義
的
な
い
し
は
表
現
主
義
的
な
反
映
を
呈
す 

る
も
の
で
あ
る
。
霊
的
認
識
と
い
う
基
準
は
持
続
的
で
不
変
で
あ
る
か
ら
、

リ
ア
リ
ズ
ム
は
必
然
的
に
進
歩
的
で
、
印
象
主
義
と
か 

表
現
主
義
は
必
然
的
に
退
廃
的
と
い
う
か
反
動
的
で
す
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
芸
術
形
式
は
、
現
実
に
対
す
る
主
観
主
義 

的
な
態
度
の
表
わ
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ル
カ
ー
チ
か
ら
テ
ィ
モ
フ
ィ
エ
フ
に
い
た
る
ま
で
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
家
た
ち 

は
、
歴
史
の
動
態
を
、
そ
れ
と
は
違
っ
て
科
学
的
な
認
識
に
の
み
適
用
し
う
る
認
識
論
上
の
公
準
と
混
同
し
て
き
た
。

な
ぜ
、
革
命 

的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、

一
時
は
明
白
に
主
観
主
義
的
な
芸
術
で
自
己
を
表
現
し
、
そ
し
て
十
月
革
命
期
の
あ
い
だ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
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ア
ー
ト
も
ま
た
同
様
に
、

マ
ヤ
ユ
フ
ス
キ
ー
、

ピ
ス
カ
ト
ル
、

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、

そ
の
他
大
勢
の
表
現
主
義
と
い
う
、
主
観
主
義 

的
な
芸
術
を
受
け
い
れ
た
の
か
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
の
謎
で
あ
る
。

「
文
化
的
な
上
部
構
造
」
は
明
ら
か
に
、

反
映
理 

論
の
基
本
原
理
の
な
か
の
あ
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
そ
の 

進
歩
的
な
段
階
の
あ
い
だ
に
、

ロ

マ
ン
主
義
的
で
主
観
主
義
的
な
方
法
で
自
己
を
表
現
し
、

一
八
四
八
年
以
後
の
最
初
の
重
大
な
社 

会
危
機
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
危
機
の
兆
候
、
し
た
が
っ
て
退
潮
の
発
端
の
兆
候
と
し
て
、

リ
ア
リ
ズ
ム
が
出
現
し
た
と
い 

う
事
実
を
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、
退
廃
は
絵
画
や
文
字
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代
の
直
後
、
す
な
わ
ち
、
印
象
主
義
や
自
然
主
義
と
と 

も
に
は
じ
ま
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
引
き
出
さ
れ
う
る
唯
一
の
結
論
は
、
そ
れ
以
上
の
ど
ん
な
文
化
創
造
も
、

こ

の

退

廃

が(

ま
る 

一
世
紀
ほ
ど
も)

続
く
か
ぎ
り
は
、

さ
ら
に
退
廃
の
歩
み
を
一
歩
進
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
現
主
義
は
印 

象
主
義
よ
り
も
退
廃
的
で
あ
り
、

シ
ュ
ー

ル
リ
ア
リ
ズ
ム
は
表
現
主
義
よ
り
も
退
廃
的
で
、
非
具
象
芸
術
ま
た
は
抽
象
芸
術
は
退
廃 

の
極
端
な
現
わ
れ
方
で
あ
ろ
う
。
退
廃
が
長
く
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
諸
価
値
の
下
落
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
、
非
人
間
化
は
ま
す
ま
す 

は
な
は
だ
し
く
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
理
由
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
よ
り
新
ら
し
い
文
化
的
な
諸
成
果
は
、

い
つ
で
も
古
い
方 

の
成
果
よ
り
も
い
っ
そ
う
受
け
い
れ
が
た
く
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
場
合
に
後
者
は
、

「
古
典
」

の
な
か
に
移
し
入
れ
ら
れ
る
。

こ 

の

磅

に

し

て

、
文
化
遺
産
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
理
論
は
伝
統
主
義
と
、
古
い
時
代
遅
れ
の
文
化
価
値
の
も
っ
ぱ
ら
の
受 

容

と

鼾

着

す

る

。
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
文
化
遺
産
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
は
、

必

然

的

に

「
つ
ね
に
時
流
に
さ 

か
ら
い
、
時
代
に
さ
か
ら
っ
て
進
む
」

こ
と
に
な
っ
て
、
新
鮮
な
力
を
時
期
尚
早
に
古
め
か
し
く
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、

こ
の
理
論
が
文
化
の
動
態
の
解
釈
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
ぶ
っ
か
り
、

し
ば
し
ば
不
合
理
な
結 

論
に
達
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

こ
の
理
論
の
支
持
者
た
ち
自
身
が
、

し
ば
し
ば
互
い
に
矛
盾
し
あ
っ
て
い
る
。

そ 

う
い
う
わ
け
で
、

ル
カ
ー
チ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
芸
術
は
そ
の
最
初
期
の
段
階
の
あ
い
だ
だ
け
、

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ド
ル
の
風
景
画
で 

は
、

進
歩
的
で
あ
っ
た
が
、

そ

の

後

は

ロ

マ

ン

主

義

の

開

始

と

と

も

に(

た

と

え

そ

れ

が

「
詩
的
な
形
態
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革

5。
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命

」

に
あ
た
る
と
し
て
も)

、
退
廃
に
陥
っ
た
、

と
考
え
る
。

だ
が
そ
の
反
面
で
は
、

退
廃
は
印
象
主
義
の
出
現
と
と
も
に
は
じ
ま 

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
そ
の
頂
点
に
達
し
た
」

と
い
う
考
え
の
方
が
ず

っ

と

一

般

的

で

あ

る(

プ
レ 

ハI
 
ノ
フ
、

ハ
ウ
セ
ン
ス
テ}

ン
、

ハ
マ
ン
は
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た)

。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

プ
レ
ハ 

— 

ノ
フ
は
こ
の
芸
術
の
楽
し
ま
せ
る
面
に
注
目
し
、
快
楽
主
義
的
な
無
頓
着
さ
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
る
点
で
、

こ
の
芸
術
は
未 

来
の
社
会
に
受
け
継
が
れ
る
と
考
え
た
。

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
理
論
家
マ
ッ
ツ
ァ
は
、
印
象
主
義
が
退
廃
的
な
芸 

術
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
、
退
廃
の
開
始
を
表
現
主
義
に
帰
す
よ
う
う
な
が
さ
れ
た
。

と
い
う
の
は
、
そ

れ

は

「
外
界
を
デ
フ 

オ
ル
メ
す
る
」

か
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
十
月
革
命
が
表
現
主
義 

の
な
か
に
反
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

そ
の
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
叫
び
、
要
求
、

ス
ロ
ー 

ガ
ン
、
指
令
は
、

い
つ
で
も
行
動
そ
れ
自
体
と
同
様
に
、
表
現
主
義
の
流
儀
で
簡
潔
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
叙
述 

は
行
動
の
過
程
で
は
不
便
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
単
純
な
心
理
学
的
説
明
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の 

支
持
者
た
ち
に
よ
っ
て
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
近
ご
ろ
で
は
、
非
具
象
的
な
芸
術
だ
け
を
真
に
退
廃
的
な
芸
術
と
考 

え
よ
う
と
す
る
試
み
が
、

い
く
つ
か
あ
っ
た
。

こ
の
見
解
は
た
だ
ー
度
だ
け
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
批
評
家
リ
フ
シ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
表
明 

さ
れ
た
も
の
だ
が
、

お
び
た
だ
し
い
支
持
者
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
そ

れ

は

ま

だ

「
公
認
」

と
は
な
っ
て
い
な 

、
〇

物
化
の
理
論
が
、

わ
れ
わ
れ
の
扱
う
、
文
化
の
領
域
に
お
け
る
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
誤
っ
た
適
用
の
三
番
目
の
例
で
あ
る
。 

こ
の
理
論
は
他
の
も
の
よ
り
も
ず
っ
と
難
解
で
あ
る
が
、
多
く
の
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
き
た
。

そ
れ 

が
真
理
の
断
片
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
否
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
理
論
の
弱
い
側
面
は
、
文

化

的
•

歴
史
的
な
状
況
を 

特
殊
的
全
体
性
の
領
域
内
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
よ
う
な
、
そ
の
歴
史
的
相
対
主
義
で
あ
る
。 

そ
の
他
の
諸
理
論
と
同
様
に
、
物
化
の
理
論
も
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
生
産
の
土
台
、
す
な
わ
ち
経
済
的
諸
関
係
あ
る
い
は
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諸
様
式
を
強
調
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
物
化
の
観
念
が
、

ル
カ
ー
チ
に
と
っ
て
は
、

マ

ル

ク

ス

が

「
商
品
の
物
神
性
」
と
よ
ん
だ
も
の 

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
特
定
の
商
品
の
価
値
は
、
価
値
を
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
い 

か
な
る
特
殊
な
社
会
関
係
を
も
欠
い
て
い
る
、
商
品
の
客
観
的
な
特
性
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
物
化
は
、
 

具
体
的
な
個
人
的
労
働
が
抽
象
的
な
労
働
量
、
社
会
的
に
必
要
と
考
え
ら
れ
う
る
量
に
変
換
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
生
じ
て
く
る
。 

労
働
量
は
具
体
的
な
労
働
の
抽
象
に
す
ぎ
ず
、
も
と
の
質
的
な
統
一
を
、
価
値
と
か
価
格
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
量
的
な
関
係
に
還 

元
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
物
化
の
過
程
は
本
質
的
に
、
質
的
な
関
係
を
量
的
な
大
き
さ
に
変
換
す
る
こ
と
か
ら
成 

り
立
つ
。
物
化
の
根
源
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
雇
用
労
働
の
機
構
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
二
次
的
な
諸
現
象
の
集
ま
り
全
体
の
な 

か
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、

労
働
者
を
た
ん
な
る
労
働
力
に
還
元
す
る
こ
と
や
、
生
産
者
を
そ
の
生
産
物
や
生
産
手
段
か
ら
分
離
す
る 

こ
と
や
、
人
間
の
外
部
に
あ
る
人
間
の
意
志
を
超
え
て
巨
大
に
な
っ
た
力
を
意
味
す
る
資
本
主
義
的
な
市
場
関
係
の
偶
然
の
結
果
に 

よ
っ
て
、
商
品
の
価
値
と
か
価
格
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
要
す
る
に
、
(

と
く
に
自
由
主
義
的
お
よ
び
国
家
統
制
以
前
の
形
態 

で
の)

資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
商
品•

貨

幣

お

よ

び

技

術

的•

功
利
主
義
的
な
上
部
構
造
全
体
の
な
か
に
物
化
は
現
わ
れ
る
。 

物
化
の
過
程
は
、
市
場
価
値
の
形
成
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
土
台
に
達
し
、

必
然
的
に
こ
の
社
会
の
上
部 

構
造
、
す
な
わ
ち
科
学
、
哲
学
、
法
律
、
道
徳
、
芸
術
の
な
か
に
一
般
化
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

資
本
主
義
的
な
生
産
様
式
が
、
拡
大
し
て
次
第
に
社
会
的
生
産
の
全
領
域
を
圧
倒
す
る
傾
向
を
も
つ
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
 

こ
の
過
程
の
反
映
と
し
て
の
意
識
も
ま
た
、
次
第
に
こ
の
よ
う
な
領
域
の
す
べ
て
に
滲
透
す
る
よ
う
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
以
来
、

マ 

”
ク
ス
・
ウ
エI

バ

ー
や

ジ

ェ

ル

ジ

・
ル
カ
—

チ
が
、
最
近
で
は
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
や
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
が
、
商
品 

と
貨
幣
の
生
産
と
い
う
こ
と
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
経
済
の
形
態
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

こ

の

よ

う

な

社

会

の

「
精

神

」

で 

も
あ
る
と
い
う
事
実
を
、

と
く
に
強
調
し
て
き
た
。
事
実
、

ま
た
有
効
性
、
利
益
、
貨
幣
、
量
化
、
合
理
主
義
、
道
具
主
義
が
、
社 

会
生
活
や
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
ひ
た
し
て
き
た
。
合
理
主
義
は
こ
れ
と
同
一
の
領
域
に
あ
る
科
学
と
と
も
に
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ 

ム
の
敵
と
な
り
、
道
具
主
義
は
科
学
技
術
と
と
も
に
、
人
間
疎
外
の
主
要
な
根
源
と
な
っ
て
き
た
。
同
様
に
、
大
量
生
産
も
、
大
量
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消
費
を
と
も
な
い
、

エ
ー
リ
ッ
ヒ•

フ
ロ
ム
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
広
告
機
関
に
よ
っ
て
、
虚
偽
の
社
会
的
信
望
と
い
う
引
き
寄
せ 

策
を
用
い
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
非
人
間
的
あ
る
い
は
「
不
自
然
な
」
欲
望
の
主
要
な
源
泉
で
あ
る
。

た
だ
し
フ
ロ
ム
は
、
物
化
が
ブ 

ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
作
用
す
る
唯
一
の
、
あ
る
い
は
基
本
的
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ 

テ
ィ
の
次
元
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
物
化
の
理
論
の
も
と
で
、
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
社
会
批
判
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
社 

会
現
象
の
本
質
的
な
決
定
論
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、

上
部
構
造
が
土
台
に
依
存
す
る
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
全
体
性
が
物
化
と
よ 

ば
れ
る
普
遍
的
な
過
程
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
は
し
な
い
。
出
発
点
は
歴
史
的
に
完
結
し
た
体
制
、 

す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
、
基
本
的
で
本
質
的
な
変
化
の
過
程
に
対
す
る
、

ま
ぎ
ら
わ
し
い
現
象
の
一
種 

の
現
象
学
的
な
還
元
に
帰
着
す
る
。

こ
の
特
定
の
歴
史
状
況
を
超
え
う
る
い
か
な
る
決
定
論
も
、
過
去
に
関
し
て
も
、
将
来
に
関
し 

て
も
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
理
論
は
、
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

第
一
に
、
社
会
的
、
経
済
的
、
階
級
的
、
文
化
的
、

歴
史
的
な
全
体
主
義
を
越
え
、

そ
し
て
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の 

意
味
で
、

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
個
人
的
あ
る
い
は
私
的
な
面
と
世
界
史
の
面
で
、
相
対
主
義
を
越
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
ず
第
一
に
、
社
会
的
な
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

「
全
体
的
な
社
会
事
実
」

に

関

連

し

て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る(

マ
ル
ク 

ス
、

モ
ー
ス
、

ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ)

。

マ
ル
ク
ス
の
次
の
定
義
だ
け
は
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
し
た
が
っ
て
、

一
人
の
人 

間
が
ど
れ
ほ
ど
特
殊
な
個
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
——

そ
し
て
そ
の
人
を
個
人
、

し
か
も
社
会
に
お
け
る
現
実
の
個
的
存
在
と
し
て 

い
る
の
は
、

ま
さ
し
く
彼
の
特
殊
性
な
の
で
あ
る
が!
I

彼
は
ま
た
一
つ
の
全
体
性
、
観
念
的
な
全
体
性
で
あ
り
、
彼
が
同
時
に
社 

会
的
存
在
の
知
覚
お
よ
び
真
の
享
受
と
し
て
、

ま
た
人
間
的
な
生
命
の
発
現
の
全
体
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
様 

に
、

思
考
さ
れ
体
験
さ
れ
た
社
会
そ
の
も
の
に
お
け
る
主
観
的
な
存
在
で
も
あ
る
。
」

へKa
r
l

 M
a
r
x
"

 

o
k
o
l
w
m
i
s
c
r
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
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M
w
s
k
r
i
p
t

デ

邦

訳

『
経

済

学

・
哲
学
草
稿
』(

岩
波
文
庫
版)

一
三
五
ペ
ー
ジ)

。

明
ら
か
に
、

マ
ル
ク
ス
は
、
社

会

と

個

人

と

は

と

も

に

「
全
体
的
な
社
会
的
事
実
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ 

が
そ
の
一
方
か
ら
他
方
に
、

ま
た
逆
に
進
ん
で
も
、
全
社
会
的
現
実
が
包
含
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
を
心
に
と
ど
め
て
い
た
。

こ
の 

視
野
の
相
互
性
は
、

と
に
か
く
、

一
つ
の
弁
証
法
的
な
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
と
い
う
の
は
、
社
会
に
お
け
る
他 

の
ど
の
個
人
と
も
協
力
す
る
能
力(

し
た
が
っ
て
、

あ
る
特
定
の
芸
術
家
の
芸
術
を
彼
の
階
級
的
な
諸
要
因
に
還
元
す
る
の
は
、
ど 

れ
も
人
を
あ
ざ
む
く
も
の
で
あ
る)

や
、
全
体

と

し

て

の

社

会

全

体

に

協

力

す

る(

意
識
の
な
か
で
い
っ
そ
う
狭
い
階
級
と
か
集
団 

の
利
害
を
の
り
越
え
る)

能
力
や
、
社
会
の
現
在
の
状
態
を
の
り
越
え
る
、
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
名
目 

だ
け
で
な
く
、

ま
た
人
類
の
全
歴
史
的
経
験
と
い
う
名
目
で
で
も
、
未

来

を

「
人
間
的
な
生
命
の
発
現
の
全
体
」

と
し
て
、
先
取
り 

す
る
能
力
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
、
個
人
に
完
全
な
独
立
を
分
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
実

証

主

義

的

な

〔
社

会

〕
有
機
体
説
は
、

た 

だ
文
化
創
造
に
お
け
る
個
人
の
役
割
を
理
解
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
天
才
を
不
可
解
な
も
の
と
考
え
る
。

ル
カ
ー
チ
ほ
ど
の 

人
物
で
も
、
天
才
の
作
品
が
残
存
し
て
い
る
事
実
を
、

た
だ
素
朴
に
、
支
配
階
級
の
側
に
お
い
て
、

こ
の
階
級
の
直
接
的
な
利
益
に 

役
立
つ
よ
う
な
も
の
を
過
去
に
お
い
て
選
択
を
お
こ
な
っ
て
き
た
結
果
と
し
て
だ
け
説
明
し
て
い
るQ

実
際
の
と
こ
ろ
は
、

偉
大
な 

文
化
的
作
品
は
、
歴
史
や
階
級
の
ど
ん
な
障
壁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
作
品
が
、
偉
大
さ
と
か
天
才
と
か
で
有
名
な
個
人 

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
的
な
創
造
行
為
の
な
か
に
「
人
間
の
全
体
性
」

の
極
大
な
も
の
を
包
含
し
て
い 

る
も
の
と
し
て
、
個
人
に
体
現
さ
れ
た
社
会
的
全
体
性
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、

こ
の
よ
う
な
理
由
だ
け
で
、
生
き
っ 

づ
け
る
。

い
か
な
る
創
造
的
な
個
人
に
も
、
最
も
偉
大
な
天
才
た
ち
に
対
し
て
さ
え
も
影
響
を
与
え
る
階
級
や
歴
史
の
諸
制
限
に
し 

て
も
、
偉
大
な
作
品
の
文
化
的
お
よ
び
人
間
的
な
諸
価
値
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
作
品
は
、

「
社
会
の 

観
念
的
な
全
体
性
」

と
し
て
の
個
人
の
不
断
の
努
力
を
反
映
し
て
、
時
間
と
空
間
と
に
お
け
る
持
続
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
本
質 

的
な
様
相
に
滲
透
し
、
そ
れ
ら
を
表
現
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
は
つ
ね
に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
普
遍
的
な
人 

間
的
尺
度
の
上
で
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
創
造
者
と
し
て
の
人
間
は
つ
ね
に
自
己
の
作
品
に
よ
っ
て
自
己
自
身
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を
、
し
か
も
た
だ
自
己
自
身
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
の
代
表
す
る
具
体
的
な
人
類
を
も
、
越
え
て
成
長
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

換
言
す
れ
ば
、
個
人
は
、

ま
さ
し
く
個
人
と
し
て
こ
の
社
会
の
文
化
に
関
す
る
分
析
の
一
部
を
な
す
の
が
当
然
で
あ
る
か
ら
、
文 

化
創
造
の
特
殊
な
決
定
要
素
を
代
表
す
る
。

た
と
え
ば
、
普
遍
的
な
物
化
の
過
程
の
面
か
ら
で
は
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
続
く
リ
ア
リ
ズ 

ム
が
、
物
化
の
諸
過
程
を
無
視
し
な
か
っ
た
の
に
、

ロ
マ
ン
主
義
が
な
ぜ
、

こ
れ
ら
の
過
程
を
無
視
し
た
の
か
は
、

ま
っ
た
く
理
解 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
は
た
だ
、

ロ
マ
ン
主
義
が
リ
ア
リ
ズ
ム
よ
り
も
「
い
っ
そ
う
反
動
的
」

つ
ま
り
い
っ
そ
う
進
歩
的
で 

な
か
っ
た
た
め
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
人

間

と

し

て

の

ロ

マ

ン

主

義

者

た

ち(

た
と
え
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
対
す 

る
場
合
の
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー)

が
、

リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
よ
り
も
進
歩
的
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、

そ
れ
を
尋
ね
る
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ロ
マ
ン
主
義
に
は
物
化
を
反
映
す
る 

必
要
が
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
は
、

そ
の
目
的
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
後
に
生
き
生
き
と
し
て
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス 

的
で
自
律
的
な
、
人
間
的
な
個
性
と
い
う
新
し
い
観
念
と
そ
の
個
性
の
新
し
い
拡
張
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ 

の
個
人
と
感
情
と
の
、
雄
大
な
感
受
性
の
拡
張
は
、
社
会
的
な
現
実
と
直
面
し
た
と
き
、
す
ぐ
に
幻
想
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た 

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
普
遍
的
な
人
間
的
お
よ
び
文
化
的
な
価
値
は
少
し
も
失
わ
れ
は
し
な
か
っ
た
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
、
 

ベI

トI

ヴ
ェ
ン
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
主
義
の
た
め
に
、
戦
闘
に
お
も
む
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
フ
ェ 

イ
デ
ィ
ア
ス
と
か
シ=

イ
ク
ス
ピ
ア
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
の
天
才
た
ち
の
住
む
社
会
組
織
に
マ
ル
ク
ス
が 

大
き
な
不
満
を
も
っ
て
い
た
と
き
に
さ
え
、

マ
ル
ク
ス
は
そ
う
ふ
る
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
階
級
闘
争
の
次
元
で
も
、

ま
た
人
間
の
個
性
の
次
元
で
も
、
人
間
の
社
会
性
の
水
準
で
も
、
個
性 

の
芸
術
的
な
解
放
の
水
準
で
も
、
同
様
に
、
人
間
的
な
創
造
の
跡
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
に
、
文
化
的
な
諸
現
象
は
、
世
界
史
の
領
域
で
は
、
土
台
・
上
部
構
造
の
図
式
と
歴
史
的
相
対
主
義
を
超
越
す
る
が
、

そ
の 

世
界
史
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
的
諸
時
代
を
通
し
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
内
的
矛
盾
を
と
も
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な
う
継
続
的
な
曲
線
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
曲
線
は
、
科
学
と
か
技
術
に
お
け
る
進
歩
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
 

ま
っ
た
く
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
新
し
い
諸
発
見
が
も
っ
と
古
い
も
の
と
関
連
し
、

こ
の
よ
う
な
新
発
見
が
し 

だ
い
に
増
加
す
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
る
領
域
で
は
、

ま
っ
た
く
理
解
可
能
で
あ
り
、

不
可
避
と
さ
え
考
え
ら
れ
、
発
見
と
か
認
識 

の
一
般
曲
線
は
、
指
数
の
か
た
ち
で
、
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
正
の
加
速
度
を
と
も
な
う
曲
線
と
し
て
現
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
実
証
主
義
的
有
機
体
説
や
歴
史
的
相
対
主
義
や
、
そ
れ
だ
け
独
立
し
た
世
界
と
し
て
の
諸
文
化
の
興
亡
と
い
っ
た
理
論
は
、
 

そ
れ
ら
の
思
考
様
式
の
限
界
内
で
不
断
の
高
揚
を
も
た
ら
す
よ
う
な
種
類
の
前
進
す
る
変
化
を
包
含
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

わ
れ
わ
れ
は
美
学
者
た
ち
が
、
芸
術
に
お
け
る
進
歩
の
観
念
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
こ
れ
に
関
し
て
は
、
 

た
だ
一
定
の
形
式
の
完
成
と
か
、
美
的
経
験
そ
れ
自
体
の
完
成
だ
け
を
考
え
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ 

は
本
当
の
と
こ
ろ
、
美

的

表

現

が

実

際

に

「
美
」

や

「
完
成
」

の
点
で
、
新
石
器
時
代
の
洞
窟
か
ら
古
典
期
の
ギ
リ
シ
ア
人
へ
、

ま 

た
吉
典
期
の
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
現
代
の
近
代
主
義
へ
と
進
ん
で
き
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
他
方
で
は
、

た
と
え
美
的
に 

は
進
歩
し
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
、
創
造
的
活
動
そ
の
も
の
の
面
で
は
、
す
な
わ
ち
創
造
的
な
潜 

在
力
の
発
見
、
表
現
意
匠
の
分
析
、
死
物
に
形
態
を
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
則
の
発
見
に
お
い
て
は
、
着
実
に
進
歩
す
る
こ
と
に
失 

敗
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
人
間
が
芸
術
に
お
い
て
、
技
術
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
着
実
に
進
歩
し
て
き
た
こ
と
を
示 

す
の
は
困
難
だ
と
思
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
、
な
か
に
は
、
芸
術
が
技
倆
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
、
き
わ
め
て
不
可
解
に 

も
技
術
を
芸
術
と
対
立
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
舞
踊
の
よ
う
に
、
原
始
芸
術
に
は
美
的
な
誤
り
が
は
い
り
込
む
余
地
の
な 

い
場
合
も
多
い
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
始
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
、

ま
だ
批
判
的
な
反
省
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た 

め
に
、
呪
術
と
神
話
と
の
入
り
ま
じ
っ
た
世
界
と
ま
っ
た
く
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
主
観
に
、

全
面
的
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と 

が
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
の
も
と
で
、
美
は
や
っ
と
、
経
験
の
個
別
的
な
対
象
と
し
て
、

そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
い
人
間
の
創
造
性
の 

個
別
的
な
主
題
と
し
て
、
発
見
さ
れ
は
じ
め
た
。

そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
、
比
例
や
左
右
相
称
や
リ
ズ
ム
の
法
則
が
発
見
さ
れ
た
。 

バ
ロ
ッ
ク
期
に
は
、
純
粋
な
質
量
を
欠
い
た
客
体
の
寓
的
な
実
在
を
示
す
媒
体
と
し
て
の
光
と
影
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
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の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、

ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
遠
近
法
の
法
則
が
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ

し

て

、
 

「
描
写
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
も
の
は
、
客
体
な
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
客
体
が
」
、

印
象
主
義
や
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
や
抽
象
芸
術
の
か 

た
ち
で
、

「
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
印
象
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
現
今
の
発
見
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
注
意
深
く
分
析
す
れ
ば
、
 

わ
れ
わ
れ
に
は
、
人
間
の
表
現
様
式
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
客
体
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
の
進
化
全
体
を
通
し
て
表
現
し
て
き
た
そ
の
方
法 

に
関
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
た
え
ず
真
の
発
見
を
目
擊
し
て
い
る
こ
と
や
、

こ
の
よ
う
な
諸
発
見
が
近
代
で
は
し
だ
い
に
増
大
し
て
き 

て
(

わ

れ

わ

れ

は

現

代

の

「
実
用
化
さ
れ
た
芸
術
」

を
思
い
出
し
さ
え
す
れ
ば
足
り
る)

、

科
学
と
技
術
の
領
域
で
社
会
学
者
た
ち 

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
指
数
曲
線
が
、
芸
術
の
領
域
で
も
容
易
に
描
き
う
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ろ 

5
0

文
化
的
な
高
揚
と
停
滞
、
進
歩
的
な
飛
躍
と
退
廃
と
い
っ
た
循
環
現
象
が
、

い
っ
そ
う
一
般
的
で
い
っ
そ
う
普
遍
的
な
変
化
の
過 

程
の
内
部
に
お
け
る
、
個
別
の
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
の
疑
問
も
あ
り
え
な
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ 

は
、
特
定
の
現
象
の
意
味
を
汲
み
と
ろ
う
と
す
る
と
き
、

た
だ
そ
の
現
象
を
進
歩
と
退
廃
の
過
程
の
枠
組
の
内
部
に
お
く
こ
と
に
よ 

っ
て
は
、
明
ら
か
に
汲
み
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
か
わ
り
に
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
現
象
を
歴
史
的
な
変 

化
の
一
般
過
程
の
枠
組
の
内
部
で
、

つ
ま
り
世
界
史
の
見
地
か
ら
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
芸
術 

に
お
け
る
退
廃
の
段
階
は
、
初

期

の

観

念

的•

感
情
的
な
人
間
性
の
拡
大
の
か
た
ち
で
、
象
徴
主
義
と
印
象
主
義
か
ら
は
じ
ま
っ
た 

が
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
同
じ
段
階
が
や
は
り
た
し
か
に
、
新
し
い
潜
在
力
の
発
見
の
面
や
、
人
間
の
感
受
性
と
想
像
力
と
の
不 

断
の
強
化
と
い
う
面
で
、
文
化
的
お
よ
び
芸
術
的
な
創
造
性
の
最
も
実
り
豊
か
な
時
代
の
発
端
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
人
間
の 

潜
在
カ
の
発
展
、
最
も
多
様
で
多
面
的
な
す
べ
て
の
人
間
能
力
の
発
展
は
、
歴
史
的
進
化
の
基
本
法
則
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な

い
(

マ
ル
ク
ス
を
参
照
す
る
こ
と)

。

第
三
に
、
検
討
中
の
文
化
理
論
の
も
つ
歴
史
的
相
対
主
義
は
、
文
化
の
変
化
の
過
程
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
現
象
、
す
な
わ
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ち
歴
史
的
決
定
論
の
多
面
的
な
複
雑
さ
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
く
に
、
あ
る
種
の
循
環
的
な
変
化
過
程
は
、

一
つ
の
歴 

史
時
代
の
経
過
中
に
ま
っ
た
く
つ
き
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
以
外
の
あ
る
種
の
循
環
的
な
変
化
過
程
は
、
与
え
ら
れ
た
時
代
を
越
え
る 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
歴
史
時
代
の
内
部
に
お
け
る
循
環
的
な
変
化
過
程(

内
因
性
の
循
環
的
な
変 

化
過
程)

と
、
与
え
ら
れ
た
歴
史
時
代
を
越
え
る
循
環
的
な
変
化
過
程(

外
因
性
の
、
あ
る
い
は
群
循
環
的
な
変
化
過
程)

と
い
う 

も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
世
界
史
の
見
地
か
ら
す
る
変
化
の
過
程
は
、
人
間
の
表
現
上
の
潜
在
力
の
絶
え
ざ
る
発
見
と
深
化
と
考 

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
身
近
か
で
容
易
に
理
解 

さ
れ
う
る
例
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
叙
情
詩
の
心
理
学
』(N&o
s-gwa gr&anske  M

ike.  Zagreb"  published  by  M
a

ff.ca H
r
v
a
t
s
k
a

 
二 9

5
2

) 

の
な
か
で
、
私
は
、

ロ
マ
ン
主
義
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
に
終
っ
た
循
環
的
な
変
化
過
程
を
叙
述
し
た
。p

マ 

ン
主
義
に
お
い
て
、
人
間
性
と
ユ
ス
モ
ス
と
に
対
す
る
共
感
を
拡
大
す
る
に
い
た
っ
た
観
念
的•

感
情
的
な
態
度
は
、
象
徴
主
義
に 

お
い
て
は
停
滞
に
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
徹
底
的
な
否
定
に
到
達
し
た
。
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
行
き
ど
ま
り
に 

行
き
つ
い
て
し
ま
い
、
こ
の
変
化
過
程
を
強
く
非
難
し
つ
つ
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ス
ト
は
「
最
後
の
ロ
マ
ン
主
義
者
」
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
提
出
し
た
著
者
た
ち
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
に
お
け
る
レ
ト
リ
ズ
ム
を
抽
象
芸
術
の
模
倣 

と
し
て
描
き
だ
そ
う
と
す
る
試
み
は
、

一
種
の
知
的
な
弱
点
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
肯
定
さ
れ
る 

に
し
て
も
否
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
誤
っ
て
技
術
を
人
間
的
な
も
の
と
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
文
化
的
な
変
化
の 

新
し
い
循
環
は
、
印
象
主
義
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
印
象
主
義
は
題
材(
機
関
車
、
サ
ン
・
ラ
ザ
ー
ル
駅
、

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔)

の
点
で 

も
、
処
理
法(

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
、
補
色
、
点
状
の
色
彩
融
和
な
ど)

の
点
で
も
、
あ
る
程
度
の
「
技
術
的
な
関
心
」
を
内
包
し
て 

い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

ル
ネ
・
ギ
ル
や
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リI

の
詩
に
も
な
に
か
同
質
的
な
も
の
を
見
出
す
。
そ 

れ
以
前
に
は
、

一
種
の
構
成
主
義
と
道
具
主
義
が
発
展
し
て
い
た
。
印
象
主
義
以
来
、
こ
の
傾
向
は
現
代
の
抽
象
芸
術
あ
る
い
は
具 

象
芸
術
、
電
子
音
楽
、
詩
に
お
け
る
レ
ト
リ
ズ
ム
に
い
た
る
、
ま
た
そ
れ
ら
を
含
む
近
代
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
表
現
を
支
配
し
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て
き
た
。
こ
の
「
技
術
的
な
関
心
」
は
、
は
じ
め
に
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
、

一
種
の
人
文
主
義
的
な
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た 

が
、
時
が
た
っ
う
ち
に
し
だ
い
に
独
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
近
ご
る
で
は
い
く
つ
か
の
試
み
の
な
さ
れ
る
領
域
を
支
配
し
さ
え
し
て 

い
る
。
こ
う
し
て
、
建
築
の
領
域
や
実
用
品
の
製
造
に
お
け
る
具
体
空
間
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
こ
の
「
技
術
的
な
関
心
」
は
、
 

現
実
的
な
土
台
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

ロ
マ
ン
主
義
的
で
形
而
上
学
的
な
傾
向
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

抽
象
芸
術
は
時
間
的
に
は
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
に
最
も
近
い
け
れ
ど
も
、
心
理
的
に
は
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
そ
れ
か
ら
遠
く
、
 

ま
た
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
、
と
く
にP

マ
ン
主
義
の
な
か
で
も
「
暗
夜
」
や

「
幻
想
的
な
も
の
」
や

「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
」
を
希
求 

す
る
も
の
か
ら
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ロ
マ
ン
主
義
的
な
要
素
の
発
展
を
考
え
れ
ば
、
そ 

の
循
環
が
不
連
続
に
終
っ
て
い
る
が
、

「
技
術
的
な
要
素
」
を
考
え
れ
ば
、
連
続
的
で
開
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
の
に 

役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
芸
術
に
お
け
る
一
つ
の
循
環
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
は
す
で
に
終
り
つ
つ
あ
る 

と
い
う
こ
と
は
、
明
白
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
社
会
は
も
ち
ろ
ん
存
続
し
て
い
て
、
技
術
的
お
よ
び
文
化
的
な
潜
在
力
を
も
っ
て 

い
る
が
、
科
学
と
技
術
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
出
す
、
芸
術
に
お
け
る
「
技
術
的
な
循
環
」
も
、
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の 

階
級
構
成
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
か
ら
離
れ
て
、
存
続
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
か
の
国 

に
お
け
る
抽
象
芸
術
に
対
す
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
抵
抗
は
、
無
益
で
あ
る
と
同
時
に
無
意
義
で
あ
り
、
近
代
建
築
、
都
市
計 

画
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
否
定
的
態
度
と
同
一
の
結
果
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
例
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
意
義
や
意
味
の
あ
る
発
展
過
程
や
価
値
が
、
あ
ら
ゆ
る
有
機
的
な
創
造
と
同
じ
よ
う
に
、
 

与
え
ら
れ
た
歴
史
的
時
期
の
範
囲
内
で
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
の
観
念
と
か
様
式
上
の
形 

式
と
か
が
す
た
れ
つ
つ
あ
る
あ
い
だ
に
、
別
の
も
の
が
す
で
に
生
ま
れ
つ
っ
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
き
つ
づ
き
そ
れ
自
身
の
、
し
か
も
独 

特
の
異
な
っ
た
運
命
の
道
に
沿
っ
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
こ
れ
ら
の
文
化
理
論
は
、
芸
術
的
な
創
造
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
ー
種
の
集
団
的
な
無
意
識
の
影
響
が
と
く
に
強
く
現
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わ
れ
る
様
式
上
の
変
化
の
場
合
に
お
け
る
、
無
意
識
の
役
割
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
精
神
分
析
は
無
意
識
の
影
響
を
説
明 

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
が
、

そ
れ
は
様
式
的
な
変
化
に
関
連
し
て
で
は
な
く
て
、

た
だ
芸
術
的
な
作
品
の
内
容
と
か
主
題
と
か 

に
関
連
し
て
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
連
関
し
て
い
る
の
は
、
創
造
に
お
け
る
無
意
識
の
働
き
が
、

た
だ
特
定
の
題
材
の
象 

徴
化
と
か
、
投
射
と
か
、
劇
化
と
か
の
点
で
、
経
験
の
直
接
性
の
複
雑
な
機
能
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

ま
た
経
験
の
機
能
的
な
構 

造
そ
の
も
の
に
対
す
る
直
接
的
な
影
響
力
で
も
あ
る
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
主
義
か
ら
シ
ュ
ー

ル
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
芸
術
的
な
感
受
性
の
進
化
が
、

そ
れ
自
身
の
領
域
内
の
基
盤
で
、
行
き
づ
ま
っ
て 

消
滅
し
て
し
ま
っ
た
閉
じ
た
循
環
を
内
包
し
て
い
る
、

と
い
う
主
張
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
進
化
の
内
的 

な
動
態
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
内
的
な
動
態
は
、

た
だ
特
定
の
経
験
的
な
題
材
に
お
け
る
変
化
だ
け
で
は
な 

く
、
同
時
に
ま
た
創
造
的
な
想
像
力
に
お
け
る
あ
る
種
の
機
能
的
な
変
化
を
も
前
提
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
機
能
的
な
変
化
の
な
か 

で
、
無
意
識
は
直
接
性
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、

ロ
マ
ン
主
義
が
人 

間
的
お
よ
び
宇
宙
的
な
点
で
、
あ
る
種
の
共
感
の
拡
大
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
、

ま
た
、
象
徴
主
義
と
印
象
主 

義
が
、
あ
き
ら
め
と
い
わ
れ
て
も
よ
い
よ
う
な
、

一
般
的
ま
た
は
集
団
的
な
精
神
状
態
に
よ
る
こ
の
感
情
的
な
広
が
り
の
縮
小
を
示 

し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
感
情
的
な
広
が
り
に
お
け
る
こ
の
縮
小
の
意
義
や
結
果
が
、

な
ん
で
あ
り
う 

る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

機
能
的
な
変
化
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
象
徴
主
義
に
お
け
る
二
つ
の
同
時
的
な
過
程
の
進
行
を
観
察
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。
第
一
の
も
の
は
、

こ
の
よ
う
な
感
情
の
広
が
り
が
美
や
無
関
心
や
形
式
性
の
領
域
に
転
移
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
ヒ
ュ 

い

『
ユ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
広
が
り
の
縮
小
で
あ
る
。

こ
れ
が
象
徴
主
義
者
た
ち
が
、

「
形
式
の
耕
作
者
」
と

か

「
様
式
主
義
者
」

と
か 

「
無
感
動
な
者
」
と
自
称
す
る
理
由
で
あ
る
。
第
二
の
こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
創
造
的
な
想
像
力
の
感
覚
的
ま
た
は
官
能
的
な
要
素 

を
含
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
要
素
は
、

い
っ
そ
う
強
く
、
あ
る
い
は
い
っ
そ
う
自
立
的
に
な
っ
て
い
く
。

ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
ヒ 

ュ
ー
マ
ー
ー
ズ
ム
の
領
域
で
生
じ
た
観
念
的•

感
情
的
な
広
が
り
は
、
象
徴
主
義
と
印
象
主
義
に
お
い
て
は
、
自
然
や
事
物
と
の
感
覚
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的
な
関
係
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
し
り
ぞ
い
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ソ
ベ
ル
が
、

こ
の
官
能
的
な
広
が
り
は
、

一

種

の

「
受
動
的
な 

愛

」
や
現
実
に
対
す
る
反
語
的
ま
た
は
マ
ニ
教
的
な
立
場
に
も
と.
づ
い
て
お
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
や
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
、
き
わ
め 

て
劇
的
に
正
確
に
描
写
さ
れ
た
、

と
い
っ
た
の
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
感
受
性
の
領
域
へ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
広
が 

り
の
転
移
は
無
意
識
に
生
じ
、
芸
術
的
な
創
造
者
の
側
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
理
性
的
な
反
省
の
産
物
と
い
う
よ
り
は
、

は
る
か
に 

時
代
の
一
般
的
な
精
神
の
産
物
で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
変
化
は
、
芸
術
的
な
表
現
に
お
け
る
本
質
的
な
変
化
を
理
解
す
る
鍵
で
あ 

る
。

と
い
う
の
は
、

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
広
が
り
に
お
け
る
こ
の
縮
小
は
、
感
受
性
に
お
け
る
そ
の
他
の
一
連
の
変
化
全
体
、 

た
と
え
ば
親
近
感
や
臨
在
感
、
感
情
の
矛
盾
、
感
覚
的
な
柔
軟
性
、
共
感
へ
の
傾
向
、
創
造
過
程
に
お
け
る
過
度
の
主
知
主
義
、
素 

朴
で
子
供
ら
し
い
様
相
を
も
っ
た
過
去
へ
の
回
帰
を
生
じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
感
受
性
に
お
け
る
こ
の
変
質
は
、
結
局
そ
れ
に
相 

応
す
る
芸
術
的
な
様
式
に
お
け
る
変
化
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。

そ
れ
は
感
性
に
お
け
る
構
造
的
な
変
化
と
芸
術
的
な
表
現
と
の
あ
い 

だ
に
は
、
相
互
依
存
が
あ
る
と
言
わ
れ
う
る
よ
う
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
な
変
質
が
、
象
徴
主
義
か
ら
シ 

ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
過
渡
期
に
も
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
五
に
、
循
環
的
な
過
程
の
な
か
に
は
、
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
時
期
を
越
え
る
も
の
も
、
越
え
な
い
も
の
も
あ
る
、

と
言
う
の
が 

正
し
け
れ
ば
、
重
要
な
方
法
論
上
の
原
理
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
ル
fc'
批
釦
併
帥
ひ
®'
卧
ゆ
で
ひ
か
5'
鬱

©'
戸
廚 

は
、
や
が
て
解
決
さ
れ
る
が
、
別
の
矛
盾
が
生
じ
て
そ
の
位
置
を
占
め
ア
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
種
の
矛
盾
は
、
社
会
や
文 

化
の
進
歩
的
な
分
化
の
法
則
の
も
と
で
は
、
単
純
な
差
異
と
な
る
の
に
、
他
の
矛
盾
は
新
し
い
矛
盾
と
な
っ
て
く
る
。
換

言

す

れ

ミ 

文
化
の
解
釈
に
お
け
る
唯
物
論
と
観
念
論
、
主
観
主
義
と
客
観
主
義
、
進
歩
主
義
と
反
動
な
ど
の
あ
い
だ
に
あ
る
矛
盾
の
よ
う
な
、
 

単
純
な
矛
盾
を
利
用
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
か
わ
り
に
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
矛
盾
の
発
展
を
た
ど
っ
て
、
そ 

れ
が
与
え
ら
れ
た
社
会
体
制
の
範
囲
内
で
や
が
て
解
決
さ
れ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は 

す
で
に
経
済
的
な
発
展
と
関
連
し
て
、
あ
る
種
の
矛
盾
が
資
本
主
義
の
範
囲
内
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
て
八
た
。

だ
か
らb
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れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
、
文
化
の
領
域
で
は
、

さ
ら
に
自
律
的
で
、
個
人
的
な
要
因
の
い
っ
そ
う
高
度
の
係
数
に
よ
っ
て
区 

別
さ
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、

わ
れ
わ
れ
は
矛
盾
を
対
立 

に
、
対
立
を
矛
盾
に
変
換
す
る
独
特
の
弁
証
法
に
直
面
す
る
。

例
で
説
明
し
て
み
よ
う
。

こ
ん
に
ち
い
く
つ
か
の
社
会
主
義
国
で
は
、
抽
象
芸
術
に
対
し
て
、
芸

術
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
退
廃
の
最
後
の
「
最
も
徹
底 

し
た
」
最
も
歪
ん
だ
現
わ
れ
だ
と
し
て
、
き
わ
め
て
激
し
い
攻
撃
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
攻
撃
は
、
初
期
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ 

1

や
マ
—

レ
ヴ
ィ
ッ
チ
や
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
精
神
主
義
的
な
思
弁
の
あ
る
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
攻
撃
で 

は
、

と
く
に
ワ
イ
マ
ー

ル
・
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
出
現
と
、
空
間
や
画
材
に
関
す
る
近
代
的
な
概
念
の
分
析
と
に
関
連
し
て
、

問
題
と
な 

っ
て
い
る
芸
術
の
実
際
的
な
文
脈
や
機
能
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
の
考
慮
も
払
わ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、

こ
れ
ら
の
批
判
は
、
抽 

象
芸
術
が
具
体
性
と
い
う
名
目
の
乱
用
に
対
し
て
抗
議
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
注
意
し
て
い
な
い
。

こ
の
理
解
不
足
の
真
の
理 

由
は
、

こ
の
攻
撃
や
こ
う
し
た
批
判
が
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
世 

界
を
逃
が
れ
る
試
み
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
矛
盾
し
た
文
化
的
な
状
況
が
、
具
体
的
な
世
界
や
こ
の
具
体
的
な
世
界
の
社
会
生
態
学 

的

な
(

都
市
計
画
の)

問
題
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
も
と
の
意
図
と
は
逆
の
変
質
を
受
け
て
き
た
、

と
い 

う
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
抽
象
芸
術
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
れ
、
社
会
主
義
的
で
あ
れ
、
な
ん
で
あ
れ
、
ど
ん
な
世
界
の
否
定
で 

あ
る
こ
と
も
や
め
て
き
た
。
現
代
の
空
間
的
お
よ
び
絵
画
的
な
概
念
の
基
盤
で
は
、
抽
象
芸
術
は
可
能
な
か
ぎ
り
最
も
現
実
的
な
世 

界
の
一
部
と
な
っ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
階
級
の
相
違
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
抽
象
芸
術
は
ま
っ
た
く
中
立
的
に
な
っ
て
き
た
の 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
抽
象
芸
術
は
等
し
く
、

カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
、
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
の
関
心
で
あ 

り
う
る
。
首
唱
者
た
ち
の
願
い
に
反
し
て
、
抽

象

芸

術

は

た

ん

に

「
他
の
も
の
と
と
も
に
あ
る
一
つ
」

に
な
っ
て
き
た
。
最
も
理
知 

的
な
抽
象
芸
術
の
理
論
家
た
ち
は
、

「
進
歩
」

の
名
で
そ
の
排
他
性
を
擁
護
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
抽
象
芸
術
を
多
く
の
な
か
の
一
つ 

の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
進
も
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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文化批評における自由と多元的決定論

第
六
に
、
近
代
の
文
化
批
判
一
般
は
、

ま
だ
、
人
間
に
関
連
す
る
文
化
財
の
現
実
的
な
機
能
の
立
場
か
ら
、
文
化
財
の
意
義
と
か 

意
味
を
吟
味
す
る
と
い
う
習
慣
を
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
。
抽

象

的•

美
的
と
か
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
功
利
的
と
か
、
経

済

的

・
 

商
業
的
と
い
っ
た
規
準
が
、
普
通
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
準
は
、

わ
れ
わ
れ
の
文
明
で
は
い
く
ぶ
ん
長
い
伝
統
を
も 

っ
て
い
る
か
ら
、
定
義
す
る
の
が
い
っ
そ
う
容
易
で
あ
る
。
現
実
的
な
人
間
の
必
要
や
、
人
間
の
必
要
に
関
連
す
る
文
化
財
の
価
値 

を
決
定
す
る
問
題
は
、
現
代
の
社
会
的
・
心
理
学
的
な
人
類
学
が
、

ま
ず
は
極
端
に
商
業
的
で
大
都
市
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
現 

代
の
産
業
的
で
資
本
主
義
的
な
文
明
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
、

し
だ
い
に
そ
れ
に
触
れ
は
じ
め
て
い
る
が
、
未
解
決
の
ま
ま
で
あ 

る
。こ

の
点
を
も
含
め
て
、

こ
の
よ
う
な
諸
理
論
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
反
対
は
、
文
化
的
な
現
象
の
決
定
論
が
、

一
見
し
て
そ
う
み 

え
る
よ
り
は
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ご
く
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

歴
史
的
な
リ
ズ
ム
に
相
違
が
あ 

る
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
現
象
の
決
定
論
に
三
つ
の
基
本
的
な
体
系
が
あ
る
と
い
う
方
向
を
指
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な 

わ
ち
、
社
会
の
構
造
性
と
、
機
能
や
必
要
の
そ
れ
ぞ
れ
個
別
化
し
た
普
遍
的
な
体
系
と
し
て
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
、
最
後
に
そ
れ 

ぞ
れ
の
独
特
の
発
展
法
則
を
も
っ
た
文
化
固
有
の
諸
領
域(

科
学
、
技
術
、
言
語
、
芸
術
な
ど)

と
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
で
は
、
文 

化
的
な
発
展
に
こ
れ
ら
の
三
つ
の
特
殊
要
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
化
の
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
な
ん
の
論
争
も 

な
い
。
議
論
が
は
じ
ま
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
、
特
定
の
体
系
の
意
味
や
相
互
作
用
の
い
っ
そ
う
綿
密
な
検
討
を
試
み
る
と
き
で
あ 

る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
い
ま
進
行
中
に
す
ぎ
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
三
つ
の
体
系
の
存
在
と
作
用
と
が
、
文
化
の
進
展
の
多
元
的
決 

定
論
に
も
と
づ
く
解
釈
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、

す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

第
七
に
、
歴
史
的
発
展
の
さ
ま
ざ
ま
な
循
環
や
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
や
、

こ
れ
ら
の
三
つ
の
体
系
が
多
元
的
決
定
論 

に
も
と
づ
く
解
釈
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
文
化
研
究
や
文
化
批
判
の
諸
方
法
を
、

も
っ
と
正
確 

に
定
義
す
る
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。

こ
の
問
題
に
入
っ
て
い
く
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
文
化
現
象
の
一
面
的
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で
単
純
化
さ
れ
た
取
り
扱
い
は
、
す
べ
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

こ
の
問
題
は
同
様
に
し 

て
、
俗
流
唯
物
論
的
な
土
台
—

上
部
構
造
図
式
へ
の
限
定
を
も
、
実
証
主
義
的
有
機
体
論
の
側
に
お
け
る
進
歩
と
退
廃
と
い
う
唯
一 

の
過
程
へ
の
限
定
を
も
、
実
体
化
の
よ
う
な
普
遍
的
な
基
本
過
程
へ
の
現
象
学
的
な
還
元
論
を
も
し
り
ぞ
け
る
。 

ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

わ
れ
わ
れ
は
文
化
現
象
の
分
析
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

ま
ず
第
一
に
、
与
え
ら
れ
た
文
化 

的
・
歴
史
的
な
状
況
に
お
け
る
現
象
の
全
体
性
の
現
象
学
的
な
観
察
は
、
疑
い
も
な
く
当
を
得
て
い
る
。
非
本
質
的
な
も
の
か
ら
本 

質
的
な
も
の
を
、
皮
相
的
な
も
の
か
ら
深
遠
な
も
の
を
、

二
次
的
な
も
の
か
ら
基
本
的
な
も
の
を
区
別
す
る
目
的
で
な
さ
れ
る
全
体 

性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
学
的
な
適
用
は
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
第
一
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
 

こ
の
種
の
パ
ノ
ラ
マ
的
な
評
論
と
い
う
も
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
与
え
ら
れ
た
現
象
の
意
味
を
、

時
間
的
な
持
続
性
と
い
う
点
で
み
ず 

か
ら
問
い
た
だ
す
や
い
な
や
、
十
分
で
は
な
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
ら
ば
、
与
え
ら
れ
た
現
象
の
決
定
論
の
複
雑
さ
の
問 

題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

し
た
が
っ
て
、
疑
い
も
な
く
も
っ
と
深
い
研
究
が
、
現
象
学
の
静
態
論
の
背
後
に
、

ま
す
ま
す
多 

く
な
る
包
括
的
な
諸
形
式
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
ら
の
形
式
は
、

た
だ
機
能
的
・
構
造
的
な
分
析
に
よ
っ
て 

の
み
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
的
お
よ
び
社
会
的
な
状
況
の
構
造
が
、
時
が
た
っ
に
つ
れ
て
変
化
し
て
き
た
の
と
ち
ょ
う 

ど
同
じ
よ
う
に
、
特
定
の
現
象
の
機
能
も
、
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
と
も
に
、

こ
の
よ
う
な
現
象
の
意
義
も
、
社
会
や 

個
人
の
生
活
の
な
か
で
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
現
象
の
機
能
や
意
味
や
価
値
が
変
化
し
て
い
く
方
向
は
、
社
会
と
文
化 

の
発
展
の
歴
史
的
・
比
較
的
な
研
究
に
よ
っ
て
の
み
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
互
い
に 

排
除
し
あ
う
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
必
然
的
に
補
い
あ
う
三
つ
の
相
異
な
る
方
法
論
的
な
見
地
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら 

の
方
法
論
的
な
観
点
に
精
通
す
る
た
め
に
は
、

現
実
の
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
な
出
来
事
の
完
全
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。

つ
ま
ら 

な
い
批
判
や
方
法
論
的
な
一
面
性
は
、

一
般
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
諸
領
域
や
、

具
体
的
な
社
会
的
状
況
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な 

文
化
の
諸
領
域
の
依
存
や
、
歴
史
的
な
変
化
の
一
般
的
な
趨
勢
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
文
化
の
諸
領
域
の
位
置
に
関
す
る
、
知
識
の 

不
十
分
さ
の
結
果
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
重
大
な
議
論
に
お
け
る
と
同
様
に
、

こ
の
領
域
の
日
常
の
批
判
の
な
か
で
き
わ
め
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文化批評における自由と多元的決定論

て
し
ば
し
ば
出
会
う
皮
相
性
は
、
部
分
的
に
は
文
化
的
な
資
料
の
研
究
不
足
か
ら
生
じ
る
と
同
時
に
、

や
は
り
、

包
括
的
な
直
観
に 

も
、
方
法
論
的
な
処
理
の
論
理
的
な
精
密
さ
に
も
基
礎
を
も
つ
、
弁
証
法
的
な
精
神
の
欠
除
か
ら
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

〔
堤

彪

訳

〕

的
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社
会
主
義
と
疎
外
の
問
題

プ

レ

ド

ラ

グ
•

ヴ

ラ 

ニ

ツ

キ
I

P
r
e
d
r
a
g

 V
r
a
n
i
c
k
i

は
、

ザ

グ

レ

ブ

大

学

教

授

。

第

二

次

大

戦

中

、

民
族

解

放

戦

線 

に

参

加

し

て

ユ

ー
ゴ

ス

ラ

ヴ

ィ

ア

を

占

領

し

た

フ

ァ

ン

ス

ト

軍

と

戦

っ

た

。

ー
九
二
ニ
年
に 

生
ま
れ
、

ー
九
四
七
年
に
ザ
グ
レ
ブ
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
た
。

彼

は

こ

れ

ま

で

に

、

ヒ
ュ 

1

マ
ニ
ズ
ム
、

歴
史
、

自
由

、

さ
ら

に

哲

学

と

革

命

、

社

会

主

義

と

文

化

等

の

問

題

を

研

究 

し

『
カ

ー

ル

・

マ

ル

ク

ス

・
彼

の

思

想

の

展

開

』
、
『
弁

証

法

的

史

的

唯

物

論

』
、

『
哲

学

的

研 

究

と

批

判

『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
』
等

の

著

作

を

公

に

し

て

い

る

。

疎
外
の
現
象
形
態
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
に
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
哲
学
的
貂
よ
び 

社
会
学
的
分
析
を
、
全
面
的
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
す
な
わ
ち
疎
外
の
概
念
は
、
ど
れ
だ
け
の 

範
囲
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
か
。
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
、
疎
外
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

異
な
っ
た
諸
地
域 

に
お
い
て
現
わ
れ
る
同
一
の
疎
外
形
式
の
機
能
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
疎
外
は
、
連
続
的
で
一
面
的
な
過
程
に
お
い 

て
、
克
服
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
等
々
。
私
は
こ
の
よ
う
な
論
点
を
こ
こ
で
は
す
べ
て
措
い
て
、
疎
外
の
概
念
に
と
っ
て
本
質
的

8

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



で
あ
る
次
の
一
つ
の
側
面
に
の
み
注
目
し
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
人

類

の

歴

史

と

歴

史

的

創

造

物(

国
家
、
文
化
、
宗 

教
な
ど)

は
、
す
べ
て
人
間
の
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
自
身
の
潜
在
力
と
力
の
現
わ
れ
で
あ
る
の
に
、
他
面
で
は
、
人 

間
は
こ
れ
ら
の
力
を
自
分
自
身
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

ま
た
、

こ
れ
ら
の
同
じ
力
が
独
特
な
物
質
的
な
社
会
的
な
、
 

あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
力
と
し
て
、
自
分
自
身
に
対
抗
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
生
存
す
る
こ
と
が 

可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
人
間
が
自
分
で
つ
く
り
だ
し
た
も
の
が
、
彼
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し 

(

政
治
的
領
域
、
宗
教
、
市
場
、
貨
幣
な
ど)

、

そ
し
て
あ
る
権
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
彼
に
対
立
す
る
こ
と
が
続
く
か
ぎ
り
、

わ 

れ
わ
れ
は
疎
外
現
象
を
現
実
に
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
世
界
は
、

こ
ん
に
ち
に
い
た
る
ま
で
、

つ
ね
に
内
部
分
裂
を 

含
ん
だ
世
界
で
あ
っ
た
。!
!

歴
史
の
創
造
者
で
あ
る
人
間
の
大
部
分
が
、
歴
史
の
諸
段
階
に
お
い
て
無
力
で
あ
り
、

そ
の
本
来
の 

権
利
を
失
っ
た
も
の
で
あ
り
、

不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
、

そ
の
よ
う
な
世
界
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
、

こ
ん
に
ち
に
い
た
る
ま 

で
、
人
間
に
対
し
、
暴
虐
の
限
り
を
つ
く
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
疎
外
形
態
は
、
特
殊
な
歴
史
的
な
内
容
と
機
能
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た 

め
、
さ
ま
ざ
ま
の
疎
外
形
態
を
す
べ
て
同
じ
方
法
で
評
価
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
上
、

こ
れ
ま
で
同
一
で
あ
る
と
見
な 

さ
れ
て
い
た
疎
外
形
態
も
、
す
べ
て
、
他
の
何
ら
か
の
疎
外
形
態
に
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

ぞ

れ

の

「
疎
外
状 

況
」
は
、
人
類
の
力
と
関
係
の
発
展
の
新
し
い
機
会
が
生
じ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
放
置
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
進
歩 

が
つ
ね
に
さ
ま
ざ
ま
な
疎
外
形
態
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
別
と
し
て
、
あ
る
種
の
疎
外
形
態
は
、
他
の
形
態 

に

比

し

て

「
多
元
的
価
値
を
も
つ
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
発
展
と
、
人
類
の
豊
か
さ
を
よ
り
い
っ
そ
う
大
き
く
産
出
す
る
こ
と
に 

対
し
、
許
容
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

さ
ら
に
ま
た
人
間
の
よ
り
自
由
な
歴
史
的
運
動
を
妨
害
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
拘
束 

を
廃
棄
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
疎
外
形
態
は
、

一
定
の
歴
史
的
状
況
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
的
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も 

っ
て
い
た
。

こ
の
発
展
の
途
上
に
お
い
て
、
人
間
を
あ
る
疎
外
形
態
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
新
し
い
歴
史
的
展
望
が
開
け
て
き
た
場

7〇
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社会主義と疎外の問題

合
に
は
、

こ
の
古
い
疎
外
形
態
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
疎
外
形
態
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
 

こ

の

過
程
の
途
上
で
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う(

た
と
え
ば
奴
隸
制
と
か
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
疎
外
形
態)

。 

こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
過
程
は
、
種
々
の
疎
外
形
態
を
つ
く
り
だ
す
過
程
と
と
も
に
、

そ
れ
と
同
程
度
に
疎
外
克
服
を
お
こ
な
う
過 

程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

こ
の
疎
外
克
服
の
過
程
は
、

と
り
わ
け
汎
人
間
的
な
政
治
的
な
カ
よ
り
も
、

む
し
ろ
人
間
自
身
の
重
要 

さ
が
増
し
、
人
類
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
の
重
要
さ
が
増
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
を
、「
人 

間
一
般
」
と
人
間
の
創
造
性
と
に
向
か
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
基
本
的
、
本
質
的
な
要
素
に
な
っ
た
と
き
、

そ
し
て
ま 

た
、

ひ
と
び
と
が
こ
の
よ
う
に
共
同
し
て
そ
の
相
互
の
関
係
、
自
然
と
の
関
係
を
調
整
す
る
に
い
た
っ
た
場
合
に
は
、

こ
の
疎
外
克 

服
の
過
程
は
、

は
る
か
に
強
力
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

疎
外
さ
れ
た
歴
史
的
状
況
は
、
人
間
の
自
己
分
裂
を
前
提
と
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
人
種
的
、
民
族
的
、
階
級
的
、

そ
の
他
さ 

ま
ざ
ま
の
敵
意
を
そ
そ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
人
間
を
人
間
か
ら
隔
離
す
る
点
に
本
質
的
な
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
敵
対
心
が
現
代 

の
ひ
と
び
と
を
、
災
厄
の
断
崖
に
ま
で
ひ
き
ず
っ
て
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
怖
ろ
し
い
自
滅
の
予
想
だ
け
が
、

現
代
の
疎
外 

さ
れ
た
世
界
の
近
視
眼
的
、
時
代
錯
誤
的
な
成
り
ゆ
き
を
克
服
す
る
効
果
を
、

い
く
ら
か
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。 

社
会
主
義
の
本
質
的
意
義
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
遺
産
、
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
特
殊
な 

歴
史
的
構
造
に
、
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
ま
こ
こ
で
、
人
類
の
創
造
性
に
ま
さ
に
重
要
な
発
展
を
与
え
た
と
い
う 

業
績
を
も
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
壮
大
な
完
成
に
つ
い
て
、
そ
の
す
べ
て
を
分
析
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
同
様
に
、

こ
こ
に
は 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
限
界
の
す
べ
て
に
つ
い
て
分
析
す
る
余
地
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
分
析
は
、

と
き
に
は
正
し
く
、

と
き
に
は
少 

少
的
は
ず
れ
に
、

マ
ル
ク
ス
の
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
す
で
に
十
分
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、

現
代
社
会
主 

義
が
生
ま
れ
て
き
た
根
源
と
歴
史
的
な
伝
統
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
も
は
や
現
代
人
の
さ 

ま
ざ
ま
な
要
求
に
も
可
能
性
に
も
適
合
し
た
も
の
で
な
く
な
っ
た
そ
の
特
質
に
、
少
な
く
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
未
曾
有
の
高
い
水
準
に
ま
で
人
間
を
発
展
さ
せ
た
。

だ
が
し
か
し
、

そ
れ
は
た
だ
人
間
を
賃
労
働
関
係
の
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機
構
の
な
か
で
、
全
能
の
機
械
装
置
の
一
部
分
品
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
典
型
的
な
商
品
生
産
社
会
は
、
す 

ベ
て
の
も
の
を
商
品
に
、
す
な
わ
ち
物
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
で
の
労
働
者
は
、

他
の
ひ
と
び
と
が
彼
の
自
由
に 

な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
商
品
、

心
、
考
案
、
職
、

身
体
、

才
能
、
等
々
を
売
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
彼
の
働
く
能
力
を
売
っ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
全
社
会
が
売
買
の
関
係
だ
け
に
解
消
す
る
と
す
れ
ば
、

ま
た
、
も
し
も
人
間
が
統
計
的
記
号
に
な
っ
て
し 

ま
っ
た
な
ら
ば
、

そ
し
て
人
間
が
一
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
部
分
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

諸
関
係
は
明
白
に
人
間 

性
の
基
本
的
性
格
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

普
通
の
生
活
で
は
、
も
は
や
他
の
商
品
を
生
み
だ
す
商
品
以
外
の
何
も
の
で
も 

な
く
な
り
、
価
値
を
生
み
だ
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
部
分
品
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、
同
じ
よ
う
に
簡
単
に
他
人
や
他
国
を
敵
と
考 

え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
部
分
品
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
代
人
の
日
常
生
活
で
の
疎
外
が
、
彼
の
す
べ
て
の
他
の
形
態
の
疎
外
状
況
の
基
礎
で
あ
り
源
泉
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
商
品 

の
所
有
者
と
、

ま
っ
た
く
の
技
術
主
義
的
機
構
と
が
、
現
代
人
の
労
働
と
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
制
御
す
る
力
と
し
て
、

現
代
人
に 

対
立
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
彼
の
つ
く
り
だ
す
商
品
が
彼
に
対
し
て
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
競
争
者
と
し
て
対
立
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。
商
品
に
対
す
る
物
神
崇
拝
は
、

そ
れ
に
と
も
な
う
諸
影
響
と
と
も
に
、
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ 

ヨ
ア
社
会
の
最
近
の
過
程
が
、
科
学
的
・
統
計
的
な
組
織
的
な
見
せ
か
け
に
よ
っ
て
、
市
場
機
構
の
極
端
な
成
り
ゆ
き
を
粉
飾
し
て 

い
る
と
し
て
も
、
商
品
は
ま
す
ま
す
魔
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。

ひ
と
び
と
は
、
あ
る
種
の
商
品
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
彼
の
人 

間
と
し
て
の
質
を
変
え
、
商
品
を
沢
山
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
人
間
存
在
の
豊
か
さ
と
同
じ
で
あ
り
う
る
、

と
さ
え
信
じ
こ
む
に
い 

た
っ
て
い
る
。

ひ
と
び
と
は
、

こ
の
よ
う
な
外
面
的
な
方
向
に
ま
っ
た
く
向
い
て
し
ま
っ
て
、

そ
の
結
果
自
分
を
貧
弱
に
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
人
間
疎
外
の
本
質
的
形
態
の
一
つ
で
あ
る
人
間
の
「
物
化
」

は
、

さ
ら
に
ま
た
人
間
の
他
の
多
く
の 

関
係
を
も
非
人
間
的
な
も
の
に
す
る
。
も
し
政
治
技
術
的
な
機
構
が
、
物
に
対
す
る
の
と
同
様
に
人
間
に
関
係
す
る
な
ら
ば
、
人
間 

の
積
極
的
な
役
割
は
、
楽
し
い
生
活
の
追
求
と
政
治
に
お
け
る
選
挙
の
み
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
、

つ
い
に
は
人
間
は
物
に
向
か
う
の
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社会主義と疎外の問題

と
同
じ
よ
う
に
他
人
と
関
係
す
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。

過
去
三
十
年
の
あ
い
だ
に
登
場
し
た
極
端
な
激
し
い
反
人
間
性
の
形
態
は
、 

さ
ら
に
基
本
的
な
社
会
的
構
成
か
ら
生
じ
て
き
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

こ

の

極

端

に

「
物
化
」

さ
れ
隔
離
さ
れ
た
関
係
の
た
だ
な
か
に
貂
か
れ
た
人
類
の
「
多
元
的
価
値
」

は
、

ひ
ど
く
歪
曲
さ
れ
、

そ 

の
結
果
、

ま
さ
に
労
働
そ
の
も
の
の
過
程
が
堪
え
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
人
に
と
っ
て
の
こ
の
非
人
格
的
状
況
を
解 

決
し
よ
う
と
す
る
心
理
学
者
、
社
会
学
者
の
努
力
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
改
良
が
試
み
ら
れ
は
し
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ 

て
失
敗
に
終
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
す
べ
て
一
時
的
に
有
効
な
鎮
静
剤
の
役
割
を
果
た
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
 

こ
の
問
題
は
根
本
的
に
心
理
学
的
ま
た
は
技
術
的
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
歴
史
の
哲
学
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。 

ひ
と
び
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
自
分
の
疎
外
さ
れ
た
状
況
を
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
最
終
的
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ 

は
彼
の
人
格
の
自
己
分
裂
で
あ
り
、

「
二
重
人
格
」

の
形
成
で
あ
る
。

一
人
の
人
間
と
し
て
は
、
彼
は
自
分
が
も
っ
と
広
い
共
同
体 

の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
は
い
な
い
。
社
会
人
と
し
て
は
、
彼
は
自
分
が
一
人
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
は
い
な
い
。

そ 

し
て
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
こ
の
特
徴
が
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
関
係
の
分
野
で
最
も
悲
劇
的
な
結
果
を
生
み
だ
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。

n

も
し
私
的
所
有
制
と
賃
金
労
働
関
係
か
ら
な
る
現
代
社
会
が
、
前
述
の
要
素
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
— 

—

し
か
も
、
最
近
の
数
世
紀
の
歴
史
は
無
数
の
場
合
に
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る(

た
と
え
ば
戦
争
、
経
済
恐 

慌
、
捕
虜
収
容
所
、

ガ
ス
処
刑
室
等)

——

こ
の
よ
う
な
状
態
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
闘
い
は
、
何
よ
り
ま
ず
社
会
主
義
を
め
ざ
し 

て
の
闘
い
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

か
つ
て
は
社
会
主
義
の
問
題
も
、
少
な
く
と
も
一
般
的
な
用
語
と
し
て
は
、

も
っ
と
単
純
に
述
べ
ら
れ
た
し
、
も
っ
と
複
雑
で
な
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い
よ
う
に
み
え
た
。

し
か
し
多
く
の
経
験-
-

そ
こ
で
は
悲
劇
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
が-
-

を
経
た
こ
ん
に
ち
で
は
、

社
会
主
義 

の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
、
哲

学

的

—
社
会
学
的
地
平
で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
革
命
と
革
命
的
権
威
と
は
、

ひ
と
び
と 

を
雇
用
労
働
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
他
の
疎
外
形
態
か
ら
も
解
放
す
る
こ
と
を
、
十
分
に
保
証
す
る
も
の
と
し
ば
し
ば
考 

え
ら
れ
て
き
た
。
疎
外
の
問
題
は
、

こ

の

よ

う

な

場

合

は

「
余
計
な
も
の
」

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
疎
外
の
概
念
は
、
 

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
数
十
年
間
を
通
じ
て
、

理
論
的
討
議
の
な
か
に
ま
っ
た
く
現
わ
れ
な
か
っ
た
。

こ
ん
に
ち
で
さ
え
も
、
多
く
の 

社
会
主
義
の
理
論
家
は
、
疎
外
が
社
会
主
義
と
両
立
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
社
会
主
義
は
生
ま
れ
つ
き
こ
の
病
気
に
対
す 

る
免
疫
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
考
え
て
い
る
。

歴
史
的
諸
経
験
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
情
景
を
提
供
し
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
歴
史
的
経
験
は
多
く
の
幻
想
と
神
話
、

と
り
わ
け 

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
者
の
時
代
の
幻
想
と
神
話
と
を
破
壊
す
る
の
に
役
立
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
、
革
命
が
有
効
に
な
る
の
は
、
革
命
が
起
こ
っ
た
後
で
あ
り
、
革
命
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
を
、 

理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
の
み
、
人
間
の
恒
常
的
解
放
と
新
し
い
歴
史
的
な
人
格
の
創
造
に
到
達
す
る
よ
う
な
関
係
を 

も
つ
社
会
形
態
が
、

不
変
の
基
礎
の
上
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
哲
学
的
な
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク 

な
思
想
の
基
本
的
原
理
が
、

で
き
る
か
ぎ
り
深
く
お
か
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
が
こ
の
ゴ
ー
ル
に
到
達
す 

る
た
め
に
は
、
す
ぐ
に
は
撤
廃
し
た
り
の
り
越
え
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
疎
外
形
態
の
基
礎
の
上
に
、
社
会
主
義
を
進 

め

て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る(

国
家
、
階

級

、
政
党
、
民
族
、
官
僚
制
、
宗
教
、

商
品
生
産
、
市
場
等

)々

。

真
の
社
会
主 

義
的
発
展
の
途
上
で
、

こ
れ
ら
の
形
態
が
他
の
呼
び
方
や
意
味
を
も
ち
、
新
し
い
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
事 

実
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。 

だ
が
、
根
本
的
に
そ
れ
ら
の
疎
外
形
態
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、

こ
れ
ら
の
疎
外
形
態
の
う
ち
の
あ
る
局
面
は
、
最
も
消
極
的
な 

か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
出

現

す

る

余

地

が

あ

る(

し
か
し
、

必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い)

。

い

か

な

る

体

制(

社
会
主
義
を
も
含 

め
て)

の
も
と
に
お
い
て
で
あ
れ
、

ひ
と
び
と
が
彼
の
力
を
、
彼
自
身
か
ら
分
離
し
た
一
組
の
要
素
と
し
て
生
み
だ
し
、
感
じ
、
経
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験
す
る
か
ぎ
り
、

こ
の
よ
う
な
要
素
が
、

よ
り
高
い
権
威
と
し
て
彼
に
働
き
か
け
、

現
代
の
人
類
の
発
展
の
水
準
か
ら
み
て
高
く
評 

価
さ
れ
る
べ
き
歴
史
的
創
造
を
妨
害
す
る
可
能
性
は
、
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
主
義
の
も
と
で
は
疎
外
の
問
題
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
反
し
て
、

わ
れ
わ
か
は
、

で
き
る
か
ぎ
り 

断
乎
と
し
た
態
度
で
、
疎
外
の
問
題
は
社
会
主
義
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
、

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
基
本
的
な
歴
史
的
課
題
は
、
す
べ
て
の
疎
外
形
態
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た
現 

在
で
も
そ
う
で
な
い
と
い
う
、

こ
の
よ
う
な
簡
単
な
理
由
か
ら
、

か
つ
て
こ
の
問
題
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
中
心
的
問
題
と
な
り
え 

な
か
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
服
従
と
従
属
の
封
建
的
形
態
を
廃
し
、
経
済
的
民
主
主
義
の
範
囲
内
で
、
あ
る
限
度
ま
で
民
主 

化
の
形
態
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
歴
史
的
課
題
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
な
か
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア 

的
私
的
所
有
制
の
も
つ
あ
る
否
定
的
な
影
響
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
程
度
ま
で
典
型
的
な
ブ
ル
ジ 

ョ
ア
秩
序
は
、
国
家
中
心
的
傾
向
と
妥
協
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
ブ
ル
ノ
ヨ
ア
社
会
は
、
経

済

的
•

政
治
的
な
権
威
や
イ
デォ

!
！  

ギ
ー
的
権
威
を
撤
廃
す
る
歴
史
的
義
務
を
、
け
っ
し
て
も
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、

も
っ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会 

の
基
本
的
課
題
は
、

こ
の
権
威
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
支
配
階
級
の
地
位 

を
固
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
除
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
権
威
を
人
民
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
人

民

を

「
権
威
」 

へ
と
変
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
政
治
的
社
会
で
あ
る
。

と

く

に

そ

の

「
政
治
的
」

と
い
う
の
は
、
人
民
の 

あ
る
特
定
グ
ル
ー
プ
の
他
の
人
民
に
対
す
る
権
威
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
社
会
主
義
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
本
質
的
で
あ
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
礎
を
お
く
こ
と
は
で
き 

な
い
。
社
会
主
義
の
課
題
は
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
を
つ
く
り
だ
す
人
間
存
在
の
形
態
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
人
間
の
社
会 

的
生
活
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
を
解
消
す
る
こ
と
は
、
社
会
主
義
の
中
心
的
問
題
と
な
る
。

も
し
社
会
主
義
の
問
題
が
、

こ
れ
ら
の
点
で
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
、

究
極
的
に
は
政
治
形
態
の
反
人
間
化
と
い
う
発
作 

を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
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ス
タI

リ
ン
主
義
は
、
社
会
主
義
の
本
質
的
問
題
を
見
落
し
た
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。

歴
史
的
に
み
れ
ば
、

ス
タ
ー
リ
ン
主
義 

で
は
、
そ
の
前
の
階
級
社
会
か
ら
直
接
に
受
け
継
が
れ
た
人
間
疎
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
見
出
さ
れ
、

そ
れ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。 

社
会
生
活
そ
の
も
の
の
歴
史
的
創
造
者
で
あ
る
人
間
に
信
頼
を
お
く
か
わ
り
に
、

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
、
共
同
体
の
形
成
と
発
展
の 

大
き
な
役
割
を
、
国
家
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
機
構
と
に
与
え
て
い
る
。

社
会
主
義
的
変
革
の
真
の
重
要
性
を
、

す
な
わ
ち
、
政
治
的
社
会
組
織
を
撤
廃
し
、

さ

ら

に

は

経

済

的•

政
治
的
疎
外
形
態
を
撤 

廃
し
よ
う
と
す
る
漸
進
的
な
努
力
を
、
知
的
な
地
平
に
お
い
て
見
失
っ
た
た
め
に
、

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
、

こ
の
政
治
的
社
会
の
発 

展
を
、
カ
の
究
極
的
な
追
求
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
国
家
と
い
う
政
治
的
機
構
の
全
能
は
、

必
然
的
に
、

ま
さ
に
こ
の
進
歩
的
な
歴 

史
的
努
力
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
個
人
の
、
人
類
の
、
個
性
の
、
普
遍
的
な
無
力
さ
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
な
体
制
の
も
と
で
、
生
産
者
と
し
て
の
人
間
が
、
生
産
管
理
と
生
産
物
の
分
配
へ
の
参
与
を
ま
っ
た
く
阻
ま
れ
た
と
す 

れ
ば
、
彼
は
自
分
が
、
再
び
雇
用
労
働
と
い
う
疎
外
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
こ
と
に
気
が
っ
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

そ
の
体
制
は
、
 

ま
っ
た
く
国
家
に
よ
る
計
画
と
、
国
家
に
よ
る
剰
余
価
値
の
処
理
と
で
、
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
唯
一
の
相
違 

は
、
資
本
家
の
独
占
が
、
国
家
の
普
遍
的
独
占
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
市
場
の
偶
然
性
に
対 

抗
し
よ
う
と
す
る
計
画
生
産
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
考
え
は
、

自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

生
産
者
と
し
て
の
人
間
は
、
 

自
分
が
そ
の
企
画
者
に
は
な
ら
な
い
で
、
あ
る
計
画
の
部
分
、
す

な

わ

ち

「
立
案
さ
れ
た
も
の
」

の
部
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で 

あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
多
く
の
他
の
特
徴
が
そ
の
過
程
で
現
わ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
、
無
駄
な
ご 

と
を
な
が
な
が
と
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
政
治
的
社
会
の
他
の
す
べ
て
の
歪
曲
が
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
基
本
的
特
質
で
あ
る
雇
用
労
働
関
係
を
廃
す
る
か
わ 

り
に
、
社
会
主
義
は
、
そ
の
発
展
の
ス
タ
—
リ
ン
主
義
的
側
面
で
、

ま
さ
に
こ
の
関
係
の
新
し
い
形
態
を
開
発
し
た
の
で
あ
る
。
経 

済
的
お
よ
び
政
治
的
な
疎
外
の
問
題
は
、

な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、

こ
う
し
て
、
社
会
主
義
の
真
に
な
ま
な
ま
し
い
問
題
に
な
っ
た
の 

で
あ
る
。
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き
わ
め
て
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
が
、

こ
の
よ
う
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
共
産
主
義
の
最
初
の
形
態
と
し
て
完
成 

さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
幻
想
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
他
の
神
話
と
昏
迷
と
を
生
み
だ
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
昏
迷
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
疎 

外
の
一
つ
の
基
本
的
形
態
で
あ
る
と
い
う
当
り
前
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

他
の
す
べ
て
の
疎
外
形
態
と
同
様 

に
、
昏
迷
と
い
う
形
態
は
非
歴
史
的
な
抽
象
的
な
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
素
朴
な
意
識
し
か
な
い
時
代
、
社
会
が
ま
だ
低
い 

発
展
段
階
に
あ
っ
た
時
代
に
は
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
疎
外
さ
れ
た
意
識
形
態
の
助
け
に
よ
っ
て
し
か
、
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
な 

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
類
は
、

ー
 

時
は
こ
の
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
識
を
も
っ
て
進
歩
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
の
人
類
の
進
歩
と
、

そ
の
知
識
と
哲
学 

の
高
い
発
展
水
準
は
、

こ
の
よ
う
な
意
識
構
造
と
は
両
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

と
く
に
人
間
の
人
間
に
対
す
る 

関
係
、
社
会
と
自
然
に
対
す
る
関
係
が
、

い
っ
そ
う
明
瞭
に
、

い
っ
そ
う
合
理
的
に
、

い
っ
そ
う
広
汎
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な 

い
社
会
主
義
的
発
展
の
場
合
に
、

い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義
社
会
で
の
人
間
は
、
自
分
が
自
分
の
人
生
、
運
命
の
唯
一
の
創 

造
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ま
す
ま
す
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
解
消
さ
れ
て
い
る
神
話
の
一
つ
は
、
社
会
主
義
的
発
展
の
基
本
的
駆
動
力
と
な
り
テ
コ
と
な
る
も
の
と
さ
れ
た
、
社
会
主 

義
国
家
に
つ
い
て
の
神
話
で
あ
る
。
国
家
は
基
本
的
に
特
殊
な
機
構
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
態
度
は
必
然
的
に
政
治 

的
領
域
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

労
働
者
は
、

こ
の
新
し
い
歴
史
的
変
革
の
基
礎
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
認
め
ら 

れ
る
か
わ
り
に
、
本
質
的
に
彼
に
と
っ
て
は
近
づ
き
が
た
く
、

し
か
も
彼
の
生
活
の
全
分
野
を
管
理
し
て
い
る
制
度
が
、
再
び
自
分 

に
対
立
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
官
僚
主
義
と
、
す
べ
て
の
官
僚
主
義
的
権
威
と
ま
や
か
し
の 

発
達
の
基
礎
が
、

つ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
が
な
く
な
れ
ば
、
自
由
の
問
題
は
解
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ 

の
神
話
と
、
労
働
者
階
級
の
国
家
は
、
あ
る
場
合
に
労
働
者
階
級
を
支
配
し
た
り
、

旧
来
の
個
人
崇
拝
に
偏
し
た
り
す
る
権
力
を
発 

生
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
似
た
よ
う
な
神
話
と
は
、

五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。
国
家
が
裁
定
を
下
す
領
域
は
、

こ
の
よ
う 

に
し
て
政
治
的
、
経
済
的
な
過
程
と
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
他
の
も
の
！—

科
学
的
、
哲
学
的
、
技
術
的
な
過
程
を
も
含
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む
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
哲
学
と
科
学
が
、

か
つ
て
は
神
学
の
下
僕
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の

分
野
が
政
治
の
下
僕
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
個
人
崇
拝
や
他
の
す
べ
て
の
疎
外
形
態
は
、
状
況
に
よ
っ
て
偶
然
的
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
社
会
生

(1) 

活
の
全
領
域
が
、
国
家
に
吸
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
社
会
主
義
の
概
念
に
も
と
づ
く 

一
定
の
構
造
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
概
念
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
者
の
理
論
と
実
践
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
。

「
完
成
さ
れ
た
社
会
主
義
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
の
も 

と
で
、

か
っ
て
は
、
国
家
所
有
制
と
国
家
裁
定
と
が
社
会
的
に
優
先
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
セ 

こ
の
官
僚
制
と
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
幻
惑
が
、
極
度
に
疎
外
さ
れ
た
理
論
的
信
条
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
多
く
の
事
実
が
看
過
さ
れ
た
。

ま
ず
第
一
に
、
政
治
機
構
に
か
く
も
大
き
な
権
力
を
与
え
る
こ
と
は
、

必
然 

的
に
、
事
実
上
労
働
者
と
知
識
階
級
の
真
の
自
由
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
二
に
、
社
会
主
義
の
意
義
は
、
ブ
ル 

ジ
ョ
ア
社
会
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
を
、

そ
れ
よ
り
い
っ
そ
う
大
き
い
力
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。

第

三

こ

れ

ら
 

の
疎
外
形
態
の
解
消
は
、

必
然
的
に
社
会
主
義
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
す
べ
て
の
形
態
の
権
威
と
権
力
を
廃
棄
す
る
に
い
た
る
新
し 

い
関
係
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
前
提
と
通
て
い
る
。
第
四
に
、
社
会
主
義
は
、

労
働
者
が
自
分
自
身
の
生
活
の
方
向
づ
け
を
し
、
組 

織
す
る
こ
と
に
、
影
響
力
を
増
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
新
し
い
関
係
の
展
開
で
あ
る
。 

「
完
成
さ
れ
た
社
会
主
義
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
限
定
的
な
矛
盾
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、

恒
常
的
な
変
革
の
過 

程
に
含
ま
れ
る
も
の
が
完
結
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
古

い

政

治

形

態(

国
家
、
 

政
党
、
官
僚
制)

の
上
に
、
社
会
主
義
を
う
ち
た
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
ま
た
、
古
い
形
態
が
す
ぐ
に
全
部
解
消
さ
れ 

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
形
態
の
上
に
う
ち
た
て
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
主
義
は
、

こ 

れ
ら
の
矛
盾
を
も
っ
た
過
程
が
発
展
し
て
い
く
、
共
産
主
義
の
最
初
の
局
面
で
あ
り
、

ま
た
一
方
、
新
し
い
か
た
ち
を
と
っ
た
共
産 

主
義
的
性
格
の
卓
越
性
は
、

こ
の
最
初
の
局
面
が
の
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う̂
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社会主義と疎外の問題

m

疎
外
の
問
題
は
、

こ
う
し
て
、
社
会
主
義
に
と
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
歴
史
的
な
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、

実
践 

的
経
験
が
、
社
会
主
義
の
も
と
で
多
く
の
疎
外
解
消
の
方
向
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
主
義
そ
れ
自 

体
が
、
疎
外
形
態
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
形
態
の
基
礎
の
上
に
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、 

現

代

社

会

の

経

済

的•

文
化
的
発
展
の
達
し
た
水
準
そ
の
も
の
が
、
社
会
主
義
が
す
ぐ
に
脱
却
し
き
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
疎
外 

形
態
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
が
、

わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
世
界
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
主
義
へ
の
移
行
が
、
瞬
く
間
に
す
べ
て 

の
災
厄
を
善
い
も
の
に
変
え
、
人
間
の
問
題
を
す
べ
て
解
決
す
る
、
何
か
魔
法
の
杖
の
よ
う
な
も
の
に
、
見
え
は
し
な
い
の
で
あ
る
。 

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
も
っ
と
十
分
に
人
間
の
解
放
を
、

す
な
わ
ち
、

さ
ま
ざ
ま
の
疎
外
形
態
の
克
服
に
貢
献
す
る
こ
と
を
望
む
な 

ら
、
社
会
主
義
は
、

理
論
的
に
も
、
実
践
的
に
も
、

そ
の
基
本
的
な
強
調
点
を
人
間
に
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、

ま
た
、

自
由
な
人
間
性 

が
社
会
的
自
由
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
労
働
者
が
、

経
済
、
文
化
、

教
育
、

そ
の 

他
社
会
生
活
の
す
べ
て
の
面
で
、
自
分
自
身
と
自
分
の
労
働
過
程
を
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
関
係
を
、

つ
ね
に
つ
く 

り
だ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
的
要
素
の
絶
対
化
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
の
政
治
的
な
部
分
よ
り
、
共
同
体
全
体
の 

力
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な(

労
働
者
の
会
議
と
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
他
の
会
議
と
い
う
か
た
ち
で
の)

社
会
的
管
理

(3) 

の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
個
人
に
対
す
る
権
力
と
し
て
の
国
家
が
そ
の
力
を
弱
め
、

消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
は
疎
外
さ
れ
た
社
会
か
ら
疎
外
の
な
い
社
会
へ
の
魔
術
的
跳
躍
で
は 

な
い
、

と
い
う
事
実
か
ら
、
眼
を
そ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

逆
に
、
社
会
主
義
は
、

や
は
り
あ
る
種
の
疎
外
形
態
を
含
む
新
し
い
歴 

史
的
過
程
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
主
義
の
歴
史
的
意
義
と
使
命
は
、
疎
外
の
増
加
で
は
な
く
、

ま
さ
に
、 

疎
外
の
克
服
で
あ
る
事
実
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。 

ー
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人
間
発
展
の
現
代
の
段
階
で
は
、
特
殊
な
国
は
別
と
し
て
、
社
会
主
義
社
会
は
ま
だ
階
層
秩
序
を
も
つ
社
会
で
あ
る
。

こ
の
事
実 

や
社
会
主
義
の
発
展
形
態
か
ら
み
る
と
、
官
僚
制
は
つ
ね
に
社
会
主
義
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領 

域
に
あ
る
個
々
の
階
層
は
、

よ
り
低
い
水
準
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、

で
き
る
だ
け
独
立
で
あ
ろ
う
と
つ
ね
に
努
め
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
新
し
い
疎
外
形
態
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
傾
向
が
、
社
会
主
義
の
反
対
し
克
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
永
遠
の
過
程 

で
あ
る
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
社
会
主
義
は
、
自
己
管
理
の
形
態
の
発
達
が
、
国
家
主
義
的
、
官
僚
的
傾
向
に
対
し 

て
滲
透
し
、

反
対
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
闘
争
の
な
い
直
線
的
過
程
で
は
な
く
、
真
に
弁
証
法 

的
な
、
矛
盾
を
含
ん
だ
過
程
で
あ
る
。

換
售
す
れ
ば
、
社
会
主
義
が
発
展
し
て
ゆ
く
政
治
形
態
は
、

本
質
的
に
、
特
殊
な
疎
外
形
態 

で
あ
り
、

そ
れ
が
自
己
を
解
消
す
る
傾
向
が
あ
る
と
き
に
の
み
、
完
全
に
積
極
的
な
も
の
、

歴
史
的
に
進
歩
す
る
も
の
と
な
る
の
で 

あ

穹逆
説
的
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
社
会
主
義
的
な
カ
は
、
疎
外
を
克
服
し
た
形
態
と
と
も
に
、

ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な
疎
外
形 

態
に
よ
っ
て
、
疎
外
克
服
の
過
程
を
完
遂
す
る
。

こ
れ
は
、
独
特
な
、

ま
っ
た
く
新
し
い
、
根
源
的
な
、
最
も
人
間
的
な
過
程
で
あ 

り
、
人
類
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
課
題
で
あ
る
。

過
去
の
す
べ
て
の
権
威
は
、
自
分
が
絶
対
的
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
ろ
う
と
努
め
て 

き
た
け
れ
ど
も
、
社
会
主
義
的
権
力
は
、

み
ず
か
ら
を
排
除
す
る
た
め
に
、

そ
の
力
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
哲
学
的
—
社
会
学
的
観
点
か
ら
み
た
社
会
主
義
は
、
前
に
あ
る
人
間
疎
外
形
態
が
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。 

社
会
主
義
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
比
較
的
後
進
国
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
生
産
と
工
業
発
達
の
促
進
が
そ
の
主 

要
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
国
々
で
の
問
題
の
ま
さ
に
一
つ
の
側
面
で
あ
り
、

こ
の
日
常
的
問
題 

と
現
実
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、

よ
り
高
い
形
態
の
人
間
関
係
は
展
開
さ
れ
え
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
問
題
は
、

そ
れ
自
体
、

と
く 

に
社
会
主
義
的
な
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
産
の
増
大
は
同
様
に
資
本
主
義
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
主
義
の 

生
き
生
き
と
し
た
問
題
は
、
社
会
的
関
係
の
領
域
に
見
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

経

済

的•

文
化
的
要
素
の
意
義
を
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
論
外
と
し
て
、

こ

の

よ

う

な

尺

度(

生
産
の
増
大
、

工
業
の

So
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社会主義と疎外の問題

発
展)

は
、
人
間
自
身
に
よ
る
自
己
管
理
と
い
う
徹
底
的
な
社
会
的
変
革
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、

そ
の
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
す 

の
に
失
敗
す
る
、

と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

•

だ
が
、
発
展
の
主
要
な
側
面
に
お
け
る
国
内
的
・
国
際
的
状
況
の
複
雑
さ
と
い
う
点
か
ら
は
、

こ
の
自
己
管
理
の
形
態
で
さ
え
、
 

そ
の
本
質
的
に
疎
外
か
ら
脱
し
た
構
造
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
だ
け
で
完
全
な
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
形
態
が
官
僚
主
義
へ
と
発 

展
し
、
政
治
的
に
優
位
に
た
と
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

さ

ま

ざ

ま

な

形

態

の

排

他

心

と

郷

党

主

義(

こ
れ
も
ま 

た
疎
外
の
形
態
で
あ
る
が)

が
自
己
管
理
の
領
域
に
発
達
し
て
く
る
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
官
僚
主
義
と
郷
党
主
義
と
を
、

す
べ
て 

の
他
の
奇
形
的
な
も
の
と
と
も
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
、
社
会
主
義
の
最
も
進
歩
的
な
カ
の
活
動
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。 

そ
れ
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
、
社
会
主
義
者
と
共
産
主
義
者
の
党
派
や
陣
営
の
努
力
が
も
つ
基
本
的
意
義
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
よ
う 

な
点
に
あ
る
。

疎
外
は
、
社
会
主
義
の
も
と
に
お
い
て
も
、

現
代
の
発
達
し
た
社
会
で
は
一
般
に
類
似
し
て
い
る
社
会
生
活
の
一
定
領
域
で
、

必 

然
的
に
存
続
し
て
い
る
。
社
会
主
義
も
、
商
品
の
生
産
を
こ
れ
ま
で
や
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

こ
れ
か
ら
も
、人
類
の
経

済

的, 

文
化
的
発
展
の
こ
の
段
階
で
は
必
然
的
に
現
わ
れ
る
市
場
、
貨
幣
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
物
神
を
も
撤
廃
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
。 

国
家
や
社
会
で
あ
る
以
上
は
そ
う
し
た
形
態
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
歪
曲
が
発
生
す
る
が
、
社
会
主
義
の
国
家
や
社
会
で
は
そ
の
発
生
を 

抑
制
す
る
き
わ
め
て
強
い
調
停
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
市
場
と
貨
幣
の
不
思
議
な
力
と
地
位
の
階
層
秩
序
は
、

現 

代
人
の
不
安
な
人
格
構
造
に
対
し
て
、
疎
外
効
果
を
確
実
に
現
わ
す
で
あ
ろ
う
。
自
己
中
心
主
義
と
、
公
的
要
素
と
私
的
要
素
へ
の 

人
間
性
の
分
割
、

お
よ
び
、

そ
の
結
果
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
道
徳
的
逸
脱
は
、

そ
れ
が
社
会
主
義
の
も
と
で
さ
え
、
人
間
疎
外 

の
現
わ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

現

代

文

明

の

特

徴

的

現

象

で

あ

る

「
二
重
人
格
」

は
、
社
会
主
義
の
も
と
に
お
け
る
問
題
と 

し
て
も
、
消
滅
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
生
活
水
準
、
名
声
、
あ
る
い
は
た
だ
の
浅
薄
な
楽
し
み
な
ど
の
か
た
ち
で
の
外
的
・
表 

面
的
・
一
時
的
な
も
の
の
効
果
は
、
社
会
主
義
の
時
代
に
お
い
て
も
存
続
す
る
。

現
代
人
の
構
造
と
特
色
は
、
多
く
の
点
で
、

ま
だ 

原
始
的
で
あ
り
、
過
去
か
ら
受
け
継
い
だ
さ
ま
ざ
ま
な
否
定
的
特
質
を
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
か
ら
も
、

ま
っ
た
く
不
安
定
に
と
ど
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ま
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
ひ
と
び
と
は
、
彼
ら
自
身
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
、
社
会
主
義
へ
の
創
造
的
関
係
の
な
か
に
、
真
の
満
足 

を
見
出
し
そ
こ
ね
て
、
自
分
自
身
か
ら
逃
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、

そ
の
生
き
生
き
し
た
満
足
を
、
彼
ら 

自
身
の
外
に
、

つ
ま
り
彼
ら
自
身
の
人
格
と
共
同
体
の
本
質
的
課
題
の
な
か
に
で
は
な
く
外
的
な
偶
然
的
な
こ
と
に
、
感
じ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

社
会
主
義
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、

現
代
の
工
業
生
産
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

労
働
の
専
門
化
と
分
業
化
は
極
端
に
な
り
、

こ
う 

し
て
労
働
者
は
単
調
な
、
非
創
造
的
な
、
退
屈
な
仕
事
を
通
じ
て
疎
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
主
義
の
も
と
で
も
、
 

他
の
場
合
と
同
様
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
緩
和
手
段
が
状
態
を
楽
に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
歴
史
的
解
決
は
、
 

こ
の
よ
う
な
緩
和
手
段
の
な
か
に
は
け
っ
し
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

む
し
ろ
社
会
主
義
を
労
働
の
社
会
的
構
成
、

す
な
わ
ち 

社
会
的
関
係
の
新
し
い
歴
史
的
形
態
と
し
て
特
徴
づ
け
る
方
法
の
な
か
に
見
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

労
働
者
が
労
働
、
生
産
、

企 

画
と
剰
余
労
働
の
分
配
の
全
組
織
へ
と
参
画
す
る
こ
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
の
撤
廃
こ
そ
、

現
代
文
明
の
こ
の
基
本
的 

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
。

し
か
し
労
働
者
の
側
の
自
己
管
理
は
、
賃
労
働
関
係
、

す
な
わ
ち
人
間
を
手
段
に 

す
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
疎
外
さ
れ
た
関
係
を
撤
廃
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
始
ま
る
。
価
値
の
全
体
系
は
、

労
働
者
が
、
道
具
か
ら
社 

会
の
積
極
的
要
素
に
移
行
す
る
と
と
も
に
変
わ
っ
て
く
る
。

し
か
し
、

こ
の
要
素
だ
け
で
は
、
全
問
題
を
解
決
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
人
間
の
自
己
支
配
を
中
心
と
す
る
社
会
を
つ
く
り 

あ
げ
て
ゆ
く
、

た
え
ず
生
成
す
る
過
程
と
と
も
に
、

ま
た
、
人
間
存
在
の
政
治
的
形
態
の
放
棄
を
た
え
ず
強
化
す
る
過
程
と
と
も
に
、 

生
産
諸
力
の
構
造
は
、
人
間
自
身
を
も
含
め
て
、

一
斉
に
変
化
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
と
現
代
科 

学
の
他
の
業
績
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
局
面
は
、

労
働
日
の
極
端
な
短
縮
と
、

つ
い
に
は
肉
体
労
働
と
精
神
労
働
へ
の
現
在
の
よ 

う
な
労
働
の
分
割
の
廃
止
を
も
た
ら
し
、

同
時
に
人
間
自
由
の
範
囲
を
、
社
会
関
係
の
変
化
と
と
も
に
、
拡
張
す
る
で
あ
ろ
う
。 

け
れ
ど
も
、

さ
ら
に
ま
た
、

こ

の

「
自
由
な
時
間
」
が
創
造
的
に
使
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
も
う
一
つ
の
先
決
問
題
が
出 

現
す
る
で
あ
ろ
う
。
新

し

い

「
多
元
文
化
的
」

な
批
判
的
な
、
歴
史
的
に
責
任
を
も
つ
人
格
は
、
家
族
と
か
種
族
と
か
国
家
に
局
限
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社会主義と疎外の問題

さ
れ
な
い
地
平
で
の
人
格
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
人
格
は
、
歴
史
と
の
一
致
を
会
得
す
る
の
に
、
媒
介
者
と
か
、
疎
外
さ
れ 

た
形
態
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
完
全
な
社
会
主
義
的
改
革
が
な
さ
れ
る
時
期
は
、
全
面
的
に
歴
史
を
そ
の 

人
格
的
創
造
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
新
し
い
人
格
が
発
展
す
る
時
期
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
社
会
主
義
の
存
在
と
目
的
を
説
明 

す
る
た
め
に
は
、
超
越
の
思
想
は
必
要
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
再
び
疎
外
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
問
題
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ブ
ル 

ジ
ョ
ア
社
会
は
、

そ
れ
自
体
疎
外
さ
れ
た
社
会
と
し
て
、
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
疎
外
は
、

む
し
ろ
社
会
主
義
の
中
心
的
問
題 

と
な
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
社
会
主
義
は
、

そ
れ
が
疎
外
を
克
服
し
、
排
除
す
る
状
況
の
も
と
に
お
い
て
の
み
、
存
在
し
、
 

発
展
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

〔
弘

睦

夫

訳

〕 

(
1
)

「
国
家
」(

s
t
a
t
e
)

と
い
う
言
葉
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
感
覚
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、

他
の
者
に
対
し
て
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
つ 

て
、
あ
る
階
級
、
ま
た
は
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
奉
仕
す
る
、
特
定
の
組
織
的
ま
と
ま
り
と
機
構
を
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
も
、
 

国
家
の
概
念
は
多
く
の
他
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

(2)
 

私

は

こ

の

「
完

成

さ

れ

た

社

会

主

義

」
と

い

う

テ

ー

ゼ

に

つ

い

て

の

批

判

を

、

論

文

集
:

N
a
p
e
I

963)  
所

収

の

こM
a
r
g
i
n
a
H
a
o
n

 H
u
m
a
n
i
s
m
こ

と

い

う

私

の

論

文

で

お

こ

な

っ

た

。

(3)
 

こ
れ
ら
の
管
理
形
態
は
、

ユ

ー

ゴ

の

用

語

で

の

「
社

会

の

自

己

管

理

」
と
し

て

知

ら

れ

、

ユ
ー
ゴ

社

会

の

特

徴

で

あ

る

さ

ま

ざ

ま

の

特

殊 

な

形
態
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

国

家

の

廃

棄

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

の

議

論

が

し

ば

し

ば

な

さ

れ

る

こ

と

は

、

た
だ
、

問
題
の
本
質
が
理
解
さ
れ
て 

い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
、

役
立
つ

だ

け

で

あ

る

。

国

家

は

、

経

済

と

文

化

の

領

域

で

の

多

く

の

き

わ

め

て

重

要

な

機

能

と

関

連

し

て

、
廃
棄 

可
能
な
の
で
あ
り
、

そ
し
て
、

一
定
の
潇

形
態

の

排

除

も

、

可

能

な

の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、

社

会

主

義

社

会

と

い

え

ど

も

、

国

際
的
対
立 

が
解
消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

軍

備

の

縮

減

な

い

し

廃

棄

は

で

き

な

い

。

し

た
が
っ
て
、
社

会

主

義

は

、

共

存

と

完

全

軍

縮

を

追

求

す

る

闘

争

の

、

最 

前
線
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と

い

う

の

も

、

こ

の

歴

史

的

ア

ナ

ク

ロ

二

ズ

ム(

軍

隊

の
存
在)

を

撤

廃

す

る

こ

と

は

、

人

間

が
長
足
の
発
展
を
示
し 

た
こ
と
を
音
心
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

(4)
 

私

は

、

ユ
ー
ゴ

に

お

け
る
社
会
主
義
が
、

ま

さ

に

こ

の

よ

う

に

発

展

し

て

き

た

し

、

ま
た
、

す

で

に

多

く

の

歴

史

的

体

験

が

、
労
働
者
お 

よ
び
社
会
の
自
己
管
理
の
基
盤
の
上
に
、
蓄

積

さ

れ

て

き

て

い

る

こ

と

を

指

摘

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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疎
外
、

マ
ル
ク
ス
主
義
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
か
ら

オ
ス
カ
ー•

シ
ャ
ツ
ッ 

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ロ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ン
タ1

 

O
s
k
a
r

 S
c
h
a
t
z

は
、

ー
九
五
九
年
以
来
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
放
送
協

会

ザ

ル

ツ

ブ

ル

グ 

放

送

局

科

学

部

長

で

あ

り

、

オ

ー

ス

ト

リ

ア

や

そ

の

他

の

国

の

新

聞

に

自

由

契

約

を

結

ん

で 

い

る

政

治

評

論

家

で

あ

る

〇

彼

は

一

九

二

四

年

に

ザ

ル

ツ

ブ

ル

ク

に

生

ま

れ

、

ー
九
四
二
年
、
 

ザ

ル

ツ

ブ

ル

ク

実

科

高

等

学

校

を

卒

業

、

そ
の
後
、

兵

役

に

服

し

、

二
年
間
、

イ
ギ
リ
ス
の 

捕

虜

と

な

る

。

戦
後

、

ウ

ィ

ー

ン

大

学

で

自

然

科

学

を

勉

強

、

そ
れ

か

ら

、

イ
ン
ス
ブ
ル
ッ 

ク
大
学
で
法
律
学

と

政

治

学

を

学

ん

だ

。

次

に

、

ザ

ル

ツ

ブ

ル

ク

の

哲

学

研

究

所

で

、

と
く 

り 

に

自

然

法

と

行

政

法

に

関

心

を

も

ち

、

法

学

博

士

号

を

と

っ

た

。

ー
九
六
一
年
か
ら
一
九
六 

三
年

ま

で

、E

・F
 
・
ヴ
ィ
ン
タ
ー
教
授
指
導
の
も
と
に
、

ザ

ル

ツ

ブ

ル

ク

の

東

方

研

究

所 

で

の

マ

ル

ク

ス

主

義

セ

ミ

ナ

ー

に

参

加

。

現

在

、

マ
ル
ク
ス
の
初
期
著
作
に
お
け
る
疎
外
に 

つ
い
て
、
論

文

を

準

備

中

で

あ

る

。

E
r
n
s
t

 F
l
o
r
i
a
n

 W
i
n
t
e
r

は
、

有

名

な

カ

ト

リ

ッ

ク

社

会

学

者

エ

ル

ン

ス

ト

・

カ

ー 

ル
・

ヴ

ィ

ン

タ

ー

博

士

の

長

男

と

し

て

、

ウ

ィ

ー

ン

で

生

ま

れ

た

。

彼

は

、

ー
九
三
八
年
、
 

オ

ー

ス

ト

リ

ア

・

ド

イ

ツ

合

併

の

後

、

ア
メ

リ

カ

に

移

住

し

、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
、

文

学 

士
、

文

学

修

士

、

文

学

博

士

を

受

け

、
ミ
シ

ガ

ン

大

学

で

日

本

学

を

研

究

し

た

。

『
ク

ロ

ス

・ 

カ

レ

ン
ト
誌
』

の

共

同

創

始

者

で

あ

り

、

前

共

同

編

集

者

で

あ

り

、

ま

た

い

ろ

い

ろ

の

論

説
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誌
に

寄
稿

し

て

い

る

。

著

作

中

、

主

要

な

も

の

は

、

わ

け

て

も

『
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
・
起 

源
、

内
容

、

前

途

』
•

『
中

立

性

の

政

治

学

』

で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
社
会
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、

さ
ら
に
両
者
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、

こ
ん
に
ち
、
正
し 

い
関
心
を
よ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
謙
虚
に
い
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
観
点
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
二 

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
を
み
た
場
合
、

そ
れ
は
現
代
の
討
論
に
い
か
な
る
エ貝
献
を
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
。 

人

間

の

「
疎
外
」

に
対
す
る
関
心
は
、
社
会
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
い
だ
を
つ
な 

ぐ
、
最
も
効
果
的
な
き#

な
で
あ
る
よ
う
だ
。

現
象
を
真
剣
に
分
析
す
る
場
合
、

つ

ね

に

「
人
間
」

は
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
行 

動
に
関
し
て
そ
れ
自
身
完
全
な
概
念
で
あ
る
「
疎
外
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
出
会
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

人
間
は
自
己
実
現
の
過
程
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
と
い
う
言
葉
は
、

カ

ー

ル

・
マ
ル
ク
ス
の
革
命
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
部
で
あ
る
。 

マ
ル
ク
ス
以
後
百
年
以
上
た
っ
て
、
疎
外
は
そ
の
強
烈
な
現
実
性
を
何
一
つ
と
し
て
失
っ
て
は
い
な
い
。
実
際
に
そ
れ
は
世
界
的
現 

象
と
な
っ
た
。

ル
ソ
ー
、

フ
ィ
と
テ
、

シ
ェ
リ
ン
グ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
人
間
疎
外
の
問
題
は
、
概
念
的
、
分
析
的
に
は
じ
ま 

っ
た
が
、
そ
れ
を
現
代
的
な
規
模
で
具
体
的
に
分
析
し
、

ま
た
、

そ
れ
に
対
す
る
治
療
法
を
提
供
し
た
の
は
、

主
と
し
て
、

そ
し
て 

逆
説
的
に
い
っ
て
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
意
見
で
あ
っ
て
、
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
反
省
的
思
索
や
、 

愛
と
よ
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
的
な
証
で
は
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
産
業
社
会
の
人
間
全
体
の
決
定
的
な
問
題
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
疎
外
の
現
象
を
、
彼
の
同
時
代
人
の
だ
れ
よ
り 

も
明
瞭
に
認
識
し
た
。

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
認
識
は
、

ま
ず
第
一
に
、

ヘ
ー
グ
ル
の
明
白
に
抽
象
的•

観
念
的
な
疎
外
の
理
論
へ
の
激 

し
い
批
判
に
は
じ
ま
る
。

し
か
し
次
に
は
、

こ
の
分
析
と
批
判
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
は
彼
自
身
の
概
念
化
に
達
し
、

そ
し
て
、

具
体
的
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に
人
間
疎
外
の
現
実
的
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、

ユI

ト
ビ
ア
を
提
出
し
た
。

〔
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
〕

に
も
か
か
わ
ら
ず 

理
論
的
で
あ
っ
た
そ
の
結
論
は
、

マ
ル
ク
ス
の
占
め
る
位
置
の
個
人
的
偉
大
さ
と
同
時
に
、

そ
の
悲
劇
を
も
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に 

加
え
て
、
彼
の
疎
外
の
解
決
方
法
は
、

ひ
き
つ
づ
い
て
進
化
し
て
き
た
疎
外
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
と
っ
て
、
非
常
に
意
味
深
長
な 

も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
疎
外
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

い
ま
や
、

た
ん
に
主
観
的
な
、
任
意
な
、

そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
疑
わ
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
«>
る
。

こ
の
疑
い
は
、
主

と

し

て

疎

外

を

「
止
揚
す
る
」
>110I
以111I
巴

行

為

に

向

け

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

す
な
わ
ち
、

プ
ロ
レ
タ 

リ
ア
の
独
裁
、
階
級
闘
争
の
暴
力
、
共
産
主
義
社
会
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
が
疎
外
の
問
題
の
最
終
的
解
決
を
期
待
し
た
事
柄
に
、
疑 

い
が
集
中
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
彼
の
疎
外
概
念
の
特
徴
で
あ
る
総
体
性
の
観
点
か
ら
、

必
然
的
に
そ
の
止
揚
の
仕
方
も 

総
体
的
性
格
を
要
求
す
る
と
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
疎
外
は
全
体
的
に
止
揚
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
全
体
的
、 

創
造
的
自
由
が
実
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
疎
外
が
、

た
ん
に
持
続
し
て
き
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

マ
ル
ク
ス 

主
義
的
社
会
主
義
に
と
っ
て
は
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
強
烈
さ
を
も
っ
て
現
わ
れ
、

よ
り
人
間
的
な
も
の
、
人
間
性
、
社
会
主 

義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
深
い
切
望
が
抱
か
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
事
柄
の
根
本
的
再
考
を
促
す
こ
と
に
な
つ 

た
。

マ
ル
ク
ス
が
非
常
に
情
熱
的
に
望
ん
だ
〔
疎
外

の

〕
解
決
は
、

そ

の

ラ

デ

ィ

カ

リ

ズ

ム

〔
根
本
的
改
革
主
義
、
急
進
主
義
〕

に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、

そ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
ゆ
え
に
、

お
そ
ら
く
十
分
に
な
さ
れ
ず
、
現
象
の
周
辺
に
と
ど
ま
っ
た
の 

で
あ
る
。

そ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、

十

分

に

言

葉

の

本

来

の

景

に

お

け

る

ラ

デ

ィ

カ

ル

〔
根
本
的
〕

で
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う 

に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
疎
外
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
理
論
は
、
人
間
の
社
会
的
か
か
わ
り
あ
い
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
最
も 

内
奥
的
な
人
間
学
的
範
囲
に
ま
で
突
き
抜
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

マ
ル
ク
ス
の
現
実
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
必
要
な
改
訂
が
要
求
さ
れ
る
が
、

そ
れ
を
な
す
の
は
誇
張
さ
れ 

た
実
証
主
義
的
社
会
学-
-

そ
れ
は
人
間
を
人
間
学
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
学
に
は
る
か
に
遅
れ 

て
い
る!

(

で
は
な
く
、

む
し
ろ
ヒ
ュI

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
哲
学
的
人
間
学
——

そ
れ
は
人
間
疎
外
の
問
題
を
、
人
間
の
生
き
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た
理
論
化
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
と
し
て
、
明
白
に
含
ん
で
い
る!
—

で
あ
る
。

さ
ら
に
、

こ
の
人
間
の
存
在
と
性
質
に
つ 

い
て
の
新
し
い
、

そ
し
て
よ
り
深
い
反
省
が
ひ
と
た
び
起
こ
さ
れ
る
や
、

そ
の
上
に
な
お
、
人
間
の
存
在
を
危
く
し
、
人
間
を
自
己 

の
労
働
、
外
部
の
世
界
、
同
胞
か
ら
、

そ
し
て
自
己
自
身
か
ら
も
费

し
よ
う
と
す
る
状
況
、

つ
ま
り
近
代
的
人
間
自
身
に
よ
っ
て 

お
か
れ
た
具
体
的
な
状
況
を
研
究
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
、

現
代
に
お
い
て
は
、

も
は
や
、
疎
外
と
い
う 

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
真
剣
な
認
識
な
し
に
は
、
有
力
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

エ
ー
リ
ッ

(1) 

ヒ
・
テ
ィ
ー
ル
が
注
意
し
た
よ
う
に
、
す

で

に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
語
彙
」

の
一
部
と
な
っ
た
疎
外
と
い
う
現
象
を
明
ら
か
に
し
、
 

そ
れ
を
包
括
し
、

そ
れ
に
精
通
せ
ん
が
た
め
に
、

キ
リ
ス
ト
教
は
よ
り
必
要
で
あ
り
、

よ
り
重
要
で
さ
え
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
最
後 

に
、
次
の
よ
う
な
共
通
の
観
察
を
つ
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
疎
外
さ
れ
た
人
間
」

と
い
う
現
象
は
、

も
は
や
高
度 

に
工
業
化
さ
れ
た.
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
ロ
か
ら
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
ま
で
の
広
が
り
を
も
つ
西
洋
世
界
の
資
本
主
義
諸
国
、
 

な
ら
び
に 

社
会
主
義
諸
国
に
制
限
さ
れ
ず
、
非

ヨ

ー

ロ"

パ
世
界
で
も
、
近
代
の
技
術
文
明
の
衝
撃
が
到
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
実
際
に
広 

が
っ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
、

も
は
や
、

い

わ

ゆ

る

「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
」
、
あ

る

い

は

「
西 

欧
人
」
、
あ

る

い

は

「
資
本
主
義
の
」
、
あ

る

い

は

「
社
会
主
義
の
」
問
題
で
は
な
く
て
、
全
世
界
の
、
す
べ
て
の
人
間
の
問
題
で
あ 

る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
れ
は
で
き
る
だ
け
十
分
に
、

そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
偏
見
な
し
に
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
、

「
疎

外

」

に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
い
う
こ 

と
で
は
け
っ
し
て
な
く
、

マ
ル
ク
ス
の
誠
実
な
洞
察
は
あ
ま
り
に
も
外
面
的
に
す
ぎ
、
決
定
的
な
説
明
を
提
供
し
な
い
と
い
う
こ
と 

な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
適
切
に
い
え
ば
、

マ
ル
ク
ス
の
洞
察
は
、

現
在
の
す
べ
て
の
社
会
現
象
が
変
化
す
る
の
と
同
様
に
変
化
と
修 

正
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
最
近
、

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ
ー
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
特
徴
的 

に
示
し
た
。
す

な

わ

ち

「
現
代
に
お
け
る
疎
外
は
、

近
代
社
会
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
対
す
る
戦
い
、
階
級
闘
争
に
対
す
る
戦
い
を
通 

じ
て
も
つ
に
い
た
っ
た
、

ま
さ
に
近
代
社
会
の
特
性
、

す
な
わ
ち
、

円
滑
に
組
織
が
動
く
た
め
の
高
度
の
機
構
、

そ
し
て
合
理
的
区 

画
化
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
。
疎
外
さ
れ
た
人
間
と
い
う
図
式
を
も
っ
て
、
…
…
管
理
さ
れ
た
世
界
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
社
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会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
個
々
人
と
い
う
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
。

人
間
は
諸
機
能
の
維
持
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

か
く
し
て
、 

疎
外
さ
れ
た
人
間
と
は
、

ま

た

「
外
部
志
向
型
の
」
人

間(
D
 
•

リ
ー
ス
マ
ン)

と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、

と
く
に
実
存
的
説
明
で 

は
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
疎
外
と
は
名
前
だ
け
し
か
共
通
点
が
な
い 

こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
疎
外
を
、
具
体
的
な
、
個
人
的
な
人
間
存
在
に
適
用
し
た
。

し
か
し
彼
は
こ
の
個
体
を 

「
類
的
本
質
」(

G
a
t
t
u
n
g
s
w
e
s
e
n
)

と
し
て
厳
密
に
定
義
す
る
。
個
人
と
直
接
に
関
係
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
疎
外
と
は
、
彼
に 

と
っ
て
は
類
と
し
て
の
人
間
内
部
に
お
け
る
過
程
で
あ
り
現
象
で
あ
っ
た
。

こ
の
考
え
方
に
反
対
す
る
実
存
主
義
者
の
疎
外
理
論
は
、 

個
性
の
み
な
ら
ず
各
個
人
の
実
存
の
唯
一
性
、

単
独
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
人
間
の
社
会
化
」(

M
g
s
c
i
c
h
e

 v
e
r
—  

顏

e
l
l
s
c
h
a
f
t
u
n

巴 

の
す
べ
て
の
形
式
に
原
理
的
に
対
立
さ
ぜ
る
を
え
な
い
。 

マ
ル
ク
ス
は
疎
外
の
原
因
を
、

む
し
ろ
人
間
の
社
会
化
の
程
度
が
あ
ま
り
に
も
低
す
ぎ
る
こ
と
の
方
に
あ
る
と
考
え
た
。

そ
れ
ゆ 

え
に
、
そ

の

救

済

を

将

来

の

「
社
会
化
さ
れ
た
人
間
」

に
期
待
し
た
。

一
方
、
疎
外
に
つ
い
て
の
実
存
主
義
の
考
え
で
は
、

全
体
的 

に
社
会
化
さ
れ
た
人
間
は
、
人
間
の
性
質
を
全
体
的
に
失
っ
た
も
の
と
等
し
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
反
対
の
極
へ
の
可
能

(3)

性
を
考
慮
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ブ
レ
ス
ナ
ー
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
自
由
と
個
性
を
内
的
に
求
め
ん
と
す
る 

実
存
主
義
の
ア
ピ
ー

ル
は
、

マ
ル
ク
ス
の
終
末
論!

!

そ

れ

は

人

間

の

自

我

実

現

を

前

史

〔
共
産
主
義
社
会
以
前
の
歴
史
〕

の
終
り 

に
お
く
か
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
的
組
織
に
お
い
て
は
疎
外
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
定
言
的
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が 

-
-

が
与
え
る
の
と
同
じ
程
度
の
衝
撃
を
、
外
的
に
疎
外
さ
れ
た
、

た

だ

の

物

に

な

り

つ

つ

あ

るc
v
e
r
d
i
n
g
H
c
h
u
n
g
)

人
間
の
過 

程
に
与
え
る̂

と
こ
ろ
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、

具
体
的
な
、
現
に
苦
し
ん
だ
り
希
望
し
た
り
し
て
い
る
人
間
は
、
控
え
目
に
人
間
性 

の
主
張
を
す
る
こ
と
も
な
く
退
け
ら
れ
て
、

現
実
性
を
も
た
ず
、

ど
こ
か
ほ
か
の
場
所
に
お
き
違
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〇
わ 

れ
わ
れ
の
場
合
は
、
厳
密
に
い
っ
て
、
人
類
の
な
か
に
埋
め
ら
れ
た
具
体
的
な
人
間
に
対
す
る
、

こ
の
関
心
で
あ
る
。
疎
外
と
い
う 

カ
テ
ゴ
リ-
-
-

そ
れ
は
社
会
政
策
的
秩
序
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
探
究
を
、
人
間
の
背
た
け
に
し
た
が
っ
て
す
す
め
る
こ
と
の
で

88

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967
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き
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
の
ぞ
い
た
カ
テ
ゴ
リ
—
で
あ
る
が-
-

を
わ
れ
わ
れ
が
強
く
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
の
は
、
右
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
具
体
的
な
人
間
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、

二
章
で
歴
史
的
な
疎
外
の
概
念
を
分
析
し
、

三
章
で
は
可
能
な
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教 

的
見
解
を
示
そ
う
と
す
る
。

n

現
在
、
人
間
理
解
の
た
め
の
探
究
、
人
間
の
状
況
を
解
明
す
る
た
め
の
努
力
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
に
、 

わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
疎
外
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
徹
底
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
疎
外
と
い
う
カ
テ
ゴ 

リ
ー
は
、
私
的
な
意
味
は
多
少
と
も
含
ん
で
お
ら
ず
、

「
社
会
的
現
実
な
ら
び
に
現
代
の
状
況
を
叙
述
す
る
に
は
不
可
欠
の
現
実
の 

カ
テ
ゴ
リ
ー
」

と
し
て
示
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
純
粋
な
内
面
性
と
い
う
想
像
的
空
間
を
示
す
も
の
で
も
な 

く
、

主
体
の
欠
け
た
量
的
外
部
の
世
界
—！

そ
こ
で
は
疎
外
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
無
意
味
に
な
る
だ
ろ
う!

!

に
関
係
す
る
の
で 

も
な
い
。

こ
の
こ
と
は
疎
外
と
い
う
概
念
の
創
始
者
た
ち
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
も
し
人
間
が
世
界
と
同
一
で
あ 

る
、

ま

た

人

間

の

生

命(

こ
れ
は
ま
た
中
心
的
内
面
性
を
示
す)

と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
内
部
と
外
部
は 

お
互
い
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

『
精
神
現
象
学
』

の
有
名
な
序
文
の
な
か
で
、
精
神
の
カ
は
た
だ
そ
の
現
わ 

れ
と
同
じ
大
き
さ
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
精
神
は
そ
の
外
的
な
現
わ
れ
へ
と
展
開
さ
れ
る
が
、

こ
の
展
開
さ
れ
る
過 

程
が
、

す
で
に
疎
外
の
可
能
性
、

現
実
性
す
ら
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
疎
外
と
は
主
観
的
、
あ
る
い
は
客
観
的
精
神
の
特
殊
な
形
式
に
、

す
な
わ
ち
、
国
家
、
宗
教
、
経
済
状
態
に
関
係
し
な 

い
。

む
し
ろ
、
疎
外
の
可
能
性
は
、
人
間
が
、
能
動
的
に
せ
よ
受
動
的
に
せ
よ
、
自
我
の
自
己
同
一
性
を
、

こ
の
世
界
か
ら
自
己
を 

区
別
す
る
こ
と
に
お
い
て
見
出
さ
ん
が
た
め
に
、
自
己
を
と
り
ま
く
客
観
的
な
世
界
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
。
現
代
の
文
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化
人
類
学
者
は
、

こ
の
継
続
的
な
自
己
同
一
化
が
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
性
質
そ
の
も
の
に
、

ど 

の
よ
う
に
し
て
定
着
し
た
か
を
説
明
し
て
い
る
。
動
物
は
一
定
の
生
物
学
的
な
環
境
を
選
ん
で
、

そ
の
環
境
に
お
い
て
、

〔
彼
ら
と
〕 

等
質
な
自
然
へ
没
入
し
、
溶
け
こ
む
。
人
間
は
、
動
物
と
違
っ
て
、
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
、
自
己
の
本
来
的
な
調
和
と 

統
一
を
と
り
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

つ
ね
に
そ
れ
に
完
全
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
の
本
来
的
な
、
有
機
的
に
備 

え
ら
れ
た
自
然
以
外
に
、
彼
に
と
っ
て
は
一
種
の
第
二
の
自
然
と
な
る
人
工
的
な
人
間
の
つ
く
っ
た
環
境
を
も
ち
、

こ
れ
を
も
っ
て 

人
間
は
自
己
の
本
性
を
と
り
か
こ
み
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
来
的
調
和
と
統
一
を
と
り
も
ど
す
。

こ
の
具
体
的
な
環
境
に 

対
す
る
も
っ
ぱ
ら
不
定
な
関
係
が
、
人
間
を
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
開
か
れ
た
、
普
遍
的 

な
、
歴
史
的
な
、

し
か
し
ま
た
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
、
自
己
実
現
の
過
程
に
お
い
て
自
己
を
見
失
う
可
能
性
を
も
つ
存
在|

 

い
い
か
え
れ
ば
、
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
有
機
的
自
然
に
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
過
程
を
可
能
性
と
し
て
も
つ
存
在
で
あ
る
。
動 

物
は
、

つ
ね
に
現
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
自
己
を
疎
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
反
し
て
、 

人
間
は
意
識
と
自
己
意
識
を
も
ち
、
自
己
の
存
在
を
仲
間
た
ち
に
対
し
て
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
め
、

こ
の
よ
う
に
し
て 

自
己
同
一
性
を
発
見
す
る
か
ら
、
自
己
を
疎
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
先
験
的
哲
学
の
立
場
か
ら
い
点
ば
知
覚
の
段
階
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
覚
は
、

そ
の
絶
対
的
形
式
に
お
い
て
は
、

ド
イ
ツ 

観
念
論
に
お
い
て
も
、
近
代
の
疎
外
理
論
の
始
ま
り
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
右
に
述
べ
た
人
間
の

第

二

の

自

然

を

「
文
化
」

と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
人

間

の

疎

外

は

本

質

的

に

「
文
明
」

と
関 

係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
文
明
が
社
会
的
現
象
で
あ
る
以
上
、
景

も

ま

た

、
結
局
に
お
い
て
、

人
間
の
社
会
学
に
関 

係
す
る
。
文
化
と
文
明
、
共
同
体
と
社
会
生
活
と
い
う
ま
っ
た
く
非
有
機
的
、
人
為
的
世
界
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
疎
外
を
す
ぐ 

れ
て
社
会
的
な
状
況
と
し
て
敍
述
す
る
。

ル
ソ
ー
は
そ
の
重
要
性
を
表
明
し
た
最
初
の
人
で
あ
つ
*?) 

文
化
と
社
会
に
つ
い
て
の
ル
ソ
ー
の
批
判
は
、
疎
外
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
—
に
関
連
し
て
、

二
つ
の
点
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
の
点 

に
つ
い
て
。
文
化
と
は
、
人
間
の
態
度
を
束
縛
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
行
動
諸
様
式
の
体
系
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
動
の
様
式
と
基

9〇
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準
の
圧
制
の
も
と
に
自
分
の
生
活
を
委
ね
た
人
間
は
、
も
は
や
自
己
自
身
で
は
な
い
。
彼
は
、
自
分
自
身
で
決
定
し
て
生
活
を
送
る 

の
で
は
な
く
、
外
的
に
決
定
さ
れ
て
生
活
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

た
と
え
文
化
的
、
社
会
的
環
境
を
決
定
す
る
人
間
の
生
活
が
、 

人
間
の
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
疎
外
は
他
律
と
同
義
語
と
な
る
。

こ
う
し
て
、
疎
外
の
克
服
は
、
人
間
に
立
ち
向 

か
っ
て
く
る
外
的
法
則
を
、

理
性
の
自
然
法
と
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
う
る
。
現
実
は
理
性
的
に
な
ら
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

ル
ソ
ー
の
疎
外
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
永
遠
の
還
帰
の
神
話
で
は
な
く
て
、
革
命
の
神
話
で
あ
り
、

そ
れ
は
マ 

ル
ク
ス
主
義
の
本
質
的
テ
ー
マ
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
が
つ
ね
に
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

そ
の
逆
で
は
な 

い
以
上
は
、

こ
の
社
会
的
存
在
は
理
性
的
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
は
じ
め
て
、

史
的
唯
物
論
の
こ
の
公
理
は
、

理

〈6)

性
の
理
性
自
身
に
よ
る
決
定
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
。
自
然
の
原
始
的
状
態
に
生
活
し
て
い
る
人
間
は
、
も
と
の
ま
ま
の
状
態
の
人
間
で
あ
る
。
存
在
と
外
見
は 

彼
の
存
在
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
人
間
は
自
己
自
身
と
和
解
し
て
い
る
。

一
方
、
社
会
的
人
間
は
こ
の
原
始
的
な
調
和
を
失
っ 

て
し
ま
っ
た
。
彼
は
つ
ね
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
あ 

い
だ
に
断
絶
が
存
在
す
る
。

こ
の
決
裂
は
、

わ
れ
わ
れ
の
現
代
と
い
う
時
代
の
不
幸
と
困
難
の
き
ざ
し
で
あ
る
。 

ル
ソ
ー
の
深
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、

一
ハ
世
紀
初
頭
の
進
歩
の
観
念
に
た
っ
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
は
正
反
対
の
、
新
し
い
生
活
感 

情
を
示
す
。

そ
れ
は
非
常
に
暗
い
不
幸
な
意
識
で
あ
り
、

も
は
や
時
間
の
経
過
を
確
認
す
る
こ
と
な
し
に
、

自
分
の
時
代
を
、
衰
退 

し
、
混
乱
し
、
絶
対
的
に
堕
落
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

た
だ
自
然
状
態
と
照
し
あ
わ
せ
て
み
て
対
照
的
に
の
み
理
解
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
は
、
歴
史
の
新
し
い
理
解
の
根
が
あ
る
。

そ
れ
は
結
果
と
し
て
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、

ヘ
ル
ダI

、

そ
し
て
シ 

ラ
ー
の
古
典
的
ド
イ
ツ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
、ス
ム
に
影
響
を
与
え
る
に
い
た
る̂
 

レ
ッ
シ
ン
グ
ら
最
高
の
精
神
の
持
主
た
ち
が
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
時
代
を
劃
す
る
事
件
を
歓
迎
し
た
と
き
の
、

白
熱
す
る
よ 

う
な
熱
狂
の
背
景
に
は
、
右
の
、

か
の
時
代
に
対
す
る
特
殊
な
感
情
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
写
真
の
ネ
ガ
の
よ
う
に
鋭
敏
に
、

時
代 

が
腐
敗
し
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
と
る
こ
の
感
覚
は
、
人

間

の

究

極

的

な

「
実
現
」
と

「
回
復
」

と
い
う
、

ま
す
ま
す
情
熱
的

9エ
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な
要
求
を
写
し
と
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
要
求
は
、
第
一
に
、
人
間
の
自
由
を
実
現
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
理
解
さ
れ
た
。 

失
わ
れ
、
そ
し
て
と
り
も
ど
さ
れ
る
自
由
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
な
か
に
、
抽
象
的
な
形
式
で
は
あ
る
け
れ
ど
、

現
代
の
疎 

外
理
論
の
核
心
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、

そ
の
完
全
に
観
念
論
的
な
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ル
ク
ス
、

フ
ロ
イ
ト
、

両
者
の 

自

然

主

義

的

な

〔疎

外

〕
理
論
の
基
礎
と
な
る
。

こ
の
二
人
の
理
論
は
、

と
も
に
、

主
と
し
て
人
間
の
生
産
力
が
生
産
し
対
象
化
し 

た
盲
目
的
な
諸
力
の
決
定
論
か
ら
、
人
間
を
自
由
に
す
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
力
が
、
自
然
法
則
が
も
つ
よ
う
な 

力
強
さ
と
効
力
を
も
っ
て
、

現
在
の
経
済
的
条
件
の
な
か
で
作
用
す
る
の
か
〔
マ
ル
ク
ス
の
立
場
〕
、

無
意
識
な
流
れ
の
な
か
で
作 

用

す

る

の

か

〔
フ
ロ
イ
ト
の
立
場
〕
、

と
い
う
こ
と
は
従
属
的
な
問
題
と
な
る
。

決
定
的
な
こ
と
は
、
人
間
は
決
定
的
な
要
素
と
し 

て
の
経
済
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
な
下
部
構
造
を
、

理
性
に
か
な
っ
た
も
の
に
す
る
と
き
に
の
み
、

再
び
自
己
の
自
我
の
支
配
者
と 

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
自
由
の
他
の
い
か
な
る
形
式
も
幻
影
で
あ
る
。
意
識
に
よ
る
存
在
の
支
配
も
誤
っ
て 

い
る
。

そ
れ
は
真
の
関
係
が
現
わ
れ
う
る
前
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
自
由
に
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ 

の
公
式
と
、
意
識
さ
れ
た
必
然
性
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
の
定
義
の
あ
い
だ
に
あ
る
根
源
的
な
類
似
性
は
、

マ
ル 

ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
自
然
主
義
的
、
唯
物
論
的
出
発
点
に
よ
っ
て
は
変
え
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
、

フ
ロ
イ
ト
の
場 

合
で
も
、
唯
物
論
的
定
立
は
、

そ
の
否
定
に
お
い
て
の
み
真
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

「
観
念
論
」

「
唯
物

論

」

と
い
う
習
慣
的 

な
レ
ッ
テ
ル
は
、
人
間
の
内
部
に
あ
る
理
想
は
直
接
の
主
体
と
し
て
客
観
化
さ
れ
る
と
考
え
る
「
実
体
的
観
念
論
」

の
立
場
か
ら
は 

適
切
で
は
な
い
。

シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
抽
象
的
な
発
展
に
よ
り
具
体
性
を
与
え
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
精
神
と
は
、

自
己 

の
外
界
を
、
自
己
の
内
部
か
ら
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
産
す
る
。

そ
れ
は
弁
証
法
的
な
反
定
立
を
止
揚
し
て
、
外 

界
を
新
し
い
同
一
性
へ
と
再
整
理
し
な
お
さ
ん
が
た
め
で
あ
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
運
動
を
「
同
一
性
と
非
同
一
性
の
同
一
性
」

と 

定
義
し
た
。

こ
の
過
程
は
、
多
く
の
具
体
的
否
定
と
再
整
理
の
な
か
で
生
じ
、

い
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
富
の
歴
史
的
構
造
を
証
言
す
る
。 

こ

こ

に

「
主
観
的
精
神
」

か

ら

「
客
観
的
精
神
」

へ
の
転
移
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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デ
カ
ル
ト
以
来
、

思
惟
は
ま
す
ま
す
客
観
的
世
界
か
ら
主
観
的
世
界
へ
と
方
向
転
換
し
て
き
た
。

ヒ
ュ
ー
厶
の
因
果
性
の
原
理
の 

否
定
、

カ
ン
ト
の
批
判
主
義
の
強
調
は
、
意
識
を
世
界
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
促
し
た
。

そ
れ
に
反
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
、 

「
主
観
的
精
神
」
を
空
虚
な
形
式
主
義
か
ら
解
放
し
、

た
ん
な
る
自
己
確
信
か
ら
客
観
的
世
界
に
つ
れ
も
ど
す
努
力
を
し
た
。
彼
は
、 

人
間
が
、
自
己
自
身
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
、
強
い
て
自
己
自
身
を
手
放
す
こ
と
を
、

自
己
自
身
を
疎
外
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。 

ヘ

ー

ゲ

ル

の

『
現
象
学
』

は
、
疎
外
が
否
定
的
契
機
を
構
成
す
る
弁
証
法
的
過
程
の
中
心
思
想
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
定
立
の 

否
定
で
あ
る
が
、
絶
対
的
否
定
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
否
定
の
否
定
に
お
い
て
そ
れ
は
止
揚
さ
れ
、

よ
り
高
い
綜
合
の
な
か
で 

維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
疎
外
は
原
動
力
と
な
り
、
精
神
の
こ
の
強
力
な
新
時
代
の
生
き
た
脈
動
と
な
る
。 

マ
ル
ク
ス
は
、

『
パ
リ
草
稿
』

で
、

『
現
象
学
』

に
直
接
頼
っ
て
い
る
が
、
彼
の
出
発
点
は
完
全
に
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ 

は
絶
対
的
精
神
の
破
壊
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
起
こ
る
思
弁
哲
学
の
哲
学
的
人
間
学
へ
の
解
消
を
そ
の
特
色
と
し
て
い
る
。

こ
の
新 

し
い
方
向
——

そ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ"

ハ
の
宗
教
批
判
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が!

I

の
第
一
の
傾
向
は
、
人
間
自
身
へ
の 

批
判
的
復
帰
で
あ
る
。

そ

の

固

有

の

到

達

点

は

「
現
実
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

の
樹
立
と
な
る
。 

『
経

済

学•

哲
学
草
稿
』
(

ー
八
四
四
年)

に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
は
現
実
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思 

弁
的
疎
外
概
念
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、

主
と
し
て
、

具
体
的
人
間
を
抽
象
的
自
己
意
識
に
帰
す
る
、

か

の

「
思
弁
性
」 

を
批
判
す
る
。
人
間
に
と
っ
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
領
域
、

す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
、
富
な
ど
に
つ
い
て
み
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

「
こ

れ

ら

の

〔
国
家
権
力
、
富
な
ど
の
〕
諸
対
象
が
そ
れ
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
も
の
、

ま
た
諸
対
象
が
現
実
性
を
も
っ
と
自
負 

し
て
そ
れ
に
対
抗
し
て
い
る
も
の
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
抽
象
的
思
惟
な
の
で
あ
る
。
哲
学
者
は
自
分
を
——

し
た
が
っ
て
そ
れ
自 

身
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
抽
象
的
形
態
で
あ
る
も
の
を(

疎
外
さ
れ
た
世
界
の
尺
度
と
し
て
あ
て
が
う
。
」 

疎
外
を
同
一
化
せ
ん
が
た
め
に
は
、
疎
外
さ
れ
て
な
い
真
の
現
実
性!

!

こ
れ
を
基
準
と
し
て
の
み
堕
落
と
損
失
が
測
定
さ
れ
る
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営
む
こ
と
に
な
る
。•

…:

現
実
に
お
い
て
は
、
私
権
、
道
徳
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
等
々
は
あ
い
か
わ
ら
ず
存
続
し
て
い
る
。 

た
だ
そ
れ
ら
は
諸
契
機
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
孤
立
し
て
は
通
用
し
な
い
、

相
互
に
解
消
し
あ
っ
た
り
産
出
し
あ 

っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
現
実
存
在
と
存
在
様
式
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
運
動
の
諸
契
機
な
の
だ
01
」 

マ
ル
ク
ス
は
た
ん
に
疎
外
の
状
態
に
あ
る
制
度
化
さ
れ
た
諸
形
態
を
止
揚
す
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
な
く
、
疎
外
さ
れ
た 

現
存
在
の
廃
棄
、
疎
外
さ
れ
た
対
象
性
の
廃
棄
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
」

と

「
廃
棄
す
る
と
い 

う
こ
と
」

の
あ
い
だ
の
、

ち
ょ
っ
と
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
、
思
弁
的
傾
向
を
も
っ
た
世
界
認
識
と
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
・
革 

命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
あ
い
だ
の
違
い
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

マ

ル

ク

ス

が

疎

外(

外
化
と
し
て
も
疎
外
と
し
て
も)

に
つ
い 

て
語
る
と
き
、
彼
は
論
理
的
対
当
の
意
味
で
の
否
定
ば
か
り
で
な
く
、
悪
業
、
荒
廃
、
背
徳
と
い
っ
た
境
涯
へ
の
堕
落
を
も
考
え
て 

い
る
の
で
あ
る
。

観
念
論
と
は
異
質
な
ー
つ
の
底
流
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
。

ま
た
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
従
来
の
観
念
論 

と
は
逆
の
行
き
方
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
文
化
批
判
の
な
か
に
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
彼
の
時
代
を 

さ
し
て
、

ま
っ
と
う
さ
れ
た
る
罪
悪
性
の
蒔
代
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、

ヘ
ル
ダ
ー
、

シ
ラ
ー
は
、

現 

代
の
疎
外
が
最
終
的
に
全
廃
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
懐
疑
的
で
あ
っ
て
、
結
局
は
図
式
的
、
歴
史
的 

構
造
物
の
な
か
へ
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
現
在
の
状
況
を
突
破
し
て
新
し
い
無
限
な
る
時
代
へ
と
い
た
る
機
は
す
で 

に
切
迫
し
て
い
る
と
固
く
確
信
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、

そ
の
突
破
作
戦
は
人
類
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。 

こ
の
新
し
い
時
代
は
、
疎
外
と
混
乱
の
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
総
体
性
、
全
体
性
、

普
遍
的
調
和
の 

要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
疎
外
の
概
念
は
、
概
念
的
に
み
れ
ば
、
論
理
的
で
完
全
で
あ
り
、

明
確
に 

定
義
さ
れ
て
い
る
が
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
概
念
を
正
確
に
表
現
さ
れ
た
歴
史
時
代!

!

そ
れ
は
言
葉
の
完
全
な
意•
釈.
で
は
ま
だ
歴
史 

に
な
っ
て
さ
え
い
な
い
の
だ
が!

!

へ
と
結
び
つ
け
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、

そ
れ
を
人
間
の
形
成
途
上
に
お
け
る
前
史
と
よ
ん
だ
。

し
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か
し
、
彼
に
と
っ
て
も
、

こ
の
人
間
の
前
史
は
疎
外
の
内
的
法
則
の
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
否
定
の
否
定
に
よ
っ
て
刻
印
を
お
さ
れ
る
。 

「
だ
が
へ
—
ゲ
ル
は
、
否
定
の
否
定
を!
!

そ
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
肯
定
的
な
関
係
か
ら
い
え
ば
、
真
実
の
唯
一
の
肯
定
的
な 

も
の
と
し
て
と
ら
え
、-

そ
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
否
定
的
な
関
係
か
ら
い
え
ば
、

一
切
の
存
在
の
唯
一
の
真
な
る
行
為
お
よ 

び
自
己
確
証
行
為
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
が
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、

た
ん
に
抽
象
的
、
論
理
的
、
思
弁
的
な
表 

現
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
歴
史
の
運
動
に
対
す
る
表
現
を
見
つ
け
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
こ
の
歴
史
は
ま
だ
、

一
つ
の
前
提 

さ
れ
た
主
体
と
し
て
の
人
間
の
現
実
的
な
歴
史
で
は
な
く
、

た
だ
や
っ
と
人
間
の
産
出
行
為
、
発
生
史
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。」 

こ
の
ま
っ
た
く
否
定
的
な
行
為!

!

そ
れ
を
通
じ
て
人
間
は
、

現
在
ま
で
の
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
自
己
自
身
を
人
間
と
し
て
確 

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ

れ

を

労

働(
l
a
b
o
u

ごt
s.L work)

と
し
て
定
義
し
た
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
の 

非
常
に
天
才
的
な
偉
業
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
偉
業
に
お
い
て
さ
え
も
、
彼

は

ヘ

ー

ゲ

ル

の

『
現
象
学
』

に
直
接
に
関
係
し
て
い 

る
。

「
ヘ

ー
ゲ
ル
の
『
現
象
学
』

と
そ
の
最
終
的
成
果
と
に
お
い
て
——

運
動
し
産
出
す
る
原
理
と
し
て
の
否
定
性
の
弁
証
法
に
お
い 

て!
—

偉
大
な
る
も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
間
の
自
己
産
出
を
一
つ
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
対
象
化
を
対 

象
剝
離
と
し
て
、
外
化
と
し
て
、

お
よ
び
こ
の
外
化
の
止
揚
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

こ
う
し
て
彼
が
労
働
の
本
質 

を
と
ら
え
、
対
象
的
な
人
間
を
、

現
実
的
で
あ
る
ゆ
え
に
真
な
る
人
間
を
、
人
間
自
身
の
労
働
の
成
果
と
し
て
概
念
的
に
把
握
し 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

結
局
、
近
代
人
の
全
体
的
疎
外
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、

労
働
、

と
く
に
近
代
的
形
式
の
賃
金
労
働
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
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を
決
定
す
る
の
は
労
働
自
体
の
本
質
的
性
質
で
あ
る
。
労
働
に
よ
る
生
産
物
は
人
間
に
疎
遠
な
る
存
在
と
し
て
、

ま
た
独
立
の
力
と 

し
て
対
立
す
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

労
働
の
実
現
は
賃
金
労
働
者
の
非
現
実
性
と
し
て
、
対
象
の
損
失
と
し
て
、
対
象
の
も
と 

で
の
奴
隸
状
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
が
自
己
自
身
の
対
象
的
産
物
に
対
し
て
解
放
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
疎
外 

が
現
実
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
疎
外
の
真
の
原
因
と
起
源
で
あ
る
労
働
は
と
り
除
か
れ
、
新
し
い
積 

極
的
な
、
も
う
い
か
な
る
種
類
の
否
定
性
も
入
る
余
地
の
な
い
、
人
間
の
自
己
活
動
の
形
式
へ
と
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

疎
外
さ
れ
た
労
働
は
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
た
ん
に
相
対
的
で
あ
り
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
歴
史
的
に
制
限
さ
れ
た
状 

況
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
人
間
性
の
本
質
的
な
部
分
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と 

マ
ル
ク
ス
が
、
究
極
的
な
精
神
的
志
向
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
思
考
は
初
期
資
本
主
義
社
会
の
同
じ
矛
盾
し 

た
、
敵
対
的
な
現
実
に
よ
っ
て
挑
戦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
の
最
も
内
的
な
志
向
に
し
た
が
っ
て
、

こ
の
挑
戦
に
対 

す
る
彼
ら
の
答
え
は
違
っ
て
い
た
。

ヘI

ゲ
ル
は
絶
対
精
神
の
哲
学
的
神
知
と
合
理
的
神
秘
主
義
を
も
っ
て
答
え
、

マ
ル
ク
ス
は
、
 

和
解
し
、
統
合
さ
れ
た
世
界!

伝
来
の
神
話
で
あ
る
幸
福
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
の
生
活
が
再
び
反
響
し
つ
づ
け
る
ユ
ー
ト
ビ
ア
を
も
つ 

て
答
え
た
の
で
あ
る
。 

4

m

わ
れ
わ
れ
は
疎
外
の
危
機
の
焦
点
を
、
実
際
に
労
働
に
お
い
て
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
ら
か
に
過
去
二
百
年
の
あ
い
だ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
思
考
は
、

そ
し
て
よ
り
後
に
な
っ
て
は
社
会
的
思
考
も
、 

疎
外
現
象
の
理
解
の
た
め
に
絶
え
ず
熟
慮
を
か
さ
ね
、

ま
た
そ
の
研
究
も
分
化
し
て
き
た
。

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
近
い
将
来
に
そ
れ 

を
解
決
す
る
具
体
的
な
契
機
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

理
論
と
実
践
は
、

一
面
、

よ
り
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

一
方
で
は
同
じ
対
象
に
関
し
て
い
っ
そ
う
相
反
す
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疎外,マルクス主義,ヒューマニズム

る
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
つ
の
極
端
な
面
が
認
め
ら
れ
う
る
。

一
つ
は
古
い
、
伝
統
的
な
も
の
で
あ 

り
、

一
般
に
、
宗
教
的
感
情
と
哲
学
的
思
弁
と
同
一
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
疎
外
を
、
も
っ
ぱ
ら
と
は
い
わ
な
い
が
、

主
と
し
て 

内
面
性
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
、

さ
ら
に
罪
と
原
罪
に
す
ら
関
連
さ
せ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
人
間 

は
苦
し
い
内
面
的
純
化
へ
と
身
を
向
き
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

こ
の
過
程
に
、

忍
耐
と
謙
虚
さ
と 

我
慢
強
さ
と
を
も
っ
て
集
中
さ
れ
る
。
世
界
と
人
類
、

そ
し
て
人
間
の
創
造
力
の
産
物
は
、

こ
の
こ
と
に
と
っ
て
は
た
だ
間
接
に
関 

係
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
神
学
的
に
い
え
ば
、

「
魂

」

と

「
恩
寵
」

の
概
念
と
効
力
が
、
人
間
の
回
復
の
た
め
に
、
愛
の
た
め
に
、
 

平
和
の
た
め
に
、
真
の
自
由
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
心
要
と
さ
れ
る
。

こ
の
人
間
の
解
放
は
、
け
っ
し
て
呪
い
と
暴
力
の
仕
事
で
あ 

っ
て
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
、

個
人
が
変
質
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
啓
発
さ
れ
る
の
は
、
長
い
長
い
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

そ 

れ
が
人
間
の
定
め
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
、

こ
れ
は
各
時
代
を
通
じ
て
、
東
洋
な
ら
び
に
西
洋
の
宗
教
的
、
哲
学
的
な
知
恵
で
あ
っ 

た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、

と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
内
面
性
の
改
革
と
愛
の
実
践
を
制
度
化
し
よ
う
と
試 

み
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
カ
ン
ト
に
い
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
な
か
で
は
、
哲
学
者
た
ち
は
社
会
生
活
に
倫
理
的
基
礎
を
与
え 

る
と
い
う
点
で
、

た
と
え
そ
れ
が
緩
慢
で
、
苦
し
み
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
進
歩
を
し
て
き
た
。

キ
リ
ス
ト
教
、

ヒ
ュ 

—

マ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
社
会
主
義
は
、

こ
の
倫
理
的
動
因
に
関
与
し
て
き
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り
問
題
の
内
面
性
に
の
み
集
中
す
る 

こ
と
は
、
問
題
の
解
決
に
は
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
、

よ
り
最
近
の
、
革
命
的
な
問
題
の
と
り
あ
げ
方
は
、
外
面
性
に
対
す
る
、
疎
外
の
廃
棄
に
対
す
る
極
端
な
要
求
で 

あ
る
。
対
象
性
は
、
人
間
を
変
質
し
、
解
放
す
る
た
め
に
は
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
疎
外
の
形
式
が
具
体
的
に
発
展 

し
、
人
間
に
こ
の
二
者
択
一
を
迫
る
。
潮
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
群
衆
、

ま
た
、

そ
の
群
衆
の
疎
外
と
い
う
お
そ
ろ
し
い
産
物
を
考 

慮
す
る
な
ら
ば
、
人
間
を
精
神
的
手
段
に
よ
っ
て
の
み
よ
り
ょ
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
遅
き
に
す
ぎ
よ
う
。
疎
外
の
ア
ク
セ
ン
ト 

は
、
人
間
が
、
神
か
ら
、
自
己
自
身
か
ら
、

仲
間
た
ち
か
ら
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
本
来
的
、

内
面
的
疎
外
か
ら
、

外
面
的
、

社
会 

的
・
経
済
的
形
式
へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
。
前
者
は
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
実
際
に
取
り
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扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
疎
外
の
全
領
域
を
ひ
と
と
お
り
通
過
し
た
マ
ル
ク
ス
は
、
最
後
に
、
彼
の
注
意
を
経
済
学
の
領 

域
へ
集
中
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
考
え
さ
え
も
、
人
間
の
行
動
の
基
礎
は
物
質
的
な
も
の
へ
の
貪
欲
の
み
で
あ
る 

と
い
う
よ
う
な
、
疎
外
の
概
念
の
た
ん
な
る
物
質
化
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

マ
ル
ク
ス
は
盲
目
的
な
経
済
的
決
定
主
義
の
足 

か
せ
か
ら
、
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
る
場
合
、
疎
外
と
は
抽
象
的
な
、
哲
学
的
個
人
的 

な
出
来
事
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

マ
ル
ク
ス
は
、

そ
れ
を
物
質
的
生
産
物
と
い
う
個
々
人
の
具
体
的
な
領
域
へ
と
移
し
た
。

そ
れ 

は
、

た
し
か
に
、

わ
れ
わ
れ
が
疎
外
を
多
面
的
に
理
解
す
る
一
因
と
な
っ
た
し
、
人
間
学
的
次
元
で
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
深
め
、 

労
働
が
疎
外
に
お
い
て
鍵
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
示
し
た
。

し
か
し
、
疎
外
は
も
っ
ぱ
ら
無
神
論
、
階
級
闘
争
、

独
裁
制
、
 

政
治
経
済
に
お
け
る
革
命
的
手
段
を
通
じ
て
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
予
言
的
確
言
に
、

マ
ル
ク
ス
の
一
面
的
な
ユ
ー 

ト
ピ
ア
の
悲
劇
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
極
は
、

こ
の
地
球
で
疎
外
を
暴
力
な
く
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
焦
眉
の
急
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考 

慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
に
し
て
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
二
つ
の
事
象
に
簡
単
に
触
れ
て
み
て
、
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
、

そ
し
て
社
会
主
義
者
の
共
同
の
行
為
へ
の
可
能
性
を
探
る
の
に
役
立
て
て
み
た
い
。 

疎
外
さ
れ
た
労
働
と
仕
事
は
、

い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
、

マ
ル
ク
ス
の
時
代
に
予
想 

さ
れ
た
以
上
に
、

こ
ん
に
ち
、
巨
大
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
の
偉
業
は
、
ど
こ
に
お
い
て
も
、
疎
外
の
廃
棄 

と
人
間
の
自
由
の
実
現
と
い
う
そ
の
約
束
を
実
現
し
な
か
っ
た
。
賃
金
労
働
者
の
増
加
と
、
科
学
的
革
命
と
生
産
力
の
お
そ
る
べ
き 

成
長
に
よ
る
質
的
変
化
は
、
疎
外
を
増
す
こ
と
に
な
る
。

そ
の
傾
向
は
、
明
ら
か
に
、
最
も
広
い
次
元
の
人
間
学
的
疎
外
へ
と
向
か 

っ
て
き
て
い
る
。
疎
外
さ
れ
た
近
代
人
は
、
自
己
の
疎
外
さ
れ
た
状
況
を
、

へ
—
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
貧 

富
の
分
極
化
に
帰
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、

工
業
的
生
産
力
、

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、

消
費
、
原
子
力
社
会
な
ど
を
通
じ
て
形
成
さ
れ 

て
き
た
経
済
的
、
社
会
的
生
活
へ
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
創
造
性
は
、
現
代
と
い
う
巨
大
な
る
自
己 

の
偉
業
の
ま
さ
に
そ
の
絶
頂
に
お
い
て
、
精
神
的
疎
外
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
豊
か
さ
と
生
産
性
の
時
代
に
お
い
て
経
済
的
疎
外
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疎外,マルクス主義,ヒューマニズム

を
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
り
最
近
に
は
、
加
え
て
、
人
間
学
的
、
実
存
的
疎
外
を
も
受
け
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ 

る
。

で
は
、
人
間
、
人
間
の
生
活
、
人
間
の
労
働
の
究
極
的
な
意
味
と
は
何
で
あ
る
か
。

自
由
時
間
の
国
へ
と
時
代
が
飛
躍
す
る
前
に
、

労
働
は
ま
す
ま
す
必
然
性
の
国
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
レ
ジ
ャ
ー
と
と
も 

に
、
人
間
が
永
遠
の
希
望
を
実
現
す
る
新
し
い
機
会
、
疎
外
さ
れ
な
い
創
造
的
存
在
の
可
能
性
が
現
わ
れ
た
。

し
か
し
、

レ
ジ
ャ
ー 

の
数
が
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
の
で
、

そ
の
結
果
は
、

余
暇
に
お
け
る
疎
外
と
な
っ
た
。

人
間
は
、

以

前

よ

り

も

労

働

か

ら(

し
た 

が
っ
て
そ
こ
で
の
疎
外
か
ら)

解
放
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

消
費
者
と
し
て
、
娯
楽
に
お
い
て
、

ま
た
福
祉
社
会
に 

・

い
て
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
に
類
似
し
た
、
疎
外
さ
れ
た
余
暇
が
人
間
学
的
問
題
と
な
る
。

で
は
、

何
の
た
め
に
人
間
は
レ
ジ
ャ
ー 

を
も
つ
の
か̂

キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
、

労
働
、

世
界
に
お
い
て
人
間
性
を
回
復
す
る
と
い
う
共
通
の
関
心
を
、
責 

任
感
を
も
っ
た
新
社
会
主
義
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
と
の
あ
い
だ
に
も
っ
こ
と
が
で
き
る
。

現
世
に
お
い
て
は
、

歴
史
の
究
極
的
解
決 

は
あ
り
え
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
む
し
ろ
、
終
末
論
的
希
望
を
も
っ
て
、
手
近
に
あ
る
人
間
の
歴
史
の
直
接
的
な
面
に
専
念
す
る
。 

こ
の
こ
と
は
明
白
に
、
愛
の
務
め
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
疎
外
の
現
象
を
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
の
で
は
な
く
、

現
存
す
る
具
体
的 

な
疎
外
の
状
況
を
克
服
す
る
こ
と
に
お
い
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。

主
体
の
対
象
化
は
ま
だ
疎
外
の
直
接
の
結
果
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
が
資
本
家
で
あ
れ
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
れ
、
社
会
主
義
者
、
 

宗
教
的
人
間
、

ニ
グ
ロ
、
共
産
主
義
者
い
ず
れ
で
あ
れ
、
破
滅
さ
る
べ
き
外
面
的
な
敵
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
疎
外
を
終
ら
せ 

る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
の
災
い
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
か
わ
り
に
、

ま
た
非
人
間
的
な
犠
牲
を
払
っ 

て
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
建
て
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
り
、
精
神
的
に
正
当
化
さ
れ
た
観
念
論
的
予
言
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
か
わ
り
に
、
社
会 

的
、
経
済
的
、
人
間
学
的
次
元
の
多
く
の
疎
外
を
具
体
的
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
人
種
差
別
、
貧
困
、 

奴
隸
状
態
、
職
業
上
の
空
虚
感
、
労
働
の
動
機
調
査
、
作
業
療
法
、
人
種
的
偏
見
、
戦
争
、

余
暇
の
計
画
、
制
度
化
さ
れ
た
自
由
、
 

奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
権
、
共
同
し
て
決
定
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
、

チ
ー

厶
ワ
ー
ク
、
等
々
に
つ
い
て
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
の
可
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能
性
を
あ
げ
て
み
る
だ
け
で
明
白
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、

現
在
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
社
会
主
義
に
真
の
関
心
を
も
ち
う
る
の
は
、

ま
さ
に
そ
れ
ら
が 

一
緒
に
な
っ
て
、

い
ま
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
問
題
の
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
宗
教
的
疎
外
か
ら 

出
発
し
、
政
治
的
、
社
会
的
疎
外
を
経
て
、
彼
に
と
っ
て
す
べ
て
の
人
間
疎
外
の
根
元
で
あ
っ
た
経
済
的
疎
外
へ
と
進
ん
だ
。
近
代 

の
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
は
、
高
度
に
産
業
化
し
、

そ
し
て
ま
た
初
期
の
原
子
時
代
で
も
あ
る
こ
の
社
会
に
と
っ
て
典
型
的
な
、

具
体 

的
疎
外
現
象
か
ら
出
発
し
、

そ
れ
ら
の
な
か
に
、
人
間
の
創
造
性
、

目
的
と
共
同
生
活
へ
の
希
望
が
深
刻
な
欲
求
不
満
に
あ
る
こ
と 

が
鋭
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
、

そ
し
て
、

つ
い
に
は
人
間
的
疎
外
そ
の
も
の
の
基
礎
形
式
で
あ
る
宗
教
的
疎
外
に
よ
っ
て
提 

起
さ
れ
た
問
題
を
、
自
己
批
判
的
に
自
覚
す
る
に
い
た
る
。

マ
ル
ク
ス
の
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
弁
明
と 

は
反
対
に
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
宗
教
的
疎
外
を
理
論
的
・
内
的
な
意
識
に
限
定
し
な
い
で
、

む
し
ろ
、

そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
責 

任
を
負
っ
て
い
る
現
象
に
ま
で
広
げ
る
。

い
か
な
る
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
も
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
人
間
の
神
か
ら•
の
疎
外
、 

人
間
自
身
か
ら
の
疎
外
、
仲
間
た
ち
か
ら
の
、
彼
の
労
働
と
労
働
の
産
物
か
ら
の
疎
外
、
世
界
か
ら
の
疎
外
を
防
ぐ
こ
と
は
保
証
で 

き
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
問
題
の
解
決
と
し
て
、
宗
教
を
た
ん
に
無
批
判
的
に
示
す
こ
と
は
非
現
実
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

わ 

れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
の
が
特
別
の
義
務
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
を
認
識
し
な
い 

で
は
、

い
わ
ゆ
る
卑
俗
で
あ
り
世
俗
的
で
あ
る
領
域
に
貂
け
る
疎
外
と
、

キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
た
偉
大
な
宗
教
の
内
部
で
の
精
神
的 

危
機
の
あ
い
だ
に
、
相
互
依
存
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
、

キ
リ
ス
ト
の
誕
生
以
来
、

傍
観 

者
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
に
お
け
る
責
任
を
も
っ
た
行
為
者
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
教 

会
が
、
人
間
の
疎
外
に
と
っ
て
共
同
責
任
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
場
合
、

そ
の
内
部
に
お
い
て
改
革
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

豪

、

偶
像
崇
拝
、

狂
信
の
あ
い
だ
に
連
関
性
が
あ
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
、
明
白
す
ぎ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
倒
錯
は
キ 

リ
ス
ト
教
徒
の
内
部
に
お
い
て
も
あ
り
う
る
。
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
思
考
は
、

つ

ね

に

「
私
の
罪
」(

m
e
a

 c
u
l
p
a
)

と
と
も
に
あ 

っ
て
、
人
間
の
自
発
性
と
自
由
を
神
化
し
よ
う
と
す
る
反
対
論
者
に
対
し
て
警
告
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

簡
単
に
い
え
ば
、
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人
間
性
に
つ
い
て
ま
じ
め
に
関
心
が
も
た
れ
る
場
合
に
は
、

つ
ね
に
神
の
人
間
に
対
す
る
配
慮
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
し
、 

そ
れ
を
筋
違
い
と
し
て
取
り
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
の
多
元
的
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
と
人
間
の
状
況
を
人
間
化
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
す
べ
て
の
ひ
と
び
と!
I

彼
ら 

の
世
界
観
が
ど
う
で
あ
れ
——

と
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
人
間
に
対
す
る
こ
の
神
の
配
慮
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒 

が
か
か
わ
り
合
う
の
は
神
の
受
肉
〇
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
い
だ
の
事
柄
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
共
通
の 

関
心
が!
I

異
な
る
意
見•
で
は
な
く(
(

重
要
な
の
で
あ
る
。

た
だ
一
つ
問
題
が
残
る
。

い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
そ
の
固
有
の
仕
事
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
が
教
会
と
よ
ん
で
い
る
生
命
と
愛
の
、

偉
大
な
普
遍
的
な
共
同
体
に
お
い
て
は
、

と
り
わ
け
、

こ
の
世
に
お
け
る
生
活
と 

褥

rb
み
ず
か
ら
を
捧
げ
て
い
る
俗
人
た
ち!
!

彼
ら
は
、
外
的
疎
外
を
一
歩
一
歩
克
服
し
て
い
く
こ
と
に
努
め
て
い
る
す
べ
て
の
ひ 

と
び
と
と
自
分
た
ち
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
力
を
合
わ
せ
て
い
る
—

が
い
る
。
神
の
司
祭
は
、
内
的
疎 

外
を
解
決
す
る
助
け
手
と
し
て
み
ず
か
ら
を
た
え
ず
捧
げ
て
い
る
。

ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
と
と
も
に
、

こ
の
労
働
の
〔
内
と
外
へ
の
〕 

教
会
内
的
区
分
は
、
新
し
い
実
験
の
段
階
に
入
り
、
世
界
に
内
在
し
て
い
る
希
望
を
実
現
す
る
新
し
い
時
代
へ
の
新
し
い
展
望
を
開 

き
つ
つ
あ
る
。
先
に
論
じ
た
二
つ
の
極
端
な
立
弱
の
あ
い
だ
に
あ
る
溝
を
埋
め
る
た
め
に
、
教
会
の
ひ
と
び
と
は
大
い
に
役
立
っ
て 

い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

偉
大
ホ
ヨ
和
解
©'
途
上
に
お
い
て
、
真
に
制
度
が
変
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
魂
が
い
や
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
こ
と
を
、

そ
し
て
、

こ
の
二
つ
の
仕
事
は
、

一
方
を
犠
牲
に
し
て
一
方
だ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
 

組
織
的
に
混
乱
し
て
も
な
ら
ず
、

む
し
ろ
同
時
に
企
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
か
ら
で
あ
る
。 

伝
統
的
に
分
か
れ
て
い
る
二
つ
の
極
の
和
解
に
の
り
だ
す
こ
と
が
、
精
神
と
物
質
の
あ
い
だ
の
基
本
的
反
立
を
和
解
す
る
た
め
に
最 

も
実
行
可
能
な
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
う
し
て
、

労
働
と
い
う
、

か
の
中
心 

的
、
麗

的

問

題

を

解

決

す

る

た

め

に

、

わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
出
発
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 

〔
田
原
善
郎
訳
〕
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人
間
的
な
る
も
の
の
源
泉
を
こ

の

よ

う

に

具

体

的

に

運

用

す

る

と

い

う

こ

と

は

、
多

く

の

場

合

、

ア

メ

リ

カ

で

成

功
裡
に
実
験
さ
れ
た
。 

こ
れ
に
関
連
し
て
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
反
論
も
見
逃
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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6
3

ア

フ

リ

カ

と

ア
ジ
ア
の
貢
献
は
、

世

界

を

ひ

と

つ
に
す
る
こ
と
に 

ま
す
ま
す
重
要
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。

・

こ
の
論
文
は
、

ヒ
ュ
—

マ
ニ
ズ
ム
、
社
会
主
義
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
の
結
果
で
あ
る
。

こ
の
セ
ミ
ナ
—
は
、

ー
九
六
二
年
三
月
か
ら
ー
九 

六
三
年
三
月
ま
で
の
あ
い
だ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ダ
に
あ
る
、
科
学
の
基
本
的
問
題
の
た
め
の
国
際
硏
究
セ
ン
タ
ー
内
、
東
方
硏
究
所
で
お
こ
な
わ
れ
た 

も
の
で
あ
り
、
参
加
者
はA
 
•

ア
ウ
ェ
ル
、L

・
マ
レ
シ
ュ
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
—
ボ
ン
ジ
ュ
—

ル
、

〇
•

シ
ャ
ッ
ツ
、E

・F
•

ヴ

ィ

ン

タ

ー(

議
長)

で
あ
る
。
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テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
現
象

2

ノ
関
の
自
由
カ
疎
外
カ

マ
チ
ル
ド•

二
—
ル 

M
a
f
h
i
J
d
e

 N
i
e
l

は
、

最
近
数
年
間
、
龍
さ
れ
た
社
会
で
の
慣
習
と
社
会
制
度
の
批 

判
に
専
念
し
、
こ
の
研
究
に
関
し
て
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
定
期
的
に
講
義
を
お
こ
な
い
、
多 

く
の
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
『
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ロ
ム
の
ヒ
ュI

マ
ニ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
な
精
神
分
析
』
『
愛
の
失
墜
』
『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
退
潮
』 

『
開
か
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
探
究
し
た
ボ
リ
ス
・
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
』
が
あ
る
。

ー
九 

一
五
年
生
ま
れ
。
第
二
次
大
戦
中
は
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
活
動
の
た
め
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
を 

中
止
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
後
ア
ン
ド
レ
・
ニ
ー
ル
と
協
力
し
て
再
び
研
究
に
着
手
し
、
 

8 

創
造
的
意
識
と
票
さ
れ
た
意
識
の
過
程
を
分
析
し
た
。 

私
の
と
ウ
あ
げ
よ
う
と
す
る
問
題
は
、

ま
さ
に
現
代
人
の
直
面
す
る
、
最
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

六

ハ

ハ

ス

い

怨
 

明

に

お

け

人

間

か

ら

何

が

生

ず

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
危
機
の
時
代
が
過
ぎ
去
っ
た
後
、

わ
れ
わ
れ
は
自
動
ロ
ボ
ッ
ト
化
さ 

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

つ
い
に
は
ま
っ
た
く
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ク
ノ 

ロ 

ジ
ー
の
現
象
が
わ
れ
わ
れ
の
時
代
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
だ
れ
も
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い

〇  

ー
九
世
紀
ま
で
は
、
技
術
の
進
歩
は 

非
常
に
遅
々
た
る
も
の
で
あ
り
、

一
個
人
の
生
涯
の
あ
い
だ
に
技
術
的
な
変
革
が
感
知
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な 

か
っ
た
。
現
代
に
お
い
て
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
は
め
ざ
ま
し
く
、

そ
れ
は
た
ん
に
労
働
生
活
の
み
な
ら
ず
家
庭
生
活
や
余
暇
に

io6

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



テクノ ロジーの現象

ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
戦
争
と
平
和
も
そ
れ
に
依
存
し
、

そ

れ

に

よ

っ

て

わ

れ

わ

れ

の

自

然

豊

と

生

活

条

件

も

変

革

さ

れ 

つ
っ
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
魂
そ
の
も
の
に
ま
で
入
り
こ
む
。
現
代
の
技
術!
—

広
告
と
か
宣
伝
の
よ
う
な!

I

は 

人
間
の
心
を
操
縦
し
条
件
づ
け
て
い
る
。

個
人
生
活
へ
の
こ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
影
響
を
喜
ん
で
い
る
人
も
い
る
。
彼
ら
は
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ}

の
進
歩
の
結
果
、
人
間 

の
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、

他
方
で
、

こ
の
進
歩
は
つ
い
に
は
人
類
の
奴
隸
化
を
も
た
ら
す
の
で
は 

な
い
か
と
い
う
危
惧
の
念
を
も
つ
人
も
い
る
。
ど
ち
ら
の
意
見
を
信
ず
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
個
人
の
疎
外
の
要
素 

な
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ

れ

と

も

そ

の

解

放

の

要

素

な

の

で

あ

う

か

。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
影
響
は
人
間
を
真
の
人
間
た
ら
し
め
る
の 

で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
非
人
間
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
に
対
し
て
、
私
は
非
常
に
簡
略
に
で
は
あ
る
が
、
答
え
よ
う
と 

す
る
の
で
あ
る̂

解
放
さ
れ
た
人
間
と
疎
外
さ
れ
た
人
間

解
放
さ
れ
た
人
間
お
よ
び
疎
外
さ
れ
た
人
間
と
は
、

正
確
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
解
放
さ
れ
た
人
間
と 

は
寛
大
で
公
平
な
人
間
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ま
た
創
造
的
な
人
間
で
あ
っ
て
、
手
仕
事
、
知
的
労
働
、
芸
術
的
労
働
い
ず 

れ
の
分
野
に
お
い
て
も
、

ま
た
、

他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

み
ず
か
ら
の
個
性
と
才
能
を
他
か
ら
の
強
制
な
く
創
造
的
な
や
り 

方
で
表
現
で
き
る
人
間
で
あ
る
。
自
由
な
人
間
と
は
、
自
分
自
身
を
ま
っ
た
く
自
分
自
身
と
感
じ
、
同
時
に
他
人
と
調
和
し
て
い
る 

と
感
じ
て
い
る
人
で
あ
る
。
彼
は
偶
像
も
教
義
も
偏
見
も
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
観
念
も
も
た
ぬ
ま
っ
た
き
個
人
で
あ
る
。
彼
は
寛
大 

で
あ
り
、
正
義
と
平
等
の
深
い
感
覚
を
も
ち
、
自
分
が
個
人
で
あ
り
、

か
つ
普
遍
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
も
、
他
の
人
間
な
い
し
事
物
と
創
造
的
な
総
合
に
お
い
て
生
き
る 

こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
で
き
な
い
。
彼
は
現
在
に
お
い
て
生
き
え
ず
、
現
在
の
富
を
享
受
し
え
ず
、

た
だ
未
来
に
の
み
関
心
を
も
つ
。
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そ
の
未
来
は
彼
を
な
ん
ら
か
の
絶
対
的
な
も
の
の
探
究
に
ま
で
導
く
か
、
類
亂
あ
る
い
は
理
想
に
合
致
せ
ん
と
い
う
望
み
に
導
く
か 

す
る
。
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
自
分
で
思
考
す
る
こ
と
も
行
動
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
は
つ
ね
に
自
分
以
外
の
あ
る
も
の
——

伝 

統
と
か
、
信
条
と
か
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
、
超
越
的
な
も
の
と
か
、
優
越
者
と
か!

I

の
助
け
を
借
り
る
。
彼
は
他
人
と
の
対
話 

に
お
い
て
も
、

み
ず
か
ら
の
内
面
的
な
安
ら
ぎ
に
お
い
て
も
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
知
ら
な
い
。
彼
は
つ 

ね
に
讃
美
し
奉
仕
す
べ
き
な
に
も
の
か
を
、

あ
る
い
は
憎
み
、
戦
う
べ
き
な
に
も
の
か
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
な
に
も
の 

か
を
追
い
求
め
つ
つ
生
涯
を
送
る
。

そ
れ
が
物
質
的
な
目
的
の
場
合
に
は
、

こ

の

目

的

は

絶

対

的

な

も

の(

富
へ
の
欲
望
、
安
楽
、
 

威
信
の
象
徴)

に
転
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
精
神
的
な
目
的
の
場
合
で
も
同
じ
く
絶
対
的
な
も
の
へ
と
転
化
さ
れ
て
彼
に
現
実 

の
生
活
や
世
界
を
軽
侮
さ
せ
る
に
い
た
る
。
時
に
は
、

彼
は
自
分
が
こ
の
絶
対
的
な
善
に
到
達
し
た
と
信
じ
て
喜
び
、

有
頂
天
に
な 

る
。

ま
た
あ
る
と
き
は
自
分
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
み
じ
め
な
気
持
に
な
っ
て
意
気
銷
沈
す
る
。
彼
の
生
活
は
欲
望
へ
、
 

希
望
へ
、
絶
望
へ
、
賞
讃
へ
、

軽
蔑
へ
、

と
絶
え
ず
揺
れ
動
く
。
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
頑
固
で
、

戦
闘
的
で
、
激
烈
で
あ
る
。
彼
は 

心
が
狭
く
、

不
寛
容
で
、
権
威
主
義
的
で
あ
る
。
彼
は
感
情
的
な
人
間
で
あ
る
。

し
か
し
、

ま
た
権
威
を
お
そ
れ
、
他
と
違
っ
た
風 

に
思
考
し
行
動
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
卑
怯
な
人
間
で
あ
る
。
彼
は
臆
病
で
お
ず
お
ず
し
た
順
応
家
で
あ
り
、

群
居
す
る
人
間 

で
あ
る
。 

"

解
放
さ
れ
た
人
間
は
寛
大
で
創
造
的
で
あ
り
、

空
想
家
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
類
型
に
従
お
う
と
し
な
い
。
彼

は

「
わ
か
わ
か
」 

の
な
か
に
生
き
る
。

こ
う
し
た
創
造
的
人
間
な
く
し
て
は
、

い
か
な
る
科
学
も
芸
術
も
、
共
同
的
行
為
も
、

ま
た
、

い
か
な
る
寛
大 

さ
も
社
会
的
進
歩
も
、
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
堅
い
絆
で
結
ば
れ
た
家
族
も
忠
実
な
友
人
も
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
個
人
に
お
い
て
も
、
社
会
に
お
い
て
と
同
樣
、
解
放
の
力
は
つ
ね
に
疎
外
の
力
に
遭
遇
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

か
つ
、 

そ
の
場
合
、
後
者
が
優
勢
に
な
る
の
が
普
通
だ
と
い
う
こ
と
を
、
残
念
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
現
代
、
非
人
間 

化
の
力
が
非
常
に
強
く
、
個
人
お
よ
び
全
人
類
は
危
険
な
状
態
に
あ
る
。

だ
が
同
時
に
、
教
養
を
身
に
つ
け
、
良
い
本
を
読
み
、
良 

い
レ
ロ
ー
ド
を
聴
く
人
の
数
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
人
間
の
連
帯
も
進
ん
で
い
る
。

一
方
で
人
間
軽
視
の
風
潮
が
あ
る
が
、

同
時
に
人
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テクノ ロジーの現象

間
へ
の
尊
敬
も
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
が
人
間
へ
の
尊
敬
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
人
間
軽
視
を
と
も
な 

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

わ
れ
わ
れ
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。 

•

人
間
尊
重
の
要
素
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
進
歩
の
お
か
げ
で
多
数
の
ひ
と
び
と
の
生
活
水
準
が
向
上
し
、
多
く
の
身
体
的
苦
痛
が
軽
減
さ
れ
、
人
間
は
不 

愉
快
な
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間
の
寿
命
が
延
び
た
こ
と
は
否
定
し
え
ぬ
事
実
で
あ
る
。
飢
え
た
り
、
寒
さ
に
震
え
た
り
、
苦
し 

ん
だ
り
し
て
い
る
人
間
は
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー
は
解
放
者
で
あ
る
。 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
知
性
を
め
ざ
め
さ
せ
、
独
創
力
と
創
造
力
に
刺
激
を
与
え
た
と
主
張
す
る
経
済
学
者
は
多
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
経 

済
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
フ
ラ
ス
テ
ィ
エ
と
ル
イ
・
ア
ル
マ
ン
も
そ
う
し
た
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
現
代
世
界
が
、
機
械
や 

組
織
を
発
明
し
改
善
し
う
る
創
造
的
精
神
を
要
求
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
精
巧
で
複
雑
な
機
械
の
増
加
に
と
も
な
い
、

そ
れ
ら 

を
操
作
し
修
理
す
る
た
め
、
十
分
な
知
性
を
も
ち
専
門
的
な
知
識
を
も
っ
た
労
働
者
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
新
し
い
市
場
組
織
に
お
い
て
は
、
労
働
が
、
人
間
の
主
体
的
な
活
動
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
」

と
フ
ラ
ス
テ
ィ

(2)

工
は
書
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
済
学
者
は
次
の
よ
う
に
す
ら
考
え
て
い
る
。

労
働
者
は
、
農
業
部
門
お
よ
び
技

術

的

に

進

ん

だ

工

業

部

門(

第
一
次 

産
業
お
よ
び
第
二
次
産
業)

か
ら
、

よ
り
個
人
的
な
サ
—
ビ
ス
を
要
す
る
第
三
次
産
業
へ
と
移
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
 

才I

ト
メI

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
労
働
者
や
技
師
が
あ
ま
り
必
要
で
な
く
な
る
一
方
、
床
屋
、
洗
濯
屋
、
画
家
、
修
理
屋
、

歯
医
者
、 

医
者
、
教
師
、
銀
行
、
保
険
業
者
、

お
よ
び
官
吏
な
ど
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
消
費
者
の
需
要
の
増
加
は
無
限
で
は 

な
く
、

ま
も
な
く
飽
和
点
に
達
す
る
だ
ろ
う
し
、

そ
の
場
合
ひ
と
び
と
の
要
求
す
る
も
の
は
食
料
と
か
家
庭
の
必
需
品
よ
り
は
、

む 

し
ろ
、
絵
や
レ
ユ
ー
ド
や
家
具
や
芸
術
品
と
い
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
か
ら
。
第
三
次
産
業
の
労
働
性
格
と
文
化
が
一
般
化
し
て
広
ま
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る
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
人
間
は
個
人
と
し
て
は
ま
っ
た
き
進
歩
を
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

こ
の
点
は
未
来
が
約
束 

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

〇

さ
ら
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
り
、

労
働
時
間
は
著
し
く
短
縮
さ
れ
、

余
暇
の
時
間
が
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
各
人 

が
自
分
の
好
き
な
活
動
を
し
う
る
だ
ろ
う
——

家
の
周
り
を
散
歩
し
た
り
、
庭
い
じ
り
を
し
た
り
、
絵
を
か
い
た
り
、
カ.沈
書
し
た
り
、 

音
楽
を
き
い
た
り-
-

0

良
い
レ
コ
ー
ド
や
本
が
安
く
出
回
る
こ
と
が
余
暇
を
文
化
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
は
確
か
で
あ 

る
。し

か
し
、
何
よ
り
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
貢
献
す
べ
き
こ
と
は
、
社
会
関
係
を
友
好
的
に
し
、

そ
れ
を
社
会
主
義
と
平
等
へ
と
導
く 

と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
楽
し
み
は
大
衆
化
さ
れ
、

衣
服
や
住
居
は
い
っ
そ
う
上
質
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
富
め
る
者
も
貧
し
き
者
も
同
じ 

道
を
歩
き
、
休
暇
に
は
同
じ
と
こ
ろ
へ
出
か
け
、
同
じ
新
聞
を
読
み
、
同
じ
テ
レ
ビ
の
番
組
を
み
る
。
交
通
機
関
が
ス
ピ
ー
ド
化
さ

(3)

れ
た
お
か
げ
で
同
じ
食
物
が
す
べ
て
の
人
の
口
に
入
る
。
慣
習
は
い
っ
そ
う
同
質
化
さ
れ
る
。

労
働
者
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
つ
つ
あ 

る
一
方
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
よ
り
庶
民
化
し
つ
つ
あ
り
、
社
会
階
級
と
い
う
概
念
が
そ
の
伝
統
的
な
性
格
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
議 

論
さ
え
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
の
結
果
、
資
本
主
義
は
そ
れ
自
身
の
本
質
を
失
う
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る 

人
も
い
る
。
国
家
が
工
業
化
し
は
じ
め
る
と
階
級
間
の
障
壁
が
崩
れ
て
い
く
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
き
た
。
汽
車
が
あ
り
、

ベ
ル
ト
コ 

ン
ベ
ア
ー
つ
き
の
工
場
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
カ
ス
ト
制
度
の
存
続
は
不
可
能
だ
、

と
ネ
ー
ル
も
言
っ
て
い
る
。 

労
働
は
、

い
ま
や
工
場
と
か
実
験
室
で
共
同
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
、

科
学
的
発
見
や
技
術
的
発
明
は
創
造
的
な
共
同
作
業
か 

ら
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。

そ
こ
で
は
作
業
を
す
る
メ
ン
バ
ー
各
人
が
、

公
平
な
態
度
と
、

ギ

ブ

・

ア

ン

ド•

テ
ィ
ク 

の
精
神
を
も
っ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

最
後
に
、
近
来
の
情
報
伝
達
技
術
に
よ
り
、
個
人
は
全
世
界
の
ひ
と
び
と
や
事
件
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
科
学
、

テ
レ 

ビ
、
文
学
、
音
楽
、
映
画
は
国
境
を
越
え
、
国
境
は
徐
々
に
た
い
し
て
重
要
で
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

ル
イ
・
ア
ル
マ
ン
は
、 

テ
ザ
ノ 

ロ
ジ
ー
中
心
の
文
明
に
お
い
て
は
、

「
国
際
的
な
共
同
が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
き
た
」

し
、

「
す
べ
て
の
こ
と
が
、

わ
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れ
わ
れ
に
全
地
球
的
な
規
模
で
共
同
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
」

と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
各
個
人
が
互
い
に
一
体
と
感
じ
、

必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
も
労
働
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
焼"

<'
な
っ
て 

自
律
的
で
創
造
的
と
な
る
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
す
る
文
明
世
界!

こ
れ
が
テ
ク
ノ
ロ
ジI

の
提
供
す
る
、

す
ば
ら
し
い 

展
望
な
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
代
は
ま
だ
こ
う
し
た
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
エ
イ
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
何
よ
り
も 

現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
の
状
況
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
〇
世
紀
の
な
か
ば
に
あ
っ
て
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
中
心
の
文
明
は
、 

事
実
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
何
を
提
供
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
空
気
の
汚
染
さ
れ
た
町
を
は
い
回
り
、
巨
大
な
企
業
と
人
間
不 

在
の
政
治
組
織
が
あ
り
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
は
人
間
の
最
も
低
級
な
感
情
と
大
衆
の
俗
悪
な
趣
味
を
触
発
し
、
巨
大
な
金
額
が
最
も
忌 

む
べ
き
戦
争
を
準
備
す
る
た
め
に
費
や
さ
れ
ス
い,

る
。

い
た
る
と
こ
ろ
に
苦
悩
が
あ
り
、
精
神
病
患
者
が
増
加
し
、

全
体
主
義
と
独 

裁
の
前
に
民
主
主
義
は
一
般
に
退
潮
し
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
憎
む
べ
き
お
そ
ろ
し
い
局
面
こ
そ
、

わ

が

テ

ク

ノ

ロ

ジ

ー

世

界

の 

与
え
た
し
ろ
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
個
人
を
解
放
し
全
世
界
を
友
好
的
た
ら
し
め
う
る
は
ず
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、

な
ぜ
、
逆
に
人
間
を
疎
外 

へ
と
導
く
の
で
あ
る
か
を
考
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

疎
外
の
要
素
と
し
て
の
テ
ク
ノ 

ロ
ジI

ー
ハ
世
紀
以
来
、

と
く
に
ー
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
に
お
い
て
、
科
学
上
お
よ
び
技
術
上
の
発
見
に
よ
り
、
古
い
宗
教
的
・
道
徳
的
・
 

社
会
的
価
値
は
衰
退
し
た
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
エ
リ
ュ
ル
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

そ

れ

ら

の

発

見

は

世

界

か

ら

「
聖
な
る
も
の
」

を
と
り
除 

い
た
の
で
あ
る
。

不
幸
な
こ
と
に
、
人
間
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
聖
な
る
も
の
と
し
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
生
活
を
よ
り
人
間
的
た
ら
し
め
る
手
段

III
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と
考
え
ら
れ
ず
、

そ
れ
自
身
が
一
つ
の
目
的
と
な
っ
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ-
-
-

そ
の
働
き
を
ほ
と
ん
ど
の
消
費
者
は
理
解
し
な
い
— 

—

の
つ
く
り
だ
す
物
は
、
神
秘
性
を
お
び
、
新
し
い
崇
拝
の
対
象
と
な
る
。
技
術
者
の
仕
事
は
準
宗
教
的
な
魅
力
を
も
つ
。

古
代
文 

明
に
お
け
る
祭
司
の
よ
う
に
、

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
、
物
理
学
者
、
技
師
、
経
済
学
者
は
、

そ
の
神
秘
的
な
知
識
と
、

そ
の
力
と
、

そ 

の
高
い
報
酬
に
よ
っ
て
、
支
配
階
級
を
構
成
し
無
知
な
民
衆
を
支
配
下
に
お
く
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
—
の
発
展
は
新
し
い
道
徳
を
も
た
ら
し
た
。

有
用
な
研
究
、
生
産
と
生
産
力
の
必
要
へ
の
屈
服
、

量
と
効
果
へ
の
関 

心
、

こ
れ
ら
は
新
し
い
道
徳!

I

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
道
徳!
—

に
お
け
る
美
徳
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、

公
平
な
研
究
、
芸
術
、
 

詩
、
哲
学
的
思
索
な
ど
は
新
し
い
致
命
的
な
罪
悪
と
な
っ
た
。

ナ
ン
シ
ー
大
学
の
科
学
教
授
ルI

ポ
ー
氏
は
、
誇
ら
し
げ
に
、
人
文 

科
学
に
対
し
ま
っ
た
く
の
軽
蔑
を
こ
め
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
何
よ
り
も
必
要
な
も
の
は
、
有
能
な
数
学
者
、
物
理
学
者
、
化
学 

者
、
生
物
学
者
、

お
よ
び
地
質
学
者
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
は
不
要
だ
。7
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、

た
だ
危
険
で
不
毛
な
お
し
ゃ
べ
り
に 

す
ぎ
な
い
。
」

ジ
ャ
ッ
ク
・
エ
リ
ュ
ル
が
見
事
に
示
し
た
よ
う
に
、

す
で
に
こ
う
し
た
強
い
宗
教
的
・
道
徳
的
な
影
響
力
を
も
つ
テ 

ク
ノ 

ロ
ジ
カ
ル
な
全
体
主
義
が
、

わ
れ
わ
れ
の
家
族
生
活
に
、
余
暇
に
、
教
育
に
、

い
つ
の
ま
に
か
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
全
体
主
義
は
政
治
生
活
そ
の
も
の
を
も
支
配
し
、
市
民
の
自
由
を
脅
か
す
。

宣
伝
活
動
は
、
民
主
主
義
諸
国
に 

装
い
て
さ
え
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
大
巾
に
利
用
し
、
選
挙
民
を
条
件
づ
け
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
る̂

そ
の
上
、 

警
察
は
、
体
制
へ
の
反
対
者
を
告
発
す
る
た
め
に
ま
す
ま
す
高
等
な
手
段
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
国 

家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
助
力
を
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
お
そ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
——

国
家
—

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
合
に
よ
り
、
世
界
を
支
配
し
、

反
対
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
超
絶
対 

的
な
も
の
が
構
成
さ
れ
る
。

国
家
が
そ
の
膨
張
計
画
を
公
的
に
表
明
す
る
の
は
、
暴
君
的
な
神
に
ま
で
も
ち
上
げ
ら
れ
、
各
個
人
の 

深
い
必
要
を
無
視
す
る
、

こ
の
集
合
的
な
超
絶
対
的
な
も
の
の
名
に
お
い
て
で
あ
る
。

他
の
宗
教
と
同
じ
く
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
未 

来

に

個

人

の

た

め

の

楽

園

——

も
は
や
天
上
の
も
の
で
な
く
地
上
に
実
現
さ
れ
る
楽
園
を
約
束
す
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
現
在
よ
り

(9)

も
未
来
に
関
心
を
も
と
う
で
は
な
い
か
」

と
ル
イ
・
ア
ル
マ
ン
は
提
案
す
る
。

フ

ラ

ス

テ
ィ
エ
が
夢
み
る
「
第
三
の
文
明
」

の
ゴ
ー
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ル
デ
ン
・
エ
イ
ジ
に
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
夢
み
る
共
産
主
義
的
楽
園
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
将
来
つ
い
に
到
達
す
る 

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
新
し
い
宗
教
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
辛
抑
強
く
み
ず
か
ら
の
苦
悩
に
耐
え
、
積
極
的 

に
そ
れ
ら
の
苦
悩
を
実
質
的
に
解
消
さ
せ
る
よ
う
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

疎
外
さ
れ
た
大
衆
が
、

ゴ
ー
ル
デ
ン
・
エ
イ
ジ
へ
の
夢
を
捨
て
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
直
接
的
に
感
知
し
う
る
よ
う
な
か
た
ち 

の
幸
福
が
約
束
さ
れ
る
。
——

そ
れ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
生
産
す
る
物
質
的
財
貨
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
幸
福
で
あ 

る
。
新
し
い
車
、
新
し
い
家
具
、
そ
の
他
新
し
い
も
の
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
富
め
る
国
々
の
大
部
分
の
個
人
に
と
っ
て
の
宗
教 

と
な
り
、
生
活
目
標
と
な
っ
た
。

広
告
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
新
し
い
も
の
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
は
そ
の
欲
望
を
通
じ
て
無
意
味
な
現
代
生
活 

か
ら
逃
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
人
間
は
、
大

き

な

工

場

や

事

務

所

で

抽

象

的

。
官
僚
的
・
機
械
的
か
つ
細
分 

化
さ
れ
た
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
は
み
ず
か
ら
を
表
明
す
る
手
段
を
も
ち
え
な
い
。

そ
こ
で
彼
ら
は
、
獲
得
さ 

れ
る
財
貨
の
方
に
魅
力
を
感
じ
、

そ
れ
が
幸
福
を
も
た
ら
す
の
だ
と
い
う
奇
妙
な
確
信
を
も
つ
に
い
た
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
彼
ら 

の
労
働
日
に
対
す
る
目
的
を
特
徴
づ
け
、G

・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
個
人
は
生
産
者
と
し
て
は
満
足
を
与
え
ら 

れ
ず
、

そ
の
満
足
を
消
費
者
と
し
て
見
出
さ
ん
と
す
る
」

の
で
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
に
お
け
る
労
働
条
件
か
ら
生
じ
て
き
た
も
う
一
つ
の
崇
拝
の
対
象
が
あ
る
。

そ
れ
は
労
働
と
は
反
対
の 

も
の
で
あ
る
余
暇
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
労
働
者
の
真
の
生
活
は
余
暇
の
時
間
に
お
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
」

と
フ
リ
ー
ド
マ 

ン
は
書
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
労
働
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
間
が
い
か
に
し
て
余
暇
の
時
間
に
は
自
分
自
身
を 

と
り
も
ど
し
う
る
の
だ
ろ
う
か?
 

彼
は
現
在
を
い
か
に
生
き
る
か
を
、

い
か
に
思
索
す
る
か
を
、

ま
た
い
か
に
創
造
す
る
か
を
知 

ら
な
い
。

余
暇
を
読
書
や
、
自
分
の
教
育
や
、
趣
味
に
用
い
る
少
数
の
ひ
と
び
と
に
く
ら
べ
て
、

た
だ
受
動
的
な
気
晴
ら
し
を
や
つ 

て
ぼ
ん
や
り
と
時
間
を
空
費
す
る
ひ
と
び
と
の
い
か
に
多
い
こ
と
か
。

フ
ラ
ン
ス
と
い
う
文
化
の
国
で
さ
え
、

五
八
パ
ー
セ
ン
ト
の 

人
は
本
を
開
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
残
り
の
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
で
も
そ
の
大
多
数
が
一
年
に
一
度
か
二
度
し
か
読
ま
ず
、
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読
ま
れ
る
本
も
大
部
分
は
探
偵
小
説
か
、

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
も
の
な
の
で
あ
る
。

労
働
者
や
事
務
員
が
、
多
く
の
場
合
満
員
電
車
に
長
い
あ
い
だ
揺
ら
れ
て
、

や
っ
と
夕
方
家
に
帰
っ
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
の
雑
用
に 

追
わ
れ
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
官
僚
的
な
社
会
に
よ
っ
て
増
加
し
た
た
ん
に
体
裁
を
整
え
る
だ
け
の
仕
事
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か 

し
、

よ
う
や
く
そ
の
労
働
と
社
会
的
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
個
人
は
、
速
や
か
に
疎
外
の
状
態
か
ら
創
造
の
状
態
へ
、
受
動
か 

ら
自
由
な
能
動
へ
と
移
行
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
変
態
を
お
こ
な
い
え
な
い
者
も
多
い
。
彼
ら
は
、
疎
外
さ
れ
た
受
働
の
後 

に
疎
外
さ
れ
た
余
暇
を
過
ご
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
個
性
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
も
、

せ
め
て
現
代
人
が
、

一
種
の
幸
福
と
休
息
を
得
ら
れ
れ
ば
ま
だ
よ
い
。

だ
が
、
事
実 

は
そ
う
で
は
な
い
。

逆
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
人
間
は
、
心
理
的
に
極
度
の
緊
張
状
態
に
あ
る
。

手
仕
事
を
や
る
労
働
者
に
と
っ
て 

は
、
そ
の
労
働
と
報
酬
が
時
間
に
縛
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

生
産
は
競
合
的
な
組
織
を
土
台
に
し
、
広
告
は
つ
ね
に
欲
望
を
つ 

く
り
だ
す
。

こ
う
し
た
緊
張
か
ら
、

個
人
と
個
人
と
の
敵
対
が
生
ま
れ
、
「
そ
れ
は
地
位
を
う
る
た
め
に
競
争
を
演
ず
る
」

ほ
ど
に
ま 

で
な
る
。

こ
の
緊
張
状
態
は
心
労
を
と
も
な
い
、
精
神
病
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

現
代
化
は
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
緊
張
と
興 

奮
の
う
ち
で
し
か
用
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
休
息
で
き
る
状
態
に
お
か
れ
て
も
、
も
は
や
ど
う
し
て
生
き
た
ら
よ
い
か
を
知
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

そ
れ
を
償
う
た
め
に
、
現
代
人
は
、
彼
が
も
は
や
経
験
で
き
ぬ
休
息
を
、

余
暇
の
時
間
に
情
熱
的
に
追
い
求
め
、

そ
し 

て
こ
れ
を
幸
福
そ
の
も
の
と
同
一
視
す
る
。
休
息
は
、
現
代
人
の
最
も
熱
望
す
る
絶
対
的
な
も
の
の
一
っ
と
な
っ
た
。

だ
が
真
の
休 

息
は
欲
望
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。

労
働
し
て
い
る
時
間
、
家
族
生
活
、
余
暇
の
時
間
に
お
い
て
絶
え
ず
自
己
を
統
御
し
、
平
衡 

を
保
っ
て
生
活
す
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
真
の
休
息
が
生
ま
れ
る
。
休
息
が
何
か
例
外
的
な
も
の
と
な
り
観
念
的
な
目
的
と
な
る 

場
合
に
は
、

そ
れ
は
緊
張
の
新
し
い
原
因
と
な
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
下
の
人
間
は
、

余
暇
や
休
暇
の
さ
い
に
は
休
息
を
経 

験
し
う
る
が
、

そ
の
場
合
で
も
、
彼
は
や
は
り
退
屈
し
悩
ん
で
い
る
。
彼
は
み
ず
か
ら
の
退
屈
と
心
労
と
を
と
り
除
く
た
め
に
、

そ 

こ
か
ら
逃
れ
て
別
の
活
動
を
す
る
が
、

こ
こ
で
も
新
た
に
緊
張
が
生
産
さ
れ
る
。
彼
は
騒
し
く
熱
っ
ぽ
い
場
所
へ
た
び
た
び
出
か
け 

て
行
き
、
映
画
を
観
た
り
、
雑
誌
を
読
ん
だ
り
、

ド
ラ
イ
ブ
し
た
り
、
あ
る
い
は
商
店
を
ブ
ラ
つ
い
て
買
物
の
欲
望
を
ひ
き
起
さ
れ
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テクノ ロジーの現象

る
。

つ
ま
り
、
彼
は
無
用
の
活
動
に
飛
び
こ
ん
で
、
自
分
の
生
活
が
充
実
し
活
動
的
だ
と
い
う
幻
想
を
抱
く
の
で
あ
る
。 

だ
が
、

こ
の
活
動
し
て
い
る
と
い
う
幻
想
は
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
下
の
人
間
を
支
え
る
幻
想
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。 

テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー
は
適
応
と
創
造
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
り
、

個
人
に
自
分
が
創
造
的
だ
と
い
う
幻
想
を
抱
か
せ
る
も
の
だ
と
い
う 

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
き
た
。

独
創
性
が
要
求
さ
れ
る
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
少
数
者
に
す
ぎ
な
い
。G
 
・
フ
リ
ー 

ド
マ
ン
は
、

こ
れ
を
企
業
内
の
人
間
の
う
ち
、

ー
 〇

パ
ー
セ
ン
ト
と
見
積
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
管
理
者
と
か
、
計
画 

を
立
て
る
仕
事
を
す
る
技
術
者
た
ち
で
あ
る
。
残

り
(

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト)

は

「
専
門
化
さ
れ
、
細
分
化
さ
れ
た
、

ま
っ
た
く
興
味 

の
な
い
仕
事
を
お
こ
な
う
だ
け
で
あ
る
。
」

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
に
よ
っ
て
抱
か
せ
ら
れ
て
い
る
幸
福
感
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
ひ
と
び
と
も
い
る 

が
、
そ
ん
な
ひ
と
び
と
は
疑
い
と
不
決
断
に
悩
ま
さ
れ
る
。

ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
個
性
を
保
ち
、
独
創
性
を
発
揮
し
、
 

自
由
で
創
造
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
銭
的
に
恵
ま
れ
ず
、
威
信
を
な
く
し
て
生
活
す
る
方
が
い
い
だ
ろ
う
か
。
——

あ
る
い 

は
逆
に
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
世
界
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、

お
の
れ
の
分
を
わ
き
ま
え
、
富
を
蓄
積
し
、
成
功
者
と
な
る
方
が 

い
い
だ
ろ
う
か
。

社
会
的
な
成
功
を
拒
絶
し
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
拒
絶
し
、
気
晴
ら
し
を
侮
蔑
す
る
こ
と
は
、
部
外
者
と
な
る
こ 

と
で
あ
り
、
環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
孤
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、

正
常
な
人
間
は
だ
れ
で
も
、
自
分
自
身
で
あ
る
必
要
を 

も
ち
、
同
時
に
ま
た
環
境
と
結
び
合
わ
さ
れ
る
必
要
を
も
つ
。

孤
立
感
は
深
い
苦
悩
の
原
因
で
あ
る
し
、

ま
た
そ
れ
は
、

途
方
も
な 

い
勇
気
と
、

工
業
社
会
に
反
抗
し
て
も
生
活
し
う
る
と
い
う
確
固
と
し
た
人
間
的
信
念
を
要
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

大
多
数
の
人
に 

は
そ
う
し
た
生
き
方
は
で
き
ず
、

み
ず
か
ら
の
安
寧
を
保
っ
た
め
、
他
人
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
、
疎
外
に
身
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。 

個
人
の
個
性
と
そ
の
平
衡
が
、

テ
ク
ノ 

ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
に
よ
っ
て
深
刻
な
ま
で
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
は
さ
む
余 

地
が
な
い
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
唯
一
の
解
決
法
は
工
業
社
会
以
前
の
時
代
に
も
ど
る
こ
と
だ
と
結
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
う
い
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
こ
う
し
た
工
業
社
会
以
前
の
時
代
が
か
な
り
幸
福
で
自
由
な
人
間
を
つ
く
り
だ
し
た
と
い
う
前
提 

に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
歴
史
は
、
事
実
が
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

個
人
の
貧
窮
、
宗
教
、
文
化
、
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戦
争
と
い
っ
た
こ
と
が
歴
史
の
う
ち
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
現
代
人
の
疎
外
の
責
任
を
直
接
に
テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー
に
負
わ
せ
る 

ひ
と
び
と
は
、
人
間
が
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
疎
外
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
忘
れ
、
自
律
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時 

に
彼
の
生
き
る
場
で
あ
る
世
界
と
の
調
和
を
保
っ
て
い
た
個
人
と
い
う
も
の
は
、

い
ま
だ
か
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を 

忘
れ
て
い
る
。
他
人
に
朴
し
世
界
に
対
し
創
造
的
に
関
係
す
る
よ
う
な
自
由
な
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
人
間
性
と
い
う
も
の
も
、 

依
然
と
し
て
達
成
さ
る
べ
き
目
標
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
り
、
現
在
で
は
疎
外
の
現
象
が
と 

く
に
顕
著
と
は
な
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
直
接
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。

技
術
文
明
下
の
人
間
を
あ
る 

人
は
優
れ
た
人
種
と
い
い
、
他
の
人
は
劣
っ
た
人
種
だ
と
い
う
。
だ
が
本
当
は
彼
は
、

そ
ん
な
新
し
い
人
種
な
の
で
は
な
い
。

テ
ク 

ノ
ロ
ジ
ー
を
生
み
だ
し
た
人
間
も
、
以
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
人
間
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
今
日
一
日
の
生
活
は
昨
日
と
変
わ
り
が
な 

い
だ
ろ
う
。
今
日
も
ま
た
、
彼
は
生
活
の
大
部
分
に
汨
い
て
、
幻
想
の
絶
対
者
を
追
究
し
、
楽
園
と
威
信
と
力
と
を
夢
見
る
で
あ
ろ 

う
。
偶
像
や
指
導
者
を
崇
拝
す
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
人
を
あ
が
め
、
他
の
人
を
あ
な
ど
る
だ
ろ
う
。
愛
し
、
そ
し
て
後
に
は
憎
む
だ 

ろ
う
。

エI

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
示
し
た
よ
う
に
、
彼
は
民
衆
と
同
じ
よ
う
に
生
き
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
ゆ
っ
た
り
し
た
安
全
を 

求
め
て
真
の
自
由
に
背
を
向
け
、
自
由
に
生
き
る
さ
い
に
生
ず
る
危
険
か
ら
逃
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

た
し
か
に
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
骨
の
折
れ
る
仕
事
か
ら
、
多
く
の
人
間
を
解
放
し
、
彼
ら
の
苦
し
み
を
軽
減
し
た
。

し
か
し
、 

彼
ら
の
魂
は
依
然
と
し
て
奴
隸
の
状
態
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
人

間

を

「
個
人
的
単
位
か
ら
解
放
」

し
た
の
で 

は
な
い
。

そ
れ
は
た
だ
人
間
の
疎
外
を
よ
り
徹
底
化
し
た
の
で
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
恩
恵
を
も
た
ら
す
天
使
で
は
な
い
し
、

ま 

た
災
害
を
も
た
ら
す
悪
魔
で
も
な
い
。
崇
拝
す
べ
き
絶
対
者
で
は
な
い
し
、
絶
対
者
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
戦
う
べ
き
対
象
な 

の
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
絶
対
化
は
、
狂
信
主
義
——

そ
の
な
か
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
狂
信
主
義
を
含
む
——

の
原
因
と
な
る
。 

行
動
的
で
興
奮
し
や
す
い
人
間
は
、

そ
の
無
知
ゆ
え
に
自
己
を
犠
牲
に
し
、
来
来
人
の
た
め
に
苦
し
み
、

そ
し
て
天
上
の
、
あ
る
い 

は
地
上
の
楽
園
の
幻
の
な
か
に
生
き
る
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ぬ

こ

う

い

ど

が

い

絶

対

を

腎 

感
情
的
心
性
の
持
主
の
た
め
に
、
新
し
い
支
え
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
解
放
の
手
段
た
り
う
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
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奴
隸
化
の
新
し
い
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
も
し
そ
れ
が
情
熱
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
ひ
と
び
と
に
よ
っ 

て
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
無
害
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
有
益
で
さ
え
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
に
よ
っ
て
用 

い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
個
人
、
文
明
、

さ
ら
に
人
類
そ
の
も
の
の
存
在
を
も
危
く
す
る
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
ひ
と
び
と 

の
心
の
う
ち
に
眠
っ
て
い
る
自
由
、
創
造
性
、
寛
大
さ
が
、

い
つ
の
日
か
堂
々
と
表
明
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、

そ
し 

て

そ

れ

に

よ

っ

て

人

間

が

つ

い

に

は

自

身

と

な

り

う

る

か

ど

う

か

、 

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、 

真
の
問
題
な
の
で 

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
根
本
的
な
問
題
は
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
問
題
か
ら
は
独
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

ジ
ャ
ッ
ク
・
エ
リ
ュ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
神
秘
化
す
る
こ
と
を
や
め
、

そ
れ
を
神
的
な
も
の
と
し
て
崇
拝 

す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
人
間
る
の
も
の
が
疎
外
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
論
文
の
最
初
で
述
べ
た
よ
う
に
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
—
は
た
だ
た
ん
に
疎
外
さ
れ
た
意
識
の
表
わ
れ
な
の
で
は
な
い
。 

そ
れ
は
ま
た
、
自
由
で
創
造
的
な
意
識
の
表
わ
れ
で
も
あ
る
。

こ
の
意
識
は
多
か
れ
少
な
か
れ
圧
迫
さ
れ
た
か
た
ち
で
で
は
あ
る
が
、 

疎
外
さ
れ
た
意
識
に
並
存
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
に
か
な
り
の
物
質
的
富
を
提
供
し
た
い
、

退
屈
で
骨
の
折
れ 

る
仕
事
か
ら
人
間
を
解
放
し
た
い
、
人
間
の
寿
命
を
延
ば
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
熱
望
は
す
べ
て
分
別
の
あ
る
立
派
な
熱
望
で
あ
る
。 

テ
ク
ノ K

ジ
ー
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
手
段
と
な
り
、
現
在
存
在
す
る
人
間
の
た
め
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
れ
ば
、

テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー
は
個
人
と
環
境
の
あ
い
だ
に
調
和
的
な
綜
合
を
も
た
ら
し
、

再
び
人
間
的
な
も
の
と
な
っ
て
、
真
に
人
間
的
な
世
界
を
つ
く 

り
だ
す
で
あ
ろ
う
。

サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
も
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
人
間
の
心
に
、
人
間
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
 

政

治

的•

社
会
的
・
経
済
的
組
織
が
こ
の
尊
敬
の
念
に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、

そ
う
し
た
組
織
を
構
成
す
る
こ
と
に
人
間
は 

つ
い
に
は
成
功
す
る
だ
ろ
う
。
」

以
上
の
分
析
か
ら
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
い
か
な
る
教
訓
を
引
き
出
す
だ
ろ
う
か
。 

ま
ず
第
一
に
真
の
人
間
的
な
社
会
主
義
は
そ
の
革
新
的
性
格
を
経
済
組
織
の
改
変
の
み
に
限
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
テ
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ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
い
か
に
使
用
す
る
か
を
再
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、

す
べ
て
の
経
済
組
織
に
お
い
て
機
械
学
と
テ
ク 

ノ
ロ
ジ
ー
は
人
間
を
疎
外
へ
と

導

き

つ

つ

あ

る(

生
産
額
が
神
秘
化
さ
れ
る
こ
と
、

労
働
に
対
す
る
個
人
の
関
係
が
抽
象
的
で
あ
る 

こ
と
、
人
工
的
な
必
要
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
、

な
ど)

。

人
間
的
な
社
会
主
義
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
す
る
さ
い
に
こ
う
し
た
疎 

外
的
な
性
格
を
と
り
除
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
、
適
当
な
道
徳
律
と
心
理
的
分
析
に
よ
っ
て
人
間
を
そ
の
疎
外
か
ら
完 

全
に
解
放
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
人
間
的
な
社
会
主
義
は
、
人
間
の
運
命
を
決
定
す
る
の
に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

歴
史
の 

流
れ
に
調
和
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
れ
集
団
的
な
も
の
で
あ
れ
、
情
熱
の
力
の
入
り
こ
む
余
地
を
残
す
こ
と 

で
あ
る
。

そ
れ
は
新
し
い
緊
張
と
敵
対
を
ひ
き
起
し
、

テ
ク
ノ
戸
ジ
ー
に
よ
る
個
人
の
奴
隸
化
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
そ 

れ
は
、
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
弁
証
法
を
通
じ
て
何
百
万
の
人
間
の
生
活
を
犧
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
で
創
造
的
な
個
人
と 

健
康
な
社
会
の
な
か
に
闘
争
と
抑
圧
が
生
ま
れ
る
と
信
ず
る
こ
と
で
あ
る̂
 

だ
が
卒
直
に
い
っ
て
、
機
械
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
そ
の
本
性
上
人
間
を
奴
隸
化
す
る
傾
向
を
も
つ
。

そ
れ
ら
は
、
資
本
主
義
の 

非
人
間
的
な
性
格
と
同
じ
く
ら
い
に
危
険
な
敵
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
環
境
は
、
あ
る
地
域
に
導
入
さ
れ
た
、
新
し
い
組
織
を
も
っ
た
耕
作
地
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
地
は 

突
如
と
し
て
、
農
民
の
希
望
を
破
壊
す>

5
寄
生
虫
に
襲
わ
れ
る
。

そ

う

し

た

寄

生

虫(

権
力
へ
の
熱
望
、
利
己
主
義
、
貪
欲
、

立
身
出
世
主
義
、
事
な
か
れ
主
義)

と
同
様
、
人
間
の
疎
外
は
テ
ク 

ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
環
境
の
う
ち
に
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
の
う
ち
に
、
新
し
い
餌
と
、

繁
殖
に
特
別
都
合
の
い
い
場
所
と
を
見
出
す
。 

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
的
な
社
会
主
義
は
所
有
の
あ
り
方
を
改
変
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
え
な
い
。

そ
れ
は
、
若
人
に
彼
ら
の
個
性
を 

自
由
に
伸
ば
す
よ
う
教
育
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

古
い
型
の
人
間
関
係
を
改
変
す
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
っ
た
ん
人
間
関
係
が 

友

好

的

で

生

産

的(

小
規
模
で
各
人
に
責
任
を
も
た
せ
る
集
産
制
、
労
働
集
団
、

労
働
者
の
自
律)

な
も
の
と
な
れ
ば
、

テ
ク
ノ
ロ 

ジ
ー
を
使
用
す
る
さ
い
に
・
そ
れ
を
抱
く
必
要
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
の
と
き
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
理
生
に
よ
り
、
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ヂクノロジーの現象

友
情
に
よ
り
、

ま
た
創
造
的
な
生
活
へ
の
必
要
と
文
化
へ
の
愛
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
疎
外
の
入
り
こ
む
余
地
は
も
は
や
な
く
な
る 

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
真
の
人
間
的
な
社
会
主
義
組
織
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ 

う
。 

〔
片
山
洋
之
介
訳
〕

??????

ー
九
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十
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月
二
十
四
日
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
と
未
来

ノ I

マ

ン

・

ト

マ

ス

N
o
r
m
a
n

 T
h
o
m
a
の

は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
党
の
指
導
者
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い 

る
。
彼
は
、

一
ハ
八
四
年
に
生
ま
れ
、
第
一
次
大
戦
ま
で
は
ハ
ー
レ
ム
で
牧
師
を
し
て
い
た
。 

第
一
次
大
戦
中
、
こ
の
党
が
戦
争
の
問
題
、
経
済
の
変
革
の
必
要
に
現
実
的
に
直
面
し
て
い 

る
唯
一
の
組
織
で
あ
る
と
信
じ
て
入
党
し
た
。
彼
は
六
度
社
会
党
公
認
候
補
と
し
て
米
大
統 

領
選
に
出
馬
、
ま
た
ニ
エ
ー
ヨ
ー
ク
市
長
、

ニ
ュ
ヨ
—
ク
州
知
事
に
も
立
候
補
し
た
。
著
書 

に

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
良
心
的
反
対
者
』、
『
戦
争
—
利
益
な
し
、名
誉
な
し
、必
要
な
し
』 

『
あ
る
社
会
主
義
者
の
信
条
』

『
偉
大
な
る
反
対
者
た
ち
』
が
あ
る
。
戦
後
、
世
界
会
議
、
 

労
働
研
究
協
会
の
議
長
、
健
全
な
核
政
策
の
た
め
の
国
内
委
員
会
、
労
働
者
防
衛
同
盟
を
含 

む
多
く
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
歴
任
す
る
。

『
明
日
の
世
界
』
を
発
刊
、
編
集
し
、
後
に 

ア
メ
リ
カ
市
民
自
由
同
盟
と
な
っ
た
市
民
自
由
事
務
局
の
組
織
者
の
一
人
で
あ
る
。 

も
し
社
会
主
義
を
、
福
祉
立
法
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
た
、

大
規
模
な
政
府
に
よ
る
計
画
と
管
理
を
と
も
な
う
高
度
な
共
同
経
済 

と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
は
事
実
上
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
は
、

わ
れ
わ
れ
が
戦
争
で
自
滅
し
な
い
と
仮
定
す 

れ
ば
、
現
在
の
発
展
の
論
理
的
拡
張
で
あ
る
。

し
か
し
社
会
主
義
が
、
共
通
の
善
の
た
め
に
自
然
資
源
や
、

す
ば
ら
し
い
道
具
を
十 

分
に
使
っ
て
ゆ
く
自
由
人
の
同
胞
的
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
は
必
然
的
な
も
の
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
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バ
リ
—
•

ゴ
ー

ル
ド
ウ
オ1

タ
ー
上
院
議
員
の
選
出
で
さ
え
、
通
俗
的
社
会
主
義
、

も
っ
と
正
確
に
は
、
福
祉
的
未
来
を
と
も
な 

う
軍
国
主
義
的
社
会
秩
序
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
現
在
の
潮
流
を
阻
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
っ
た
く
あ
り 

そ
う
も
な
い
こ
と
だ
が
、
万
一
冷
い
戦
争
が
近
い
将
来
お
さ
ま
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
潮
流
に
よ
っ
て
な 

し

遂

げ

う

る

も

の

は(

真
の
社
会
主
義
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ)

資

本

主

義

が

文

字

通

り

尊

重

す

る

「
自
由
企
業
」

に
対
し
配
慮
す 

る
の
で
は
な
く
、
管
理
さ
れ
た
経
済
に
お
い
て
私
的
利
益
を
最
大
限
に
維
持
す
べ
く
親
切
に
配
慮
す
る
福
祉
国
家
資
本
主
義
と
い
う 

も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
る
今
世
紀
の
著
し
い
発
展
は
、
真
の
自
由
放
任
経
済
へ
の
復
帰
な
ど
、

と
う
て
い
不
可
能
に
し
て
い
る
。

い 

ま
で
は
遠
い
昔
、
私
が
こ
の
自
由
放
任
経
済
を
教
え
ら
れ
た
若
い
頃
、

そ
れ
は
す
で
に
大
企
業
の
私
的
集
団
主
義
の
犠
牲
に
な
っ
て 

い
た
。

こ
ん
に
ち
で
は
、
人
口
の
爆
発
的
増
加
、
戦
争
と
戦
時
経
済
、

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、

水
を
も
含
め
た
こ
れ
ま
で
容
易
に
手 

に
入
っ
た
自
然
資
源
の
枯
涸
等
が
、

ア

ダ

ム

・
ス
ミ
ス
に
は
理
解
し
え
な
い
ほ
ど
に
経
済
過
程
の
全
面
的
な
計
画
と
統
合
を
必
要
と 

し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

い
ま
や
将
に
人
類
の
過
去
の
歴
史
的
経
験
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
豊
富 

な
経
済
の
淵
に
た
っ
て
い
る
。
人
間
は
、
豊
富
な
生
産
の
た
め
に
科
学
的
発
見
や
技
術
的
発
明
を
必
要
と
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は 

第
二
次
大
戦
の
は
じ
め
ま
で
は
、
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
、
宇
宙
空
間
征
服
の
入
口
に
ま
で
人
類
を
つ
れ
て
き
た
。

し
か
し
富
裕
な 

ア
メ
リ
カ
で
も
な
お
、
平
均
的
生
活
水
準
を
か
な
り
下
ま
わ
る
人
が
、

四
千
万
人
か
ら
五
千
万
人
も
い
る
し
、

全
世
界
を
み
れ
ば
、 

三
分
の
二
の
人
間
が
、
空
腹
と
飢
餓
の
あ
い
だ
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。

よ
り
よ
い
未
来
へ
の
展
望
に
、
驚
く
べ
き
人
口
増
加
と
、

わ 

れ
わ
れ
の
政
治
・
経
済
組
織
に
対
す
る
愚
劣
さ
と
不
適
切
さ
に
よ
っ
て
暗
い
影
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
い
ま
な
お
戦 

争
を
さ
し
示
し
て
い
る
し
、
も
し
戦
争
が
避
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
貧
困
、
文
盲
、
病
気
を
征
服
し
う
る
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
。 

ま
じ
め
な
思
想
家
や
作
家
は
だ
れ
で
も
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
将
来
政
府
の
管
理
や
所
有
を
内
容
と
す
る
官 

僚
の
計
画
を
、

よ
り
い
っ
そ
う
強
化
し
な
け
れ
ば
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
—
や
自
然
資
源
の
科
学
的
・
技
術
的
支
配
は
な
し
え
な
い
と 

主
張
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
現
在
世
界
を
左
右
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
宗
教
に
よ
っ
て
あ
お
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

わ
れ
わ
れ
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ーマニスティックな社会主義と未来

の
計
画
や
管
理
が
、
多
く
の
重
要
な
点
で
世
界
的
規
模
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
類
に
と
っ
て
幸
福
な
生
活
は
け
っ
し
て
獲
得
さ 

れ
も
し
な
い
し
、

維
持
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

'

も
っ
ぱ
ら
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
質
を
征
服
す
る
人
間
の
息
づ
ま
る
よ
う
な
業
績
だ
け
を
注
視
し
て
い
る
観
察
者
は
、

わ
れ
わ 

れ
が
活
力
や
同
胞
へ
の
信
頼
を
一
般
に
喪
失
し
て
い
る
事
実
に
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。

わ
が
国
の
文
学
、
芸
術
や
日
常
会
話
に
は
、
 

最
悪
の
場
合
に
は
一
種
の
自
己
軽
蔑
、
合
理
性
に
つ
い
て
の
懐
疑
さ
え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
愚
者
の
船
の
船
客
で
あ 

り
、

わ
れ
わ
れ
は
官
能
的
な
快
楽
の
う
ち
に
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
が
、

た
い
て
い
そ
れ
は
空
し
く
終
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
性 

に
溺
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逃
避
し
よ
う
と
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
地
図
帳
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
に
は
天
国
の
ヴ
ィ
ジ
ョ 

ン
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
見
方
は
、

す
べ
て
の
十
ぱ
ー
か
ら
げ
の
一
般
化
と
同
じ
よ
う
に
、
重
大
な
例
外
や
変
容
を
無
視
し
て
い
る
。

か
つ
て
の 

わ
が
国
民
の
誇
り
高
き
自
負
を
回
顧
す
る
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
深
刻
な
胸
騒
ぎ
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

面
倒
な 

こ
と
は
、

一
つ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
自
然
力
の
統
御
と
、

わ
れ
わ
れ
自
身
お
よ
び
わ
が
国
の
制
度
の
統
御
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
驚
く
べ 

き
落
差
に
存
在
す
る
。

ま
た
一
つ
に
は
、

二
つ
の
世
界
大
戦
に
よ
り
蒙
っ
た
激
変
で
あ
り
、

し
か
も
第
三
次
大
戦
を
狂
気
の
よ
う
に 

準
備
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
一
つ
に
は
、

ま
す
ま
す
多
く
の
寺
院
、
教
会
が
建
て
ら
れ
な
が
ら
宗
教
的
信
仰
、
精
神
的
権
威
が
地
に 

堕
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
お
よ
び
社
会
制
度
上
の
失
敗
は
、

わ
れ
わ
れ
を
無
気
力
、

冷
笑
的
態
度
、
絶
望
に
追 

い
や
る
ほ
ど
徹
底
的
な
も
の
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

私
の
こ
れ
ま
で
の
生
涯
に
お
い
て
、

戦
争
や
多
く
の
憎
悪
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、

ま
た
自
然
力
の
支
配
の
進
歩
に
よ
り
均
衡
が
す
っ
か
り
く
つ
が
え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
多
く
の
方
面
で
社
会
的 

進
歩
が
お
こ
な
わ
れ
て
来
た
。

そ
の
進
歩
は
大
部
分
、
社
会
主
義
的
思
考
と
組
織
の
、
意

識

的
•

無
意
識
的
な
力
に
よ
る
も
の
で
あ 

っ
た
。 

• 

以
上
の
信
念
は
一
般
に
抱
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

私
は
こ
の
美
し
い
国
土
を
旅
行
し
、

と
く
に
さ
ま
ざ
ま
の
大
学
で
多
く
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の
聴
衆
に
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
講
演
後
の
質
疑
応
答
そ
の
他
の
接
触
の
さ
い
に
い
つ
も
奇
妙
に
思
う
こ
と
は
、
私
の
道
徳
的
・
人 

道
的
基
盤
に
関
す
る
批
評
に
対
し
て
挑
戦
し
、
未
来
に
つ
い
て
の
私
の
警
告
に
対
し
て
反
駁
す
る
傾
向
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と 

で
あ
る̂

彼
ら
が
主
張
し
た
こ
と
は
、

と
に
か
く
個
人
的
自
由
が
資
本
主
義
—

こ
ん
に
ち
通
常
、

不
正
確
な
表
現
で
よ
ば
れ
て
い 

る

「
自
由
企
業
」-
-

と
と
も
に
滅
び
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
自
由
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
に
対
す
る
愛
着
は
、
意
識
の
あ
る
段
階
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

私
の
若
い
頃
に
は
、
資
本
主 

義
は
生
産
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
き
な
議
論
の
的
で
あ
っ
た
が
、

こ
ん
に
ち
で
は
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
評
価
さ
れ 

る
こ
と
は
少
な
く
、

「
自
由
」
も

「
ポ
ー
ル
・
ゲ
テ
ィ
と
同
じ
く
ら
い
金
持
に
な
ろ
う
と
す
る
私
の
権
利
」

で
あ
る
と
大
学
生
に
ょ 

っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
な
の
で
あ
る
。

現
代
の
大
学
生
に
と
っ
て
は
、
人
種
、
信
仰
、
皮
膚
の
色
に
か
か
わ
ら
ず
法
的
権
利 

の
平
等
を
与
え
、

ま
た
可
能
な
か
ぎ
り
各
人
に
機
会
を
与
え
る
社
会
へ
の
関
心
は
な
く
、

ま
た
、

他
の
す
べ
て
の
権
利
に
も
ま
さ
っ 

て
、

「
知
り
、
論
じ
、
発
言
す
る
権
利
に
対
す
る
」

ミ
ル
ト
ン
の
情
熱
と
い
う
も
の
も
な
い
。 

不
在
地
主
に
よ
る
所
有
か
ら
、
あ
る
い
は
他
人
の
労
働
を
管
理
し
搾
取
す
る
こ
と
か
ら
莫
大
な
利
益
を
得
る
、
金
持
で
恵
ま
れ
た 

ひ
と
び
と
の
権
利
を
自
由
と
同
一
視
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
病
弊
の
一
つ
で
あ
る
。

極
端
な
独
裁
主
義
国
家
や
全
体
主
義
的
国
家 

の
も
と
で
さ
え
も
、

一
般
に
社
会
主
義
経
済
を
も
ち
う
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
事
実
か
ら
、
私
の
共
産
主
義
へ
の
反
対
が
生
じ 

る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
よ
う
な
社
会
主
義
政
府
の
も
と
で
は
、
国
家
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
、

す
な
わ
ち 

一
者
と
多
数
者
の
あ
い
だ
の
完
全
な
均
衡
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

一
般
の
ひ
と
び
と
を
奴
隸
化
す
る
よ
り
は
む
し 

ろ
解
放
し
た
の
で
あ
っ
た
。

私
に
対
す
る
質
問
者
は
、
社
会
主
義
が
自
由
の
終
末
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
次
の
よ
う
な
根
強
い
不
信
の
念
を
ほ 

の
め
か
し
た
り
公
言
し
た
り
す
る
。

す
な
わ
ち
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
個
人
と
し
て
の
人
間
は
戦
争
を
避
け
る
た
め
に
、

す
な
わ
ち
死
の 

た
め
に
で
は
な
く
生
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
驚
く
べ
き
力
を
全
体
の
富
の
た
め
に
使
用
す
る
よ
う
な
、
自
由
人
の
共
同
体
へ
と
、 

全
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
大
し
た
こ
と
は
な
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
挙
げ
る
困
難
は
現
実
に
存
在
し
、
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ヒューマニスティックな社会主義と未来

ま
た
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
世
代
は
、

そ
れ
を
挑
戦
と
し
て
受
け
と
ら
ず
、
宿
命
的
な
敗
北
と
し
て
受
け
と
つ 

て
い
る
。

そ
の
敗
北
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
恵
ま
れ
た
個
人
に
と
っ
て
は
、
物
質
的
豊
か
さ
や
性
の
快
楽
に
よ
っ
て
無
限
に
軽
減
し 

う
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
程
度
の
敗
北
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
の
心
配
す
る
唯
一
の
危
険
は
、
共
産
主
義
と
い
う
悪
魔
に
ょ 

っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
。

そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
分
析
さ
れ
た
り
、

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

た
だ
怖
れ
憎
む
べ
き
も
の 

で
あ
り
、
あ
る
程
度
反
自
由
主
義
的
政
策
を
と
り
、

ま
た
破
壊
的
兵
器
を
無
限
に
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
彼
ら
は
身
を
ま 

も
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
が
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
こ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か 

で
あ
る
。

こ
の
空
気
に
対
し
て
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
別
の
道
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
支
持
者 

は
確
実
な
勝
利
を
公
言
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、

同
じ
よ
う
に
悲
観
的
な
批
評
家
も
、
人
間
の
制
御
力
を
超
え
た
カ 

が
わ
れ
わ
れ
を
自
殺
へ
と
運
命
づ
け
て
い
る
と
立
一
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
に
直
面
し
て
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
に
は
何
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
積
極
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム 

と
し
て
は
、

こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
、
市
民
的
自
由
、
民
主
主
義
に
お
け
る
地
位
、
社
会
に
よ
っ
て
与
え
ら 

れ
る
適
当
な
教
育
施
設
と
健
康
施
設
へ
の
権
利
な
ど
、
個
人
に
関
し
て
社
会
主
義
が
獲
得
し
た
業
績
を
、
着

実

に

保

存•

改
善
し
な 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
強
力
な
国
家
を
準
備
し
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
間
が
国
家
の
た 

め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
が
つ
ね
に
人
間
の
た
め
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

立
派
な
政
府
が
要
求
す
る
の
は 

た
ん
に
普
通
選
挙
と
い
う
形
式
だ
け
で
は
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
そ
れ
は
国
家
の
傀
儡
で
は
な
い
労
働
組
合
、
専
門
家
団
体
、
協
同 

組
合
な
ど
の
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
存
在
を
必
要
と
す
る
こ
と
、

を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義 

は
ま
た
深
刻
な
貧
困
下
の
現
状
に
お
い
て
も
、
個
人
を
尊
重
す
る
精
神
の
も
と
に
人
口
の
爆
発
的
増
加
に
対
処
で
き
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ"

ク
な
社
会
主
義
の
原
則
は
、

こ
れ
を
口
で
い
う
こ
と
は
簡
単
だ
が
実
行
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。 

民
主
主
義
の
機
構
は
、
都
会
と
田
舎
、
産
業
革
命
初
期
と
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
時
代
と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

合
衆
国
憲
法
は
民
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主
主
義
の
た
め
に
非
常
に
有
用
で
は
あ
っ
た
。
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
権
力
の
分
離
、

立
法
権
、
行
政
権
、

司
法
権
の
分
立
も
活
動 

の
妨
げ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
最
近
の
国
会
の
記
録
は
、

こ
の
説
に
挑
戦
し
は
じ
め
て
い
る
。
議
会
は
そ
れ
自
身
の
手
続 

き
を
改
革
し
、
各
党
が
自
党
の
公
約
や
綱
領
に
も
っ
と
責
任
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
を
な
し
う
る
。

そ
の
た
め
に 

は
お
そ
ら
く
、
憲
法
の
部
分
的
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
社
会
主
義
的
考
察
に
値
す
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。

人
間
が
過
去
の
特
徴
で
あ
る
貧
困
の
経
済
か
ら
脱
出
し
、
豊
富
な
経
済
の
門
口
に
ま
で
到
達
し
た
こ
ん
に
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
社
会 

主
義
が
ひ
と
び
と
の
忠
実
な
支
持
を
獲
得
す
る
よ
う
尽
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
豊
か
な
経
済
は
、

サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
お 

か
げ
で
、
肉
体
的
労
働
で
あ
れ
、
精
神
的
労
働
で
あ
れ
、
重
労
働
、
反
復
作
業
、
流
れ
作
業
を
、
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
無
用
の
も 

の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
う
安
易
に
満
足
す
る
こ
と
も
で
き 

な
い
。

わ
が
国
で
は
ま
だ
豊
か
な
富
を
分
配
す
る
方
法
や
、

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
急
速
な
発
達
と
結
び
つ
い
た
失
業
と
余
暇
を
処 

理
す
る
方
法
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、

世
界
の
人
口
の
大
半
は
、
豊
か
に
生
産
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
資
財
を
も
欠 

い
た
国
に
暮
ら
し
て
い
る
。
彼
ら
は
貧
困
と
無
知
の
う
ち
に
、
人
口
の
爆
発
的
増
加
を
続
け
、
望
ま
し
い
未
来
の
到
来
を
妨
げ
て
い 

る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
、

た
ん
に
同
胞
愛
の
美
し
さ
に
つ
い
て
説
教
す
る
の
を
や
め
て
、
冷
静
に
プ
ロ
グ
ラ 

厶
に
従
っ
て
こ
の
状
況
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
的
に
は
、
社
会
主
義
の
土
台
を
支
え
て
来
た
の
は
大
部
分
、
階
級
闘
争
説
と
、

「
労
働
者
階
級
」

へ
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
現
在
の
状
況
で
は
、

こ
の
呼
び
か
け
は
け
っ
し
て
適
当
な
も
の
で
は
な
い
。
論
理
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
型
の
全
労
働
者
と
、
 

こ
れ
ら
の
労
働
者
が
用
い
る
道
具
や
設
備
や
資
源
の
所
有
者
と
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
区
別
が
存
在
す
る
。

し
か
し
多
く
の
事
実 

が
示
す
通
り
、

こ
の
区
別
だ
け
に
頼
っ
て
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ"

ク
な
社
会
主
義
運
動
を
組
織
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。 

以
下
に
そ
の
理
由
を
い
く
つ
か
述
べ
よ
う
。

H 
歴
史
的
に
み
て
、
人
間
が
行
動
の
た
め
に
団
結
す
る
の
は
、
主
に
経
済
的
な
階
級
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
部
族
、
都
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市
国
家
、
国
家
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
じ
宗
教
を
信
奉
す
る
ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
に
強
い
連
帯
感
が
存
在
し
た 

こ
と
も
あ
る
。
経
済
上
の
エ
リ
—
卜
が
、

こ
れ
ら
の
忠
誠
心
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
巧
み
に
操
っ
た
こ
と
は
、

一
つ
の
論
点
で
あ 

る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
が
、

必
ず
し
も
階
級
闘
争
の
優
位
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

2 
世
界
の
労
働
者
は
、

み
ず
か
ら
の
鎖
以
外
に
失
う
べ
き
も
の
を
何
一
つ
も
た
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

歴
史
的
に
は
、
国 

に
よ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
の
労
働
者
の
諸
階
層
に
よ
り
、
鎖
の
重
さ
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
階
級 

の
武
器
で
あ
っ
た
労
働
組
合
の
お
か
げ
で
、
組
織
労
働
者
は
社
会
に
お
け
る
自
己
の
場
を
も
っ
て
い
た
し
、

そ
の
組
合
員
の
多
く
は 

自
分
の
家
庭
を
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
分
け
前
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
支
配
階
級
に 

属
し
て
い
る
。
集
団
と
し
て
の
労
働
組
合
は
、
莫
大
な
資
産
や
証
券
を
所
有
し
て
い
る
。

そ
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
欠
陥
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
労
働
組
合
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
も
ま
た
健
全
な
社
会
に
と
っ
て
も
は
か
り
知
れ
ぬ
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら 

は
大
部
分
の
労
働
者
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

正
義
と
博
愛
を
求
め
て
闘
っ
て
い
る
人
類
の
代
理
人
と
し
て
も
考
え
ら 

れ
な
い
。

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ジ
ク
な
社
会
主
義
は
、

た
し
か
に
労
働
組
合
を
そ
の
支
柱
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、

だ
か
ら 

と
い
っ
て
そ
の
支
柱
の
上
に
の
み
築
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
、
人
間
家
族
へ
の
倫
理
的
な
呼
び
か
け
を
不
可
欠
な
要
素
と
す
る
。
あ
る
意 

味
で
は
、

そ
れ
は
、

と
く
に
来
る
べ
き
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
時
代
に
お
い
て
は
、
生
産
者
と
し
て
の
人
間
よ
り
も
消
費
者
と
し
て
の 

人
間
の
欲
求
に
語
り
か
け
ね
ば
な
ら
い
。

そ
の
呼
び
か
け
は
、
平
和
と
同
胞
愛
と
い
う
、
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
高
揚
す
る
も
の 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
よ
う
な
大
問
題
を
最
も
よ
く
処
理
す
る
こ
と
を
、
社
会
主
義
の
義
務
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ 

う
。
す
な
わ
ち
、
全
体
の
富
の
た
め
の
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
の
管
理
、
産

業
•

労

働

組

合•

政
治
的
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
、
生 

産
と
分
配
の
過
程
に
お
い
て
、
所

有
(

資
本
家)

と
同
一
視
し
え
な
い
存
在
た
る
経
営
者
の
果
た
す
役
割
、

そ
し
て
と
く
に
、

わ
が 

軍
国
国
家
の
政
治
と
経
済
と
い
う
諸
問
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
平
和
を
、
恐
怖
の
均
衡
に
依
存
さ
せ
て
い
る
限
り
、

こ
の
最
後
の
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問
題
に
満
足
の
い
く
よ
う
に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
察
は
、
社
会
主
義
の
至
上
の
役
割
が
、
平
和
に
か
か 

わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
導
い
て
い
く
。

わ
れ
わ
れ
は
、
平
和
の
う
ち
に
自
由
を
獲
得
し
、

維
持
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
自
由
と
は
、
死
体
と
瀕
死
の
人
間
の
呻
き
声
の
な
か
に
惨
め
に
生
き
残
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
と
静
か
に
歩
む
核
戦
争
に 

よ
る
恐
る
べ
き
廃
墟
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
大
問
題
の
ど
れ
一
っ
と
し
て
、
た
だ
、
強
力
な
国
家
が
公
共
の
所
有
を
大
幅
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な 

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
や
は
り
社
会
主
義
は
、
代
理
者
と
し
て
の
政
府
と
結
び
つ
い
た
社
会
所
有
の
拡
張
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

注
意
し
て
お
く
が
、
公
共
の
所
有
と
は
、
国
有
化
と
同
義
で
は
な
い
。
現
代
の
民
主
社
会
主
義
者
は
、
公
共
の
所
有
を
拡
充
し
た
い 

と
願
っ
て
い
る
が
、
生
産
お
よ
び
分
配
の
全
手
段
を
所
有
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
社
会
主
義
政
府
で
あ
っ
て
も
政
府
に
と
っ
て
必
要 

で
あ
り
望
ま
し
い
こ
と
と
は
け
っ
し
て
信
じ
な
い
。

公
共
の
利
益
に
必
要
な
操
作
は
、

労
働
立
法
と
課
税
に
よ
っ
て
確
立
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。
価
格
と
利
益
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
場
も
存
続
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

生
産
者
と
消
費
者
の
協
同
組
合
が
、
民
主
的
社
会
主 

義
の
も
と
で
は
大
き
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
獎
励
さ
れ
、
 

ま
た
そ
の
た
め
の
場
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ

れ

ら

の

事

実

を

心

に

と

ど

め

る

な

慘

、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
公
共
の
所
有
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ 

れ
を
拡
張
す
る
優
先
権
は
、

一
部
に
は
、
世
論
の
状
態
と
、
現
在
討
議
中
の
プ
ラ
ン
を
含
む
特
殊
な
条
件
に
か
か
っ
て
い
る
。
公
共 

へ
の
収
用
は
売
買
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
、
他
の
人
を
い
ま
ま
で
通
り
に
生
活
さ
せ
て
お
い
て
、
代
償
な
し
に
所
有 

者
か
ら
勝
手
に
収
用
す
る
こ
と
は
不
公
平
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
強
制
収
用
は
、
暴
力
と
闘
争
を
招
き
、
代
償
以
上
に
高
く
つ
く
。 

し
か
し
な
が
ら
社
会
主
義
は
、
政
府
の
破
産
、

公
益
事
業
の
破
産
に
終
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス 

の
炭
坑
や
鉄
道
に
お
い
て
は
国
家
が
、
経
営
の
失
敗
、
あ
る
い
は
企
業
の
不
運
の
救
い
主
と
な
り
、
保
守
的
評
論
家
の
非
難
の
的
に 

な
っ
て
い
る
の
は
興
味
あ
る
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
何
が
社
会
的
に
所
有
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
人
類
に
と
り
共
有
で
あ
る
べ
き
自
然
資
源
で
あ
る
。
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ヒューマニスティックな社会主義と未来

わ
が
国
の
連
邦
政
府
は
、
社
会
的
に
所
有
化
さ
れ
た
石
炭
、
鉄
、
石
油
産
業
を
組
織
す
る
の
に
最
適
の
地
位
に
あ
る
。

し
か
し
州
政 

府
も
計
画
の
立
案
に
参
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
政
府
こ
そ
こ
れ
ら
の
天
然
資
源
の
存
在
す
る
土
地
の
多
く
を
所
有
し
て
い
る 

の
だ
し
、
教
育
そ
の
他
の
必
要
な
施
設
の
資
金
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
土
地
へ
の
課
税
に
よ
る
収
入
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

か
ら
で
あ
る
。

大
森
林
、
広
域
の
植
林
さ
れ
た
土
地
は
、
社
会
的
に
所
有
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

た
ん
に
材
木
や
、
木
製
品
の
た
め
だ
け
で
な
く
、 

洪
水
予
防
の
た
め
に
も
、
社
会
的
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

地
球
の
表
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
土
地
所
有
へ
の
欲
求
は
人
の
心
に
深
く
根
づ
き
、
広
が
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
土
地
の
私
有 

は
、

い
ま
述
べ
た
例
外
を
除
い
て
、
占
有
と
使
用
と
い
う
基
準
に
も
と
づ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
地
代
が 

社
会
的
創
造
物
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
自
分
の
私
有
地
を
雑
草
の
生
え
る
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
し
て
も
、

そ 

の
私
有
地
が
都
市
の
近
郊
に
あ
れ
ば
、
自
分
の
土
地
を
耕
し
て
来
た
友
人
よ
り
も
ず
っ
と
高
い
値
段
で
売
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ 

る
。
社
会
主
義
者
は
、
改
良
工
事
分
を
別
に
す
れ
ば
、

地
代
は
社
会
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
課
税
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い 

う

ヘ

ン

リ

ー•

ジ
ョ
ー
ジ
の
原
理
を
採
用
し
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
税
は
、
単
一
税
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
府
収
入
は
、
土
地
に
対
す
る
改
良
工
事
よ
り 

も
、
土
地
そ
の
も
の
へ
の
税
、
重
い
相
続
税
、
所
得
税
と
い
う
三
つ
の
主
な
財
源
か
ら
得
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
消
費
者 

を
不
当
に
傷
つ
け
る
た
ぐ
い
の
課
税
も
あ
り
う
る
。

一
般
に
、
物
品
税
が
そ
れ
に
当
る
と
思
う
し
、

ま
た
私
は
、
刺
激
を
減
ら
す
こ 

と
に
よ
っ
て
経
済
的
な
自
主
性
を
不
当
に
禁
止
す
る
種
類
の
課
税
も
あ
り
う
る
と
思
う
。
下
手
に
割
当
て
ら
れ
た
所
得
税
が
そ
う
で 

あ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
正
当
な
税
負
担
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
過
剰
な
富
の
こ
と
の
方
が
私
に
は
心
配
で
あ
る
。
未
亡
人
や
未 

成
年
の
子
供
へ
の
配
慮
を
し
た
適
当
な
調
整
を
加
え
ら
れ
た
非
常
に
重
い
財
産
税
は
、
社
会
的
正
義
の
表
現
で
あ
っ
て
、
労
働
意
欲 

を
不
当
に
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
父
親
が
働
く
の
は
、
け
っ
し
て
子
ど
も
や
孫
が
働
か
な
い
で
す
む 

よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

巧I
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自
然
資
源
の
社
会
的
所
有
の
た
め
、
私
は
公
共
事
業
を
、

し
か
も
そ
れ
を
独
占
あ
る
い
は
準
独
占
と
し
、

わ
れ
わ
れ
に
最
も
役
立 

た
せ
る
べ
き
だ
と
、

つ
け
加
た
い
。
所
有
の
組
織
は
、T
V
 A

型
の
企
業
に
も
、
現
在
の
地
方
電
化
企
業
の
い
ず
れ
に
も
拡
大
し
う 

る
よ
う
な
柔
軟
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
提
案
す
る
公
共
の
所
有
の
次
の
候
補
は
、
鉄
鋼
の
よ
う
な
、

わ
れ
わ
れ
の
経
済
に
と
っ
て
基
礎
的
で
あ
り
、
通
常
ほ
と
ん
ど
、 

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
競
争
と
関
係
な
く
価
格
を
調
整
で
き
る
寡
占
の
手
の
う
ち
に
あ
る
産
業
で
あ
る
。 

社
会
主
義
は
、
公
共
の
所
有
を
促
進
す
る
以
上
に
、
国
民
所
得
を
ひ
と
び
と
に
分
配
す
る
方
法
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

で
あ
ろ
う
。

一
番
高
い
理
想
は
「
各
人
か
ら
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
に
は
そ
の
必
要
に
応
じ
て
」

と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理 

論
で
あ
ろ
う
。
以
前
は
私
は
、

こ
の
理
想
の
実
現
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が
、

い
ま
は
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
と
も
に
、
豊
か
な 

経
済
に
お
け
る
仕
事
の
供
給
は
、
多
く
の
点
で
非
常
に
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
は
、
私
た
ち
を
マ 

ル
ク
ス
主
義
の
理
想
に
よ
く
似
た
も
の
へ
と
追
い
た
て
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
は
じ
め
て
い
る
。 

社
会
的
所
有
が
万
能
薬
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
私
の
信
念
を
繰
り
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、

労
働
組
合
の
役 

割
、
経
営
と
人
間
と
の
関
係
、
民
主
主
義
を
産
業
に
効
果
的
に
適
用
す
る
問
題
な
ど
、

そ
の
前
で
社
会
主
義
が
停
滞
し
が
ち
で
あ
っ 

た
諸
問
題
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に&

る
だ
ろ
う
。
適
切
に
考
え
ぬ
か
れ
た
課
税
、
貨
幣
と
流
通
の
適
切
な
管
理
も
ま
た
、

ヒ
ュ 

I

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
主
義
に
よ
っ
て
さ
ら
に
開
発
さ
る
べ
き
問
題
に
属
す
る
。

し
か
し
社
会
主
義
の
最
も
緊
急
を
要
す
る
関
心
は
、
核
時
代
に
お
け
る
生
存
の
問
題
に
対
し
て
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
私 

の
信
念
も
、

こ
こ
で
繰
り
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
脅
迫
や
恐
怖
の
均
衡
に
よ
る
平
和
は
、

い
つ
か
偶
然
、
激
情
、
誤
算
、
あ
る 

い
は
計
画
に
よ
っ
て
崩
れ
さ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
軍
拡
競
争
へ
の
巨
大
な
支
出
は
、
軍
事
国
家
に
特
有
な
政
治
、
経
済
、

さ
ら
に 

市
民
の
自
由
の
基
準
を
わ
れ
わ
れ
に
圧
し
つ
け
て
く
る
。
戦
争
以
外
に
と
る
べ
き
道
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
、
思
慮
あ
る
人
の
支
持
を 

求
め
る
組
織
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

ー
九
六
二
年
の
綱
領
に
あ
る
社
会
主
義
イ
ン
タI

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
社
会
党
の
声
明
は
、
平
和
問
題
に
つ
い
て
の
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ューマニスティックな社会主義と未来

最
良
の
政
治
的
発
言
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

と
に
か
く
社
会
主
義
は
い
ま
ま
で
よ
り
も
大
き
な
勢 

力
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
民
主
社
会
主
義
は
、
非
暴
力
の
方
法
に
よ
る
勝
利
を
望
ん
で
い
る
し
、
現
存
の
国
家
の
政
治
活
動
の
機
構 

の
利
用
を
必
要
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
社
会
主
義
者
が
最
も
よ
く
国
有
化
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
事
柄
は
社
会
主
義
で
あ
る
」 

と
い
う
ポ
ー
ル
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
パ
ー

ク
の
言
葉
を
引
用
し
て
も
お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
社
会
主
義
は
、
国
際
主
義
を
も 

忘
れ
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
は
、
絶
対
主
義
国
民
国
家
と
い
う
宗
教
に
反
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
的
な
連
合
に
よ
っ
て
社
会
主 

義
へ
の
道
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

ま
た
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
主
義
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に 

各
国
で
勝
利
を
お
さ
め
れ
ば
、
自
動
的
に
平
和
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
念
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
主
義
が
人 

類
に
一
番
役
立
つ
も
の
な
ら
ば
、

そ
の
原
理
は
国
家
的
尺
度
よ
り
も
国
際
的
尺
度
の
も
と
で
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
共
産
主
義 

の
勃
興
と
戦
術
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
宗
教
の
拡
大
を
見
て
来
た
世
界
に
あ
っ
て
は
、
資
本
主
義
は
戦
争
の
唯
一
の
原
因
で
あ
り
、
社 

会
主
義
が
そ
の
確
実
、
唯
一
の
救
済
策
だ
と
い
う
古
い
安
易
な
教
義
は
有
効
で
あ
り
え
な
い
。
社
会
主
義
は
、
平
和
へ
の
意
識
的
な 

計
画
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
社
会
主
義
は
、

そ
の
古
い
活
力
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
い
か
に
し
て
な
し
遂
げ
ら
れ
る
か
、 

ど
ん
な
政
治
的
戦
術
を
最
も
賢
明
に
用
い
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
論
文
の
範
囲
を
越
え
た
問
題
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ 

イ
ッ
ク
な
社
会
主
義
は
、

こ
ん
に
ち
ま
で
の
社
会
主
義
の
豊
か
な
遺
産
だ
け
で
生
き
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
先
へ
進
む
た
め 

に
は
、
あ
の
遺
産
か
ら
、
知
恵
と
勇
気
を
引
き
出
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。 

〔
久
重
忠
夫
訳
〕 

(
1
)

こ
こ
の
公
共
の
所
有
者
に
関
す
る
数
節
は
、
私
の
近
著s

o
c

wヽ
 R
?
e

負?w
e
0

か
ら
の
要
約
と
部
分
的
引
用
で
あ
る
。
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計
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と
階
級
な
き
社
会

ヴ

ォ

ル

フ

ガ

ン

グ
•

ア

ー

ベ

ン

ト

ロ
 I
卜

w
-

f
g

a
n

g

 A
b
e
n
d
r
o
t
h

は
、

ー
九
〇
六
年
、

ド

イ

ツ

の

ヴ

ツ

ベ

ル

タ

ルH
エ
ル
ベ
ル 

フ
ェ
ル
ト
に
生
ま
れ
た
。

ー
九
三
三
年
ま
で
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
法
律
の
研
究
と
実
務
に
た 

ず
さ

わ

る

。

ベ

ル

ン

で

法

学

博

士

の

学

位

を

受

け

た

が

、

ー
九
三
七
年
、

第

三

帝

国

に

対

す 

る
非
合

法

活

動

に

よ

り

投

獄

さ

れ

た

。

第
二
次
大
戦

終

結

と

同

時

に

ブ

ラ

ン

デ

ン

ブ

ル

ク

の 

法

務

者

お

よ

び

ソ

ヴ

ィ

エ

ト

占

領

地

域

に

お

け

る

ド

イ

ツ

政

府

に

加

わ

る

。

現
在
マ
ー
ル
ブ 

ル
ク
大
学
法
学
教
授
で
、

こ
の
ほ
か
八
ル
レ
、

ラ
イ
プ
チ
ヒ
、

イ
エ
ナ
の
諸
大
学
お
よ
び
ヅ 

イ

ル

ヘ

ル

ム

ス

ハ

ー

ヴ

ェ

ン

の

社

会

科

学

実

科

大

学

な

ど

で

教

鞭

を

と

る

。

一
九
六
一
年
に 

・ 

は
、

ド

イ

ツ

社

会

主

義

学

生

連

合

を

援

助

し

た

か

ど

で

、

社

会

民

主

党

か

ら

除

名

さ

れ

た

が

、 

い
ま
な
お
ド
イ
ツ
社

会

主

義

連

合

の

中

央

委

員

を

つ

と

め

て

い

る

。

圣
や
書
に
は
、

『
ド
イ
ツ 

労

働

組

合

』
、
『
官

僚

制

と

社

会

民

主

政

治

『
ド

イ

ツ

社

会

民

主

主

義

の

興

隆

と

危

機

』
な 

ど
が
あ
る
。

組
織
資
本
主
義
下
の
計
画
管
理
の
問
題

組
織
資
本
主
義
は
、
資
本
の
集
中
と
技
術
の
加
速
度
的
進
歩
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
に
う
な
が
さ
れ
て
、
自
由
資
本
主
義
か
ら
直
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接
に
発
生
し
た
。
組
織
資
本
主
義
に
内
在
す
る
問
題
は
、
計

画

と

経

済

政

策

の

関

係

に

関

す

る

問

題(

し
た
が
っ
て
ま
た
経
営
と
経 

済
政
策
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題)

で
あ
る
。
組
織
資
本
主
義
の
萌
芽
は
、
個
々
の
企
業
主
に
か
わ
る
有
限
責
任
会
社
や
合
資
会
社 

の
登
場
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
。

「
そ
れ
自
体
と
し
て
社
会
的
生
産
様
式
の
上
に
立
ち
、

か
つ
生
産
手
段
お
よ
び
労
働
力
の
社
会
的 

集
積
を
前
提
す
る
資
本
が
、

こ
こ
で
は
直
接
に
、
個

人

資

本

と

の

対

立

に

お

け

る

社

会

資

本(

直
接
に
結
合
し
た
諸
個
人
の
資
本) 

の
形
態
が
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
諸
企
業
は
個
人
企
業
に
対
し
て
社
会
企
業
と
し
て
現
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様

(3)

式
そ
の
も
の
の
限
界
内
に
お
け
る
、
私
的
所
有
と
し
て
の
資
本
の
止
揚
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
資
本
の
所
有
者
は
、
「
た
ん
な
る
所
有 

者
、

た
ん
な
る
貨
幣
資
本
家
」

と
な
り
、
実

際

に

活

動

し

て

い

る

資

本

家

は

「
他
の
す
べ
て
の
労
働
と
同
じ
く
、

そ
の
価
格
を
労
働 

市

場

で

調

節

さ

れ

る-

種
の
熟
練
労
働
の
た
ん
な
る
労
働
賃
金:

：:

を
受
け
取
る
」

と

こ

ろ

の

「
た
ん
な
る
経
営
者
」
(

こ
ん
に
ち 

の
用
語
で
は
経
営
組
織
の
一
員)

と
な
る
。

さ

ら

に

「
労
働
者
の
協
同
組
合
工
場
に
お
い
て
も
、
管
理
賃
金
は
、
商
業
お
よ
び
産
業
の
い
ず
れ
の
監
督
者
に
つ
い
て
も
、

企
業 

者
利
得
か
ら
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て
現
わ
れ
る
。
」
「
多
数
の
産
業
的
お
よ
び
商
業
的
監
督
者
を
擁
す
る
階
級
が
形
成
さ
れ
た
」

の
で
、
 

「
企
業
者
利
得
と
管
理
賃
金
と
の
混
同
の
最
後
の
口
実
も
足
場
を
奪
わ
れ
て
、
実
際
上
で
も
利
潤
は
、

そ
れ
が
理
論
上
否
定
さ
れ
え 

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、

た
ん
な
る
剰
余
価
値
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
等
価
も
支
払
わ
れ
て
い
な
い
価
値
、
実
現
さ
れ 

た
不
払
い
労
働
と
し
て
、
現
わ
れ
た
。
」

同

様

に

「
現
実
の
監
督
者
の
横
お
よ
び
上
に
幾
人
か
の
管
理
役
員
会
お
よ
び
監
督
役
員
会 

が
現
わ
れ
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
事
実
上
管
理
と
監
督
は
、
株
主
か
ら
巻
き
上
げ
て
自
分
を
富
ま
す
た
め
の
口
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

(8)

こ
の
体
制
は
一
見 

二
つ
の
新
た
な
生
産
形
態
へ
の
た
ん
な
る
過
渡
点
」

で
あ
る
。

そ

れ

ゆ

え

「
そ
れ
は
若
干
の
部
面
で
は
独
占
を 

つ
く
り
だ
し
、

し
た
が
っ
て
、
国
家
の
干
渉
を
誘
発
す
る
。

そ
れ
は
、

一
つ
の
新
た
な
金
融
貴
族
を
、
発
起
人
、
創
立
人
、

た
ん
に 

名
目
的
な
重
役
の
姿
態
に
お
け
る
新
た
な
種
類
の
寄
生
虫
を
、
会
社
創
立
、
株
式
発
行
、
株
式
取
引
に
関
す
る
山
師
と
詐
欺
と
の
全 

制
度
を
、

再
生
産
す
る
。

そ
れ
は
、
私
的
所
有
の
統
制
を
欠
く
私
的
生
産
で
あ
る
」
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
変
化
し
た
体
制
は
た
だ
ち
に
、

ま
ず
企
業
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
次
い
で
企
業
の
自
動
的
結
合
に
よ
っ
て
、
計

ェ35
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画
の
領
域
を
拡
げ
る
。

「
個
々
の
工
場
内
に
お
け
る
社
会
的
組
織
と
全
生
産
に
お
け
る
社
会
的
無
政
府
状
態
と
の
矛
盾
」

は
企
業
の 

結
合
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
除
か
れ
る
。
問
題
は
い
わ
ば
赤
冃
後
に
押
し
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ト
ラ
ス
ト
に 

お
い
て
は
、
自
由
競
争
は
独
占
に
転
化
し
、
資
本
主
義
社
会
の
無
計
画
的
な
生
産
は
迫
り
つ
つ
あ
る
社
会
主
義
社
会
の
計
画
的
生
産 

に
降
伏
す
る
。
も
ちF

ん
、

こ

れ

は

さ

し

あ

た

り

ま

だ

資

本

主

義

家

た

ち

の

利

益

の

た

め

の

も

の

で

あ

る

ユ

こ

う

し

て

「
資
本
関 

係
は
止
揚
さ
れ
な
い
」
。
計
画
の
範
囲
は
次
第
に
拡
が
る
。

し
か
し
依
然
と
し
て
利
潤
こ
そ
計
画
の
目
的
で
あ
る
。

た
だ
し
計
画
に 

対
す
る
抽
象
論
的
敵
意
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
と
動
機
を
失
っ
た
。
経
営
者
の
社
会
的
立
場
か
ら
そ
の
よ
う
な
敵
対
的
議
論
が
主
張
さ
れ 

る
と
き
、
そ
の
主
張
の
果
た
す
機
能
は
客
観
的
社
会
意
識
か
ら
発
生
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
機
能
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の 

主
張
は
通
常
の
経
営
活
動
に
示
さ
れ
る
経
営
者
の
シ
ニ
カ
ル
な
操
作
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

こ
の
経
営
者
の
活
動
は
ま
ず
特
殊
な
経 

済
関
係
内
部
の
生
産
と
分
配
を
組
織
す
る
と
い
う
点
に
示
さ
れ
る
が
、
次

い

で
(

な
お
形
式
的
に
は
市
場
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い 

る
に
せ
よ)

他
の
経
済
構
造
か
ら
の
区
別
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
他
の
経
済
構
造
は
い
ず
れ
も
、

一
瞬
前
ま
で
は
純
粋 

競
争
に
も
と
づ
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
分
野
は
依
然
と
し
て
古
い
意
味
に
お
け
る
「
市
場
」

の
み
で
あ
る
こ
と
を
繰 

り
返
し
示
す
の
で
あ
る
。

生
産
・
分
配
・
信
用
な
ど
に
た
ず
さ
わ
る
中
小
企
業
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
つ
い
て
数
多
く
の
倂
禽
が
成
立 

し
、

そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
企
業
は
、

形

式

的•

法
的
独
立
性
は
維
持
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
は
経
済
的
自
己
決
定
や
自
由
な
発 

展
の
可
能
性
を
失
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
他
の
大
企
業
合
同
と
の
権
力
の
合
意
が
存
在
す
る
が
、

企
業
合
同
は
権
力
闘
争 

の
中
間
段
階
に
お
い
て
、
単
純
な
競
争
を
初
期
市
場
の
起
動
力
を
獲
得
す
る
た
め
の
過
渡
的
段
階
と
し
て
利
用
す
る
。
第
三
そ
し
て 

最
後
に
、
経
営
は
国
家
、
自
治
体
、

そ
の
他
の
必
要
な
政
治
決
定
機
関
と
区
別
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
経
営
が
公
権
を
利
用
し
、
自
分 

の
利
害
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
三
つ
の
公
共
活
動
の
領
域
は
、

す
べ
て
自
由
資
本
主
義 

世

界

の

「
自
由
企
業
」

と
ほ
と
ん
ど
共
通
点
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

組
織
資
本
主
義
の
計
画
は
出
発
点
と
さ
れ
た
経
済
の
組
織
化
さ
れ
た
部
門
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
資
本
主
義
内
部
の 

矛
盾
は
い
っ
そ
う
激
化
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
生
産
の
国
際
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

家

の

境

界(

あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
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の
よ
う
な
国
家
の
結
合)

は
通
常
、
国
際
紛
争
を
左
右
し
う
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
多
く
の
国
家
は
多
面
的
な
経
済
領 

域
が
相
互
に
重
複
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
目
標
も
鋭
く
対
立
し
、

ま
た
相
互
の
合
意
も
多
く
は
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を 

知

る
(

相
互
の
合
意
と
は
、
生
産
を
人
工
的
に
制
限
し
た
り
、
資
本
投
下
の
市
場
や
領
域
を
分
け
あ
う
こ
と
に
関
す
る
合
意
で
あ
る)

。 

同
時
に
こ
れ
ら
の
合
意
が
不
均
等
な
発
展
の
法
則
の
ゆ
え
に
破
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
、

ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ン
デ
ル
が
両
大
戦
間
お 

よ
び
第
二
次
大
戦
以
後
の
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
多
く
の
企
業
合
同
や
カ
ル
テ
ル
の
政
治
計
画(

と
そ
の
帰
結)

の
例 

に
よ
っ
て
詳
細
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
長
期
的
な
国
際
関
係
の
見
通
し
か
ら
す
れ
ば
、
国
際
計
画
は
け
っ
し
て
資
本 

主

義

的

生

産

様

式

の

内

部

矛

盾(

し
た
が
っ
て
恐
慌
の
危
機)

を
軽
減
し
は
し
な
い
。

権
力
闘
争
が
政
治
危
機
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
経
済
危
機
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ー
九
一
〇
年
に
ヒ
ル 

フ7
1

デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
論
的
に
説
明
さ
れ
た
。

い
ま
で
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ル
ガ
ル
テ
ン
が
膨
大
な
経
験
的
資
料
を 

研
究
し
て
次
の
こ
と
を
実
証
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
る
と
、
政

府

が

帝

国

主

義

的

外

交

政

策

を

求

め(

そ
し
て
好
戦
的
宣
言
を 

発
表
し)

よ
う
と
す
る
傾
向
は
、

こ
と
に
首
脳
部
の
秩
序
の
流
動
性
が
さ
も
な
く
ば
退
却
の
危
険
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
は
ず
の
彼 

ら
の
仕
事
や
危
険
性
の
な
い
利
益
を
保
証
し
う
る
と
き
に
は
け
っ
し
て
変
わ
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
組
織
資
本
主
義
に
よ
つ 

て
も
た
ら
さ
れ
た
非
生
産
的
な
国
際
的
冒
険
の
結
果
、
今
度
は
逆
に
不
安
定
な
傾
向
を
激
化
す
る
、
強
い
イ
い
フ
レ
傾
向
が
生
じ
る
。 

こ
う
し
て
先
進
資
本
主
義
社
会
の
基
礎
の
上
に
た
て
ら
れ
た
近
代
国
家
は
、

ま
す
ま
す
経
済
的
危
機
を
迎
え
る
か
、

そ
れ
と
も
貨
幣 

価
値
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
を
回
避
す
る
か
、

い

ず

れ

か

を

選

ば

ざ

る

を

え

な

い(

こ
の
よ
う
に
国
は
い
つ
も
中
下
層
階
級 

の
貯
蓄
を
吸
い
上
げ
る
の
で
あ
る)

。
故
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
予
算
案
の
根
拠
が
明
白
で
な
か
っ
た
の
は
、(

軍
備
の
再
増
強
に
も
か

(9 ) 

か
わ
ら
ず)

失

業

者

の

全

人
口
に
対
す
る
比
率
が
き
わ
め
て
高
率(

当
時
五
・
九
パ
ー

セ
ン
ト)

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
組
織
資
本
主
義
の
管
理
は
必
然
的
に
、

自
分
の
利
害
か
ら
し
て
、

公
共
資
源
の
分
配
と
過
剰
な
社 

会
生
産
部
門
の
配
分
に
よ
っ
て
た
ん
に
偶
発
的
な
国
家
の
干
渉
か
ら
組
織
的
な
国
家
の
行
政
に
移
行
す
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば 

な
ら
整
メ"
 

軍
国
主
義
的
資
本
主
義
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
公
共
投
資
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
の
は
、

主
と
し
て
組
織
資
本
主
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義
の
大
企
業
合
同
の
集
団
で
あ
る
が
、

し
か
し
ま
さ
に
公
共
資
源
を
こ
の
よ
う
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
部
門
の
長 

期
に
わ
た
る
相
対
的
な
安
定
性
が
保
障
さ
れ
、
他
の
集
団
が
自
力
で
福
祉
国
家
た
る
べ
く
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で 

あ
る
。

こ
う
し
て
、

労

働

者

は

賃

金(

あ
る
い
は
労
働
時
間
な
ど
の
労
働
条
件)

に
関
す
る
政
治
的
論
議
に
巻
き
こ
ま
れ
る
の
で
あ

〈21
〉
 

り
、

ま
た
社
会
立
法
の
問
題
に
つ
い
て
も
労
働
者
に
と
っ
て
相
対
的
に
好
ま
し
い
妥
協
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
行
政
の
妥
協
的
傾
向
は
、
資
本
家
が
政
府
の
強
い
影
響
力
を
も
ち
、
経
済
の
均
衡
を
調
整
し
う
る
場
合
に
の
み
見
ら 

れ
る
の
で
あ
り
、
経
済
的
不
況
期
に
は
明
ら
か
に
こ
の
傾
向
は
な
く
屋
る
。

そ
れ
は
い
っ
そ
う
反
動
的
に
な
り
、
突
如
と
し
て
た
ん

(
2
〉

な
る
軍
備
拡
充
政
策
か
ら
公
然
た
る
軍
事
計
画
中
心
の
政
治
に
変
わ
る̂

そ
の
と
き
、
計
画
に
対
す
る
自
由
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ 

ギ
ー
的
な
タ
ブ
ー
は
い
と
も
簡
単
に
廃
棄
さ
れ
る
。
組
織
資
本
主
義
の
経
営
に
と
っ
て
、
計
画
と
い
う
こ
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
も 

何
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
営
者
は
、

近

代

戦
(

ま
だ
核
戦
争
で
は
な(

3
3

 

で
さ
え
、
統
制
経
済
を
含
む
全
体
計
画
に
よ
っ
て
は
じ 

め
て
準
備
さ
れ
遂
行
さ
れ
う
る
こ
と
を
、
体
験
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

滋) 

経
営
者
は
時
に
よ
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
企
業
合
同
の
行
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

労
働
者
の
労
働
力
を 

搾
取
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
人
間
性
ま
で
も
踏
み
に
じ
っ
て
、
生
産
の
集
中
を
む
し
ろ
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
。
第
二
次
大
戦 

終
結
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
幸

い

に

し

セ

政

治

が

右

翼

か

ら

「
中
道
」

に
変
わ
っ
た
と
き
、

か
の
恐
る
べ
き
侵
略
行
為
に
は
た
ん 

な
る
附
属
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た
実
業
界
の
指
導
者
を
赦
し
、
彼
ら
に
財
産
を
返
還
し
た
の
は
、

ま
さ
に
経
営
の
影
響
下
に
あ
っ
た
大 

国
に
典
型
的
な
精
神
的
態
度
で
あ
っ
た
。
直
接
戦
争
計
画
を
支
持
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
(

第
三
帝
国
の
例
か
ら
み
て 

も)

組

織

的

蛮

行

を

内

容

と

す

る

悪

だ

く

み

に

参

加

し

よ

う

と

す

る

こ

と

で

あ

。 

に

対

よ

う

に

「
す
べ
て
」

に
お
い
て
戦
争
を
準
備
す
る
傾
向
は
、

企
業
に
直
接
の
利
益
を
期
待
さ
せ
、

そ
の
結
果
、

設
備
投
資
の 

(
)

過
剰
な
ど
と
い
っ
た
い
っ
そ
う
困
難
な
状
況
を
ひ
き
起
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
利
益
を
減
少
さ
せ
、

不
況
に
導
き
、

つ
い
に
は
経
済
的 

均
衡
を
破
壊
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
研
究
開
発
を
中
心
と
す
る
二
〇
世
紀
の
技
術
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
個
々
の
ト
ラ
ス
ト
の 

効
果
に
よ
る
の
で
は
な
く
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
全
経
済
力
に
よ
る
の
だ
と
い
う
仮
定
を
一
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
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一
次
大
戦
中
に
化
学
工
業
が
異
常
に
発
展
し
、

そ
の
結
果
、
化
学
肥
料
や
合
成
繊
維
の
生
産
を
飛
躍
的
に
進
歩
さ
せ
た
の
に
は
、

ド 

イ
ッ
政
府
の
戦
争
経
済
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
中
に
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
波
工
学
の
応
用
の
た
め
の
前
提 

条

件

が

開

発

さ

れ

た(

こ
れ
が
ま
た
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
開
発
の
前
提
と
な
っ
た)

の
も
、

ア
メ
リ
カ
の
戦
争
計
画
に
よ
る
の
で
あ 

る
。な

る
ほ
ど
、

こ
の
体
制
は
相
対
的
に
高
い
生
活
水
準
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う(

そ
れ
は
自
発
的
に
そ
う
な
る
の
で
は
な 

く
、
階
級
闘
争
に
お
け
る
妥
協
の
産
物
で
は
あ
る
が)

。

そ
の
結
果
、

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
マ
ス
の
よ
う
に
体
制
の
非
合
理
性
の
文
化 

的
・
社
会
哲
学
的
基
礎
を
認
識
し
て
い
る
者
で
さ
え
、
現
在
の
状
態
が
恒
久
的
な
も
の
で
、
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る 

よ
う
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
現

在

の

事

態

は

社

会•

心
理
的
対
立
の
原
因
を
払
拭
し
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
状
、
す
な
わ
ち
永
続
し
た
経
済
的
進
歩
を
遂
げ
、
完
全
雇
傭
に
成
功
し
、
社
会
主
義
的
階
級
意
識
を
ほ
ぼ 

完
全
に
抑
圧
す
る
こ
と
が
で
き
た
状
態
を
み
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
っ
て
八
バ
マ
ス
の
よ
う
な
鋭
い
時
代
の
観
察
者
も
圧
倒
さ
れ
る
の
も 

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
安
定
感
を
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
が
吹
き
飛
ば
し
、

労
働
者
の
生
活
水
準
を
ゼ
口
に
し
て
し
ま
っ
た
、

と
い 

う
事
実
を
彼
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
体
制
こ
そ
、

か
の
第
三
帝
国
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

ア
メ
リ
カ
で
恒
久
化
し
た
構
造
的
失
業
は
無
視
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、

ハ
バ
マ
ス
も
は
っ
き
り
と
認
め
、

そ 

の
起
源
を
適
切
に
解
明
し
て
い
る
こ
の
社
会
に
お
け
る
疎
外
へ
の
推
進
力
は
、
彼
の
考
え
か
ら
し
て
も
、
経
済
的
構
造
に
よ
っ
て
決 

定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
体
制
の
特
質
は
、

経
済
的
危
機
を
政
治
的
破
局
に
変
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た 

そ
れ
は
、

た
ん
な
る
潜
在
的
勢
力
か
ら
次
第
に
露
骨
な
権
力
的.
ハ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
と
発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
。
階
級
状
況
と
労
働 

者
の
階
級
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、

カ
ー

ル

・

マ
ル
ク
ス
が
ラ
サ
ー
ル
の
「
賃
銀
に
関
す
る
鉄
則
」

を
反
駁 

し
た
次
の
議
論
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。
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「.

し
た
が
っ
て
賃
銀
労
働
制
度
は
、

一
つ
の
奴
隸
制
度
で
あ
り
、

し
か
も
労
働
者
の
受
け
取
る
給
料
が
い
っ
そ
う
よ
い 

か
ま
た
は
い
っ
そ
う
悪
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
の
社
会
的
生
産
力
が
発
展
す
る
の
と
程
度
を
同
じ
く
し
て
、

ま
す
ま
す
苛
烈 

に
な
る
奴
隸
制
度
で
あ
る
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。.
.
.
.
.
.
.
.

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
結
局
奴
隸
制
の
秘
密
を
見
破
っ
て
突 

然
叛
乱
を
は
じ
め
た
奴
隸
の
な
か
で
、
時
代
遅
れ
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
た
ー
人
の
奴
隸
が
、
叛
乱
の
綱
領
に
、
奴
隸
制
は
廃
止
さ 

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
奴
隸
制
に
お
け
る
奴
隸
の
飼
養
は
、
あ
る
一
定
の
低
い
最
大
限
度
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら 

だ
、

と
書
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

し
か
も
、

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
意
識
の
消
失
は
他
の
昔
冋
度
に
産
業
化
の
進
展
し
た
国
々
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
の 

は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
組
織
資
本
主
義
と
い
う
社
会
基
盤
の
も
と
で
、
労
働
者
が
高
い
生
活
水
準
を
獲
得
し
た
国!

フ 

ラ
ン
ス
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ベ
ル
ギ
ー
、

イ
ギ
リ
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
の
各
国
に
み
ら
れ
る
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
。 

支
配
階
級
の
組
織
資
本
主
義
に
対
す
る
考
え
は
、
国
家
干
渉
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
経
営
管
理
や
計
画
の
形
態
に
つ
い
て
も
、

か 

っ
て
自
由
資
本
主
義
に
つ
い
て
抱
い
て
い
た
考
え
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

干
渉
と
い
う
こ
と
は
、

も
は
や
悪
魔
の
し
わ
ざ
と
は
考
え 

ら
れ
な
い
。
多

く

の

先

進

資

本

主

義

諸

国

と

そ

の

連

合(

ユ

ニ

オ

ン:

、
ー
ー
エI

ル
や
欧
州
共
同
市
場)

に
お
い
て
は
、

不
況
や
恐 

慌
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
、
国
家
に
よ
る
経
営
管
理
や
経
済
計
画
は
明
ら
か
に
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、

ま
ず
第
一
に
、
実
際
に
計
画
を
立
案
す
る
意
思
決
定
の
可
能
性
を
も
つ
の
は
経
営
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う 

こ
と
、

ま
た
そ
の
盟
友
集
団
で
あ
る
政
治
指
導
層
、
政
府
、
国
家
機
関
で
あ
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
。

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
上
部

(X
 )

構
造
の
形
成
に
お
い
て
と
り
わ
け
明
ら
か
で
あ
¢3
。

そ
れ
は
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
緊
急
補
正
憲
法
の
修
正
案
に
も
明
ら
か 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
内
政
の
不
安
定
と
戦
争
の
脅
威
の
も
と
に
、
政
府
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
民
主
的
権
利
を
と
り
あ
げ
、 

全

体

計

画
(

と
く
に
統
制
経
済
と
労
働
の
軍
事
化)

を
立
案
す
る
権
力
を
与
え
て
い
る
。

第
二
に
、
政
府
の
行
政
に
と
っ
て
つ
ね
に
指
標
と
し
て
の
決
定
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
、

大
企
業
の
利
潤
追
求
で
あ
り
、
計
画
は
、
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そ
こ
か
ら
ど
ん
な
不
合
理
が
生
ま
れ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
利
潤
追
求
を
目
標
と
し
て
い
る
。
組
織
資
本
主
義
の
計
画
は
、
合 

理
的
な
指
導
理
念
を
明
確
に
示
し
え
な
い
以
上
、

必
然
的
に
不
合
理
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
社
会
制
度
で
は
、
政
治
組
織
で
さ
え
計
画
さ
れ
る
こ
と
が
適
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
い
う
構
造
的
支
出
は
利
益
を 

減
少
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
計
画
の
組
織
は
時
に
は
、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
諸
規
準
を
決
定
す
る
上
で
イ
ニ
シ
ア
チ 

ヴ
を
取
ら
な
い
で
、

む
し
ろ
生
産
設
備
の
直
接
の
要
求
に
追
随
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

そ
し
て
生
産
を
社
会
化
す
る
過
程
に
参
加
す 

る
者
は
、
意
義
あ
る
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギI

や
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
新
し
い
生
産
力
は
、
必
然
的
に
計
画
へ
の
傾
向 

を
い
っ
そ
う
推
し
進
め
る
よ
う
に
な
り
、

し
か
も
同
時
に
手
仕
事
を
い
よ
い
よ
余
計
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
。

た
と
え
ば
、

こ
ん
に
ち 

の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
発
達
し
た
資
本
主
義
は
本
質
的
に
失
業
の
構
造
的
増
大
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
経
済
的
安 

定
性
を
破
壊
し
て
い
る
。

し
か
し
、

こ

れ

を

伝

統
的
方
法
に
よ
っ
て
克
服
し(

そ
う
し
て
現
存
の
体
制
に
と
っ
て
増
大
す
る
危
険
を 

除
去
し)

よ
う
と
す
る
試
み
は
け
っ
し
て
成
功
し
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
計
画
の
内
容
を
も
っ
ぱ
ら
権
力
や
個
々
の
企
業
集
団
の 

利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
に
そ
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
階
級
的
特
権
は
生
産
的
な
カ
と
両
立
し
な
い
。
後
者
は
た
え 

ず
商
品
の
産
出
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
え
ず
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
減
少
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。 

個
々
人
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
手
段
が
最
高
度
に
増
大
す
る
と
同
時
に
、
個
々
人
が
自
己
開
発
す
る
た
め
に
用
い
う
る
自
由
時
間 

も
最
高
度
に
増
大
す
る
と
い
う
傾
向
は
、

た
ん
に
発
展
の
可
能
性
で
は
な
く
、

必

然

的

に

実

現

さ

る

べ

き

目

標

で

あ

る(

さ
も
な
く 

ば
、
設

備

の

使

用•

管
理
と
い
う
こ
と
さ
え
、

不
可
能
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る)

。

全
体
的
社
会
計
画
の
形
式
と
、

そ
の
必
要
の
た 

め
に
組
織
資
本
主
義
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
諸
限
界
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
組
織
資
本
主
義
は
計
画
者 

を
指
導
層
に
限
定
し
、
計
画
を
巨
大
な
経
済
構
造
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
に
限
定
し
た
。

こ
の
よ
う
な
非
合
理
性
は
人
類
を
自
滅 

に
導
び
く
危
険
性
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で
お
り
、

こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
こ
そ
、

こ
ん
に
ち
最
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
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階
級
な
き
社
会
に
お
け
る
計
画
の
問
題

ま
ず
私
の
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、

カ

ー

ル•

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
次
の
よ
う
な
有
名
な
一
節
で
あ
る
。

「
一
つ
の
社
会
構
成
は
、

そ
れ
が
生
産
諸
力
に
と
っ
て
十
分
の
余
地
を
も
ち
、

こ
の
生
産
諸
力
が
す
べ
て
発
展
し
き
る
ま
で
は
、 

け
っ
し
て
没
落
す
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
、

さ
ら
に
高
度
の
生
産
諸
関
係
は
、

そ
の
物
質
的
存
在
条
件
が
古
い
社
会
自
体
の 

胎
内
で
孵
化
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
は
、
け
っ
し
て
古
い
も
の
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
は
つ
ね
に
、
 

自
分
が
解
決
し
う
る
課
題
だ
け
を
自
分
に
提
起
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
も
っ
と
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
と
、
課
題
そ
の
も
の
は
、
 

そ
の
解
決
の
物
質
的
諸
条
件
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
か
、

ま
た
は
少
な
く
と
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
場
合
に
だ
け
発
生
す
る
こ
と 

が
、

つ
ね
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
」

社
会
化
さ
れ
た
労
働
過
程
の
意
味
は
明
ら
か
に
た
だ
労
働
自
体
の
自
由
に
あ
る
。

そ
れ
は
、

労
働
過
程
が
そ
の
協
力
メ
ン
バ
ー
に 

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
き
に
可
能
と
な
る
。

「
自
由
の
国
は
、
実
際
、
窮
迫
と
外
的
合
目
的
性
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
労
働
が
な
く
な
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
始
ま
る
。 

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
事
柄
の
性
質
上
、

本
来
の
物
質
的
生
産
の
領
域
の
彼
方
に
あ
る
。
未
開
人
が
、
彼
の
欲
望
を
満
た
す
た
め 

に
、
彼
の
生
活
を
維
持
し
か
つ
再
生
産
す
る
た
め
に
、
自
然
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
文
明
人
も
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
 

し
か
も
、

い
か
な
る
社
会
形
態
に
お
い
て
も
、
可
能
な
い
か
な
る
生
産
樣
式
の
も
と
に
お
い
て
も
、

そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼 

の
発
展
に
つ
れ
て
、

こ
の
自
然
必
然
性
の
国
は
拡
大
さ
れ
る
。
諸
欲
望
が
拡
大
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
諸
欲
望
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を
満
た
す
生
産
諸
力
も
拡
大
さ
れ
る
。

こ
の
領
域
に
お
け
る
自
由
は
、

た
だ
次
の
こ
と
に
の
み
存
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
化 

さ
れ
た
人
間
、
結
合
さ
れ
た
生
産
者
が
、

こ
の
自
然
と
の
彼
ら
の
物
質
代
謝
に
よ
っ
て
盲
目
的
な
力
に
よ
る
よ
う
に
支
配
さ
れ
る 

こ
と
を
や
め
て
、

こ
れ
を
合
理
的
に
規
制
し
、
彼
ら
の
共
同
の
統
制
の
も
と
に
お
く
こ
と
、

こ
れ
を
最
少
の
力
の
支
出
を
も
っ
て
、 

か
つ
彼
ら
の
人
間
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
最
も
適
当
な
諸
条
件
の
も
と
に
、

お
こ
な
う
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は 

依
然
と
し
て
な
お
必
然
性
の
国
で
あ
る
。

こ
の
国
の
彼
方
に
、
自
己
目
的
と
し
て
行
為
し
う
る
人
間
の
力
の
発
展
が
、
真
の
自
由 

の
国
が
、

と
い
っ
て
も
か
の
必
然
性
の
国
を
そ
の
基
礎
と
し
て
そ
の
上
に
の
み
開
花
し
う
る
自
由
の
国
が
、
始
ま
る
。

労
働
日
の

(6 )

短
縮
は
根
本
条
件
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
階
級
な
き
社
会
に
お
け
る
計
画
の
内
容
は
、
単
一
の
企
業
や
ト
ラ
ス
ト
の
利
潤
追
求
の
目
的
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
意 

味
で
合
理
的
な
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
明
瞭
で
つ
ね
に
具
体
的
な
合
理
性
に
よ
っ
て
決 

定
さ
れ
る
。

こ
の
合
理
性
は
労
働
過
程
の
人
間
化
を
到
達
目
標
と
し
て
い
る
が
、

労
働
過
程
は
計
画
の
内
容
を
協
力
し
て
働
く
ひ
と 

び
と
の
意
識
的
な
目
標
に
従
属
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

他
方
、
計
画
の
内
容
は
、
社
会
の
全
成
員
の
自
己
開
発
を
最
大
限
に 

可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
諸
個
人
を
労
働
過
程
か
ら
で
き
る
だ
け
解
放
す
る
と
い
う
目
標
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
契 

機
は
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
。
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
減
少
に
よ
っ
て
——

す
な
わ
ち
、
直
接
に
は
労
働
日
を
減
ら
し 

た
り
、
青
年
の
教
育
の
範
囲
や
期
間
を
拡
大
し
た
り
、
全
生
産
者
の
休
日
を
増
大
し
た
り
、
停
年
を
は
や
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
つ 

て
——

個
人
の
能
力
や
能
力
開
発
の
意
欲
は
は
る
か
に
増
大
し
、

そ
の
能
力
は
成
員
の
労
働
過
程
を
科
学
的
に
調
整
す
る
た
め
に
用 

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
生
産
性
は
非
常
に
高
ま
り
、
人
間
の
諸
要
求
を
す
べ
て
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
な
お
か
つ
社
会
的 

に
必
要
な
労
働
時
間
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
な
規
定
に
よ
っ
て
、

そ
の
結
果
一
つ
の
社
会
的
に
制
度
化
さ
れ
た
教
育
体
制
が
生
ま
れ
る
。

そ
こ
で
は
教 

育
と
は
、

「
一
つ
の
社
会
的
細
部
機
能
の
担
い
手
た
る
に
す
ぎ
な
い
部
分
個
人
」

を
養
成
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

「
種
々
の
社
会
的
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機
能
を
交
互
転
換
的
活
動
様
式
と
す
る
全
体
的
に
発
達
し
た
個
人
」
を
養
成
す
る
の
で
あ
る
。
〉
こ
う
し
て
生
産
隹
が
飛
躍
的
に
高
ま

£

〉

る
と
と
も
に
、

「
各
人
か
ら
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
に
は
そ
の
必
要
に
応
じ
て
」

と
い
う
原
理
の
実
現
す
る
社
会
秩
序
が
生
ま 

れ
る
。

価
値
の
問
題
は
、
自
由
資
本
主
義
に
お
け
る
古
い
意
味
で
も
、
組
織
資
本
主
義
に
お
け
る
修
正
さ
れ
た
意
味
で
も
、

も
は
や
な
く 

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
社
会
に
お
け
る
労
働
過
程
を
全
面
的
な
計
画
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。

な
ぜ
な
ら
、
 

そ
こ
で
は
経
済
は
、
も
は
や
よ
そ
よ
そ
し
い
市
場
の
法
則
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
生
産
者
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、

い
や
む
し
ろ
こ 

れ
に
逆
ら
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
連
帯
せ
る
人
類
の
合
理
的
意
識
的
な
決
断
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
03 

し
か
し
な
が
ら
、

「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
廃
棄
さ
れ
た
後
に
も
社
会
的
生
産
が
保
持
さ
れ
る
限
り
、
価
値
規
定
は
、

労
働
時
間 

の
規
制
と
種
々
の
生
産
群
間
の
社
会
的
労
働
の
分
配
と
最
後
に
そ
れ
に
関
す
る
簿
記
と
が
従
来
よ
り
も
い
っ
そ
う
重
要
に
な
る
と
い 

う
意
味
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
力
を
も
っ
て
い
る
。
」

こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
、

階
級
な
き
社
会
に
お
い
て
も
個
人 

に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
う
る
の
は
協
同
労
働
の
十
分
な
産
出
量
の
一
定
の
部
分
の
み
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。

そ
し
て
こ
の 

部
分
は
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
も
の
を
控
除
し
た
残
り
で
も
あ
る
。

「
第
一
に
、
消
費
さ
れ
た
生
産
手
段
の
償
却
資
金
。
第
二
に
、

生
産
の
拡
張
の
た
め
の
追
加
分
。
豊
二
に
災
害
、
自
然
現
象
に
ょ 

る
破
壊
等
々
に
対
す
る
予
備
基
金
お
よ
び
保
険
基
金
。
」

こ
う
し
て
残
っ
た
消
費
財
が
生
産
者
個
々
人
に
還
元
さ
れ
る
前
に
、

ま
だ 

次
の
も
の
が
控
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
第
一
に
生
産
に
属
し
な
い
一
般
的
行
政
費
。

こ
の
部
分
は
こ
ん
に
ち
の
社
会
に
比
し
て 

最
初
か
ら
極
め
て
著
し
く
制
限
さ
れ
、
そ
し
て
新
社
会
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
減
少
す
る
。
第
二
に
、

学
校
、
衛
生
設
備
等
々
の
ご 

と
き
、
欲
望
の
共
同
的
充
足
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
。

こ
の
部
分
は
こ
ん
に
ち
の
社
会
に
比
し
て
最
初
か
ら
著
し
く
増
加
し
、

そ 

し
て
新
社
会
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
。
第
三
に
労
働
不
能
者
等
の
た
め
の
基
釦
。
」 

こ
の
よ
う
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
無
階
級
社
会
に
お
い
て
は
、
計
画
は
け
っ
し
て
固
定
し
た
型
通
り
の
静
止
し
た
も
の
で
は
あ
り
え 

な
い
。

そ
れ
は
一
方
で
、
生
産
性
の
向
上
と
公
教
育
の
普
及
と
の
関
係
を
最
も
合
理
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
持
続
す
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る
発
展
過
程
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
そ
れ
は
、

労
働
時
間
が
急
速
に
減
少
し
、
社
会
の
生
産
量
お
よ
び
消
費
量 

が
増
大
し
て
も
は
や
等
値
原
理
が
通
用
し
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
失
敗
も
再
三
あ
ろ
う
が
、
繰
り
返
し
誤 

る
の
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
以
上
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
数
多
く
の
実
験
を
重
ね
る
こ
と
に 

よ
っ
て
生
じ
る
挫
折
や
逆
行
も
計
算
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
階
級
な
き
社
会
と
は
あ
く
ま
で
人
間
の
社
会
で
あ
っ 

て
、
け
っ
し
て
歴
史
を
越
え
た
も
の
で
は
な
い
し
、

パ
ラ
ダ
イ
ス
で
も
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
計
画
に
よ
っ
て
繰
り
返
え
さ 

れ
る
大
き
な
失
敗
が
生
む
損
失
は
、
自
由
資
本
主
義
下
に
お
け
る
恐
慌
に
よ
っ
て
失
う
損
失
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
ま
た
、
軍
需
生
産
で
矛
盾
を
解
消
す
る
傾
向
の
あ
る
組
織
資
本
主
義
下
の
恐
慌
や
無
意
味
な
投
資
に
よ
っ
て
失
う
損
失
と
く 

ら
べ
て
も
、

い
っ
そ
う
大
き
な
損
失
で
あ
ろ
う
か
。

階
級
な
き
社
会
に
移
行
す
る
た
め
の
、
お
よ
び
そ
の
過
渡
期
に
お
け
る
計
画 

産
業
化
が
非
常
に
進
ん
だ
国
が
国
内
の
発
展
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
階
級
社
会
へ
の
移
行
に
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
少
な
く
と
も
計
画
の
基
礎
を
う
ち
た
て
た
国
も
な
か
っ
た
。

こ
の
方
向
に
向 

か
っ
て
最
初
の
偉
大
な
試
み
を
し
た
の
は
、
資
本
主
義
生
産
関
係
の
も
と
で
の
産
業
化
過
程
が
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
国

 々

で
あ
っ
た
。

無
階
級
社
会
を
計
画
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
原
則
を
採
用
し
た
の
は
、
資
本
主
義
的
な
生
産
形
態
と
社
会
関
係
が
き
わ
め
て
未
発 

達
で
、
資
本
主
義
的
工
業
生
産
な
ど
ほ
と
ん
ど
始
ま
っ
て
い
な
い
地
域
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
事
実
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
予 

期
せ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
彼
ら
の
知
的
後
継
者
さ
え
第
一
次
大
戦
以
前
に
は
考
え
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う 

な
事
実
は
け
っ
し
て
彼
ら
の
考
え
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
彼
ら
の
思
想
を
反
駁
す
る
も
の
で
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、

マ
ル

S
)

ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
っ
と
に
予
測
し
た
よ
う
に
産
業
資
本
主
義
は
世
界
を
変
革
し
統
一
し
た
が
、

ま
さ
に
そ
の
変
革
の
仕
方
こ
そ
、
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思
想
の
展
開
や
問
題
提
起
が
先
進
工
業
国
か
ら
産
業
化
の
初
期
段
階
に
あ
る
国
々
に
移
行
す
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

6
 

こ
う
し
て
産
業
化
の
未
発
達
の
諸
国
は
、

そ
れ
ま
で
解
決
を
試
み
て
み
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
関
心
を
も 

!
 

っ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
国
々
は
外
国
の
軍
事
的
干
渉
を
受
け
な
い
と
き
に
は
つ
ね
に
、
自
国
の
社
会
的
・
国
家
的
紛
争
の
結
果
生
じ
た 

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
は
じ
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
し
、

し
か
も
そ
れ
が
自
国
の
資
源
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
た
。

こ
れ
は
明
ら 

か
に
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
無
関
係
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
は
、
自
由
資
本
主
義
が 

進
ん
だ
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
理
論
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
興
諸
国
特
有
の
問
題
に
適
用
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
か
っ
た
。

無
階
級
社
会
へ
の
移
行
に
関
す
る
理
論
は
、
す
で
に
公
教
育
を
と
り
入
れ
、
人
口
の
大
多
数
を
近
代
的
労
働
過
程
に
適
合
す
る
よ 

う
に
訓
練
し
て
い
る
、

工
業
生
産
の
発
達
し
た
段
階
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
、
発
展
の
次
の
段
階
、
階
級
社
会
を
克 

服
し
た
段
階
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
も
っ
て
右
の
前
提
が
っ
く
り
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

こ
う
し
て
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
で
は
、
急
激
な
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
は
部
分
的
計
画
で
は
な
く
、
本
質
的
発
展
の
た
め
の
全 

面
的
組
織
的
な
計
画
で
あ
っ
た
。
半
世
紀
分
う
ち
に
、

ソ
同
盟
で
は
、

ー
九
一
七
年
に
は
人
口
の
多
数
が
文
盲
で
あ
っ
た
の
が
、
産 

業
化
の
進
ん
だ
先
進
諸
国
の
教
育
水
準
や
科
学
的
訓
練
の
水
準
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
に
追
い
つ
き
つ
つ
あ
る
。

ソ
同
盟
も
は
じ
め
は
西 

側
資
本
主
義
諸
国
の
産
業
上
の
援
助
を
期
待
し
て
い
た
が
、

そ
の
期
待
が
幻
滅
に
終
る
や
、
自
力
で
高
度
産
業
社
会
を
建
設
す
る
た 

め
に
徹
底
的
に
組
織
化
さ
れ
た
計
画
を
断
行
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
か
っ
て
の
初
期
資
本
主
義
の
場
合
と
同
様
初
期
社
会
主
義
の
蓄
積 

が
も
た
ら
す
重
荷
か
ら
国
民
を
守
ろ
う
と
し
た
。

し
か
し
そ
の
計
画
が
一
九
二
八
年
の
第
一
次
五
カ
年
計
画
と
し
て
実
行
さ
れ
た
と 

き
、

そ
の
結
果
出
現
し
た
の
は
、
先
進
産
業
社
会
に
お
け
る
資
本
主
義
の
初
期
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
飢
饉
と
貧
困
、

子
供
の
強
制 

労
働
で
あ
っ
た
。

公
の
行
政
上
の
手
段
と
し
て
テ
ロ
行
為
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
計
画
は
驚
く
べ
き
速
さ
で
実
行
さ
れと

V 

そ
の
間
口
シ
ア
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計画と階級なき社会

は
、

そ
の
政
府
の
組
織
を
し
だ
い
に
せ
ま
い
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

す
な
わ
ち
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
支
配
か
ら
党
の
支
配
へ
、

そ
れ
か
ら 

新
た
に
生
ま
れ
た
官
僚
組
織
に
、

そ
し
て
つ
い
に
は
頂
点
に
立
つ.
一
人
の
男
に
よ
る
野
蛮
な
専
制
政
治
へ
と
移
つ
〉

い
っ
た
の
で
あ 

る
隠
野
蛮
な
計
画
手
段
を
用
い
、
驚
く
べ
き
失
敗
を
重
ね
な
が
ら
も
、

ス
タ
ー
リ
ン
は
強
力
に
産
業
を
発
展
せ
し
め
、

ソ
同
盟
を
世 

界
の
強
国
に
仕
立
て
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
僚
の
支
配
は
自
己
疎
外
を
起
こ
し
、
官
僚
支
配
は
ま
ず
緩
和
さ
れ
た
も
の
に 

な
り
、

さ
ら
に
は
第
十
二
回
党
大
会
以
後
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
中
断
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

し
か
し
支
配
官
僚
と
人
民
と
の
あ
い
だ

(

)

が
疎
遠
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
け
っ
し
て
新
し
い
階
級
社
会
の
出
現
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
階
級
な
き
産
業 

社
会
を
計
画
す
る
道
は
依
然
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
し
、
自
由
と
社
会
的
民
主
主
義
の
精
神
を
さ
ら
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
道
も
開
か 

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
社
会
組
織
は
ロ
シ
ア
の
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
い
層
か
ら
は
じ
ま
り
、
似
た
よ
う
な.
発
展
を
た
ど
っ
た
。

し
か
し
ま
だ 

そ
の
発
展
段
階
は
第
一
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
指
導
者
階
級
が
、
産
業
化
の
発
達
し
た
ソ
連
で
は
し 

り
ぞ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
理
論
を
い
ま
だ
に
信
奉
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
。 

ュ
ー
ゴ
の
社
会
組
織
は
、
も
と
も
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
理
論
を
武
器
と
し
て
い
た
が
、

ソ
連
や
中
国
に
み
ら
れ
る
無
階
級
社
会
に 

お
か
る
計
画
方
法
と
矛
盾
し
な
い
、
無
階
級
社
会
を
導
び
く
計
画
方
法
を
開
発
し
た
。

ユ
ー
ゴ
が
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た 

の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ユ
ー
ゴ
で
は
国
民
の
教
育
水
準
が
高
く
、

労
働
の
規
律
も
し
っ
か
り
し
て 

い
る
の
で
、!

!

こ
れ
は
人
民
革
命
が
勝
利
を
う
る
前
に
非
常
に
産
業
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
が!
—

労
働
人
口
を
ソ
連
で 

で
き
た
よ
り
ず
っ
と
高
い
比
率
で
、
集
権
化
さ
れ
な
い
計
画
や
生
産
手
段
の
管
理
の
仕
事
に
ふ
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ 

る
。無

階
級
社
会
を
目
指
し
た
計
画
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
高
度
に
発
達
し
た
組
織
資
本
主
義
の
国
で
は
成
功
し
て
い
な
い
。

ー
 

九
一
九
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
発
生
し
た
世
界
経
済
恐
慌
の
末
期
に
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
フ
ァ
シ
ス
ト
の
反
動
革
命
が
勝
利
を 

お
さ
め
た
た
め
、

こ
の
よ
う
な
計
画
の
発
展
は
阻
止
さ
れ
、
戦
時
経
済
に
よ
っ
て
計
画
の
方
法
は
む
し
ろ
組
織
資
本
主
義
を
救
う
結
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果
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
で
も
恐
慌
の
影
響
は
ニ
ュ
ー
•

デ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
は
克
服
さ
れ
ず
、

そ
れ
が
解
消
し
た
の
は
第
二
次
世 

界
大
戦
の
勃
発
の
も
た
ら
し
た
経
済
的
結
果
な
の
で
あ
っ
た
。

ー
九
四
五
年
以
来
、

ア
メ
リ
カ
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
両
大
国
に
よ
る
冷
戦 

と
軍
備
拡
充
の
態
度
は
、

イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
的
計
画
の
萌
芽
を
つ
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
。

西 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、

ア
メ
リ
カ
の
要
求
に
応
じ
、

み
ず
か
ら
の
産
業
社
会
を
そ
れ
以
前
の
資
本
主
義
的
構
造
に
も
ど
す
よ
う
強
い 

ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
民
主
主
義
的
政
治
組
織
を
完
全
に
維
持
し
さ
ら
に
は
い
っ
そ
う
お
し
す
す
め
な
が
ら
、
高
度
に
産
業
化
し
た
国
家
が 

無
階
級
社
会
に
移
行
す
る
た
め
の
計
画
理
論
す
ら
、

い
ま
だ
に
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
しA

 
・
ア
ン
ジ
ェ
ユ 

£
)
 

〈54
〉 

〈55
〉

プ
ロ
、

シ
ャ
ル
ル
・
ベ
ッ
テ
レ
ム
、

ア

ー

ネ

ス

ト•

マ
ン
デ
ル
ら
の
諸
論
稿
は
、

こ
の
問
題
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

た
し
か
に
ー
九 

五
六
年
以
来
、
共
産
党
は
こ
れ
ら
の
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
次
の
こ
と
を
確
信
さ
せ
た
。

そ
れ
は
立
憲
政
治
が
独
裁
政
治
や
フ
ァ
シ 

ズ
ム
の
攻
撃
か
ら
守
ら
れ
る
限
り
、
議
会
民
主
主
義
の
枠
内
で
も
全
面
的
計
画
は
成
立
し
う
る
し
、
成
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い 

う
確
信
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
計
画
の
必
要
性
は
、
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
し
た
こ
ん
に
ち
、
緊
急
の
も
の
に
な
っ
た
。 

原
子
力
や
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
す
る
た
め
に
は
急
速
な
産
業
化
の
た
め
の
援
助
が
必
要
な
の
で
、

か
つ
て
の
植
民
地
諸
国
は 

あ
い
変
わ
ら
ず
新
し
い
植
民
地
と
し
て
従
属
国
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

も
は
や
内
部
に
対
立
の
な
い
、

そ
れ
ゆ
え
無
階
級
な 

社
会
を
目
指
す
国
際
的
な
計
画
は
、

い
ま
や
、
文
明
を
維
持
し
、

お
そ
る
べ
き
政
治
的
破
局
を
回
避
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と 

な
っ
た
の
で
あ
る
。 

〔
浜
井 

修
訳
〕 

?
)
 

K
a
r
l

 M
a
r
x
-

 
O
S
 K

a
p
*
a
L

出
典
に
つ
い
て
は
左
の
諸
節
を
参
照
せ
よ
。
第
三
巻
第
一
篇
第
五
章
「
不
竇
本
の
充
用
に
お
け
る 

節
約
」
、
第
三
篇
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
の
法
則
」
、
第
五
篇
第
二
十
七
章
「
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
信
用
の
役
割
」
。 

〈2
)
7
6

5:.
ー
第
五
篇
第
二
十
六
章
「
貨
幣
資
本
の
蓄
積
」
に
附
さ
れ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
註
記
参
照
。
邦

訳

『資
本
論
』(

岩
波
文
庫
版
〉
田
ー 

六
五
—
九•
ヘ
ー
ジ
。
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計画と階級なき社会

同
邦
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現

代

の

テ

ク

ノ

ロ

ジI
に

よ

っ

て

生

活

水

準

が

向

上

し

た

結

果

、

労

働

力

を

再

生 

産

す

る

コ

ス

ト

が

変

化

し

て

い

る

問

題

を

と

り

あ

げ

て

い

な

い

。

彼

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

問

題

が

科

学

的

研

究

の

価

値

産

出

機

能

と

い

う

抽

象

的

な 

問

題

に

お

き

か

え

ら

れ

て

い

る(
1
9
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題
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埋

没

し

た

著
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意

識

的
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資

本

主

義
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会
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い
う
こ
と
を
避
け
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っ
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広
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産

業
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会

と

い
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言

葉
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用
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る

。
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っ
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味
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存
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社
会
福
祉
と
供
与
の
方
法

リ

チ

ャ

—

ド

・M
・

テ

ィ

ト

マ

ス

R
i
c
h
a
r
d

 

T
-

m
u

s
s

は
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
の
社
会
政
策
の
教
授
で
あ
り
、

こ
れ
ま 

で
イ
ギ
リ
ス
政

府

の

要

員

と

し

て

い

く

つ

か

の

職

務

を

歴

任

し

、

ま

た

い

く
つ
か
の
研
究
計 

画

の

立

案

を

指

導

し

た

。

ー
九
〇
七
年
に
生
ま
れ
、

ウ

ェ

ー
ル
ズ
、

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
両
大
学 

か
ら
名
誉
学
位
を
受
け
る
。

主

な

著

述

に

は

、

『
貧

困

と

人

口

』
、
『
社

会

政

策

の

諸

問

題

』
、
 

『
イ

ン

グ

ラ

ン

ド

と

ウ

エI
ル

ズ

に

お

け

る

国

民

健

康

行

政

の

費

用

『
所
得
分
配

と

社

会 

変
動
—

批
判
的
研
究
—

』

な

ど
が
あ
る
。

西

欧

諸

国

に

お

け

る

「
供
与
」

の
組
織
体
系
と
し
て
の
社
会
福
祉
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
過
去
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
社
会
福 

祉
は
社
会
変
動
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
し
て
来
た
。

そ
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
役
割
で
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
の
な
か 

で
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
、
社
会
福
祉
の
教
育
的
役
割
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
諸
国
の
産
業
化
の
初
期
の
段 

階
で
は
、
社
会
福
祉
は
社
会
的
良
心
を
支
え
る
大
き
な
力
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
経
済
的
地
位
や
人
種
・
宗
教
・
階
級
の
区
別
に
か 

か
わ
り
な
く
ひ
と
び
と
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
福
祉
は
当
然
、
市
場
に
お
け
る
諸
価
値
と
直
接
衝
突
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
社
会
正
義
の
再
配
分
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
、

差
別
待
遇
に
反
対
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
経
済
人
の
概
念
は
非
経
済
的 

規
準
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
者
が
生
来
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
個
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
た
え
ず
繰
り 

返
し
宣
言
さ
れ
、

こ
の
理
念
を
擁
護
す
る
た
め
の
闘
い
が
な
さ
れ
、

こ
の
理
念
が
身
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

時
代
が
移
り
、

西
洋
諸
国
の
民
衆
の
生
活
環
境
は
変
化
し
た
が
、

し
か
し
い
ま
な
お
、
社
会
福
祉
が
社
会
正
義
と
社
会
教
育
の
手 

段
と
し
て
基
本
的
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
本
稿
の
基
本
的
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。

こ 

れ
ほ
ど
明
示
的
で
は
な
い
が
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
、
次
の
点
で
あ
るQ
す
な
わ
ち
、
人
間
平
等
の
原
理
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ 

ク
な
価
値
の
普
及
に
身
を
捧
げ
て
い
る
社
会
、
そ
う
い
う
社
会
の
み
が
、
十
分
な
道
徳
的
確
信
を
も
っ
て
、
世

界

に

お

け

る

「
も
て 

る
」
国

と

「
も
た
ざ
る
」
国
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
、

必
要
な
資
源
を
利
用
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
び
と
を
動 

か
し
、
自
分
た
ち
の
社
会
に
つ
い
て
抱
く
理
念
は
、
彼
ら
に
他
の
社
会
を
も
変
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
属
す
る
社
会
集
団
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
集
団
の
た
め
に
も
改
革
す
る
よ
う
に
お
説
教
す
る
こ
と
は 

可
能
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
植
民
地
主
義
と
人
種
関
係
の
歴
史
に
は
、
偽
善
の
悲
し
む
べ
き
実
例
が
満
ち
満
ち
て
い
る
。 

し
か
し
総
体
と
し
て
考
え
れ
ば
、

こ
ん
に
ち
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
高
度
の
計
算
づ
く
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
よ
び
お
こ
す
。 

結
果
的
に
は
、

こ
の
よ
う
な
態
度
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
富
め
る
国
家
が
共
産
主
義
そ
の
他
の
敵
対
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
普
及
を
防 

止
し
、
さ
ら
に
彼
ら
の
防
衛
カ
と
経
済
上
の
利
害
を
守
る
た
め
に
貧
し
い
国
家
の
社
会
改
革
を
唱
え
る
、

と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
で 

あ
ろ
う
。s * M 
・
リ
プ
セ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、(

低
開
発
諸
国
に
つ
い
て)

「
広
範
な
改
革
に
よ
っ
て
大
衆
の
生
活
状
況
を
改
善
す
る 

こ
と
を
約
束
す
る
政
党
の
み
が
、.
.
.

共
産
主
義
者
と
競
い
う
る
の
で
あ
る
」
。

わ
が
国
の
現
状
維
持
の
哲
学
は
、
社
会
福
祉
の 

観
念
に
次
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
る
。

す
な
わ
ち
、
社
会
福
祉
と
は
、

西

欧

諸

国

の

既

存

の

「
良
き
」
社
会
を
ま
も
る
た
め
、
貧
し 

い
諸
国
の
う
ち
に
設
立
さ
れ
た
改
革
の
代
理
店
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
幸
い
な
こ
と
に
、
貧
困
な
諸
国
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
発
展 

は
、
全
面
的
に
富
裕
な
諸
国
の
影
響
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、

い

か

に

「
も
た
ざ
る
」
国
々
が
自
分
の
国
家
政
策
を
立
案
す
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
そ
れ
が
で
き
る
と
し
て
も
、
国
際
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社会福祉と供与の方法

的
な
問
題
に
は
、

や

は

り

「
供
与
」

に
関
す
る
大
き
な
ジ
レ
ン
マ
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
間
の
所
得
に
お
け
る
貧
富
の
格
差
は
依 

然
と
し
て
開
き
つ
つ
あ
る
し
、

さ
ら
に
深
刻
な
こ
と
に
は
、

こ
の
格
差
が
、

い
ま
や
明
ら
か
に
、

加
速
度
的
に
開
こ
う
と
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。
グ
ン
ナ
—

、
エ
ル
ダ
ー
ル
は
、
最
近
、

「
い
ず
れ
の
国
家
集
団
に
お
い
て
も
政
策
を
根
本
的
に
変
え
な
い
限
り
、

世 

界
は
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
激
動
の
危
機
に
立
ち
い
た
る
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
社
会
が
集
団
と
し
て
い
か
に
供 

与
す
る
か
、

ま
た
い
か
な
る
動
機
の
も
と
に
与
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
社
会
が
何
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
内
外
の 

社
会
福
祉
組
織
を
健
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
基
本
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
るa

n

わ
れ
わ
れ
は
次
に
、

西
洋
、

と
く
に
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
役
割
に
関
す
る
問
題
を 

と
り
あ
げ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
考
え
を
要
約
す
れ
ば
、
社
会
福
祉
の
問
題
は
国
家
的
利
害
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
、

す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
家
庭
の
事
情
に
処
す
る
か
が
、

わ
れ
わ
れ
の
貧
し
き
隣
人
と
の
関
係
の
性
格
を
き
め
る
で 

あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た
。

「
近
代
の
社
会
福
祉
と
は
、

個
人
的
つ
な
が
り
に
か
こ
つ
け
て
援
助
を
強
要
す
る

(3) 

人
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
人
に
与
え
ら
れ
る
援
助
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

し
た
が
っ
て
社
会
福
祉
は
、
 

ま
っ
た
く
の
第
三
者
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
組
織
さ
れ
、
管
理
さ
れ
、
集
団
的
に
費
用
が
ま
か
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
間 

の
福
祉
施
設
以
外
の
機
関
、
制
度
、
計
画
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
社
会
福
祉
な
い
し
社
会
奉
仕
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
、
ど
ん 

な
社
会
で
も
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
社
会
が
複
雑
化
し
、
専
門
化
す
る
に
つ
れ
て
、
社
会
福
祉
組
織
も
複
雑
化
し
、
専
門
化
す
る
。 

そ
れ
ら
は
機
能
的
に
は
、
大
き
な
社
会
構
造
と
そ
こ
に
お
け
る
分
業
を
反
映
し
、

ま
た
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
過 

程
は
、

こ
ん
に
ち
、
変
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の-
-

社
会
的
解
体
と
い
う
名
の
細
菌
や
貧
困
化
と
い
う
名
の
ヴ
ィ
ー

ル
ス
ー
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—
が
何
で
あ
る
か
見
極
め
、

そ

れ

ら

に

「
損
害
」
賠
償
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
い
っ
そ
う
難
か
し
く
し
て
い
る
。

サ
リ
ド
マ
イ 

ド
児
、
都
市
の
樹
害
や
煙
害
、
熟
練
技
能
の
不
要
化
、

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
合
成
コ
ー
ヒ
ー
の
出
現
が
ブ
ラ
ジ
ル
農
民
に
与
え
た 

衝
撃
——

こ
れ
ら
の
社
会
的
損
害
の
償
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

い
っ
た
い
だ
れ
な
の
か
。
個
人
の
利
益
は
あ
る
程
度
は 

か
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
損
害
は
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
新
古
典
派
経
済
学
は
損
害
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
こ
と 

は
で
き
な
い
し
、
私
的
市
場
も
損
害
を
分
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
済
学
は
社
会
解
体
を
評
価
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
な 

い
し
、
社
会
的
・
経
済
的
変
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
大
衆
の
欲
求
に
適
切
に
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
、

わ
れ
わ
れ 

が
次
第
に
社
会
的
・
技
術
的
に
変
化
し
ゆ
く
世
界
に
あ
っ
て
原
因
結
果
を
見
定
め
、

こ
れ
を
結
合
し
え
な
く
な
っ
た
こ
と
、

こ
の
こ 

と
こ
そ
西
洋
に
社
会
福
祉
制
度
が
出
現
し
た
歴
史
的
理
由
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

ア
カ
の
他
人
に
よ
る
他
人
に
対
す
る
利
他
主
義
は
、
 

応
用
科
学
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
道
徳
的
真
空
地
帯
を
埋
め
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
し
、

い
ま
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。

西
洋 

で
発
達
し
た
社
会
的
奉
仕
の
計
画
、
す
な
わ
ち
産
業
化
と
社
会
変
動
に
よ
る
見
知
ら
ぬ
犠
牲
者
に
援
助
を
与
え
よ
う
と
す
る
奉
仕
と 

計
画
は
、

不
可
避
的
か
つ
必
然
的
に
、

い
っ
そ
う
専
門
化
し
複
雑
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
た
だ
概
括
的
に
述
べ
る
ほ
か
な

イ

ギ

リ

ス

で

社

会

福

祉

と

よ

ば

れ

る

も

の

は

、
概
し
て
二〇

世
紀
の
産
物!

1

つ
ま
り
ー
九
世
紀
の
産
業
化
に
対
す
る
遅
れ
ば 

せ
の
応
答
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
、

こ
の
言
葉
の
意
味
は
、

一
般
的
か
つ
漠
然
と
、
医
療
・
教
育
・
住
宅
・
老
後
ま
た
は
失
業
・
療
養 

期

の

収

入

維

持

・
子
供
の
施
設
な
ど
の
よ
う
な
公
共
の
施
設
・
特
殊
な
集
団
に
特
有
な
要
求!

!

た

と

え

ば

孤

児

・
未

婚

の

母

親

・
 

盲

人

・
精

神

異

常

者•

非

行

少

年•

保

釈

中

の

囚

人•

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
集
団
の
要
求
——

に
こ
た
え
る
た
め
の
特
殊
な
施 

設
な
ど
を
す
べ
て
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
施
設
は
す
べ
て
、
資
本
主
義
社
会
の
個
人
、
家
族
、

私
的
市
場
が
満
た
し
え
な
い
、
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社会福祉と供与の方法

ま
た
は
満
た
そ
う
と
し
な
い
基
本
的
諸
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
、

い

わ

ば

弁

解

的

に

成

立

し

た

の

で

あ

る

。

ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の 

西

洋

諸

国

で

「
社
会
福
祉
」

と

か

「
社
会
政
策
の
諸
計
画
」

と
い
う
言
葉
は
、
範
囲
や
構
造
、
管
理
や
財
政
的
方
法
、

さ
ら
に
そ
れ 

ら
の
基
礎
に
あ
る
基
本
的
諸
目
的
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
の
施
設
を
包
括
す
る
一
般
的
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

ー
九
四
〇
年
代
に
な
っ
て
政
治
思
想
の
領
域
に
受
容
さ
れ
た
「
福
祉
国
家
」

の
概
念
は
、

一
般
に
社
会
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
に 

と
ど
ま
ら
ぬ
、

よ
り
広
い
社
会
経
済
政
策
の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
役
割
を
定
義
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
政
治
的
態
度
の 

左
右
を
問
わ
ず
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
者
の
多
く
は
、

こ
の
概
念
を
全
体
社
会
の
一
般
的
福
祉
と
社
会
変
革
に
よ
る
犠
牲 

に
対
し
て
政
府
が
与
え
る
い
っ
そ
う
積
極
的
か
つ
合
目
的
的
な
委
託
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー

ル

は

『
福
祉
国
家
を
こ 

え
て
』

の
結
論
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
過
去
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
、

西
洋
の
す
べ
て
の
豊
か
な
諸
国
で
は
、

国

家

は

民

主

的

〈
福 

祉
国
家
〉

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
経
済
の
発
展
の
広
汎
な
諸
目
標
の
達
成
、
完
全
雇
傭
、
青
少
年
の
た
め
の
機
会
均
等
、
社
会
保 

障
、
金
銭
所
得
の
ほ
か
に
栄
養
、
住
宅
、
保
健
、
教
育
な
ど
を
最
低
限
度
あ
ら
ゆ
る
地
域
、
社
会
集
団
の
ひ
と
び
と
に
保
障
す
る
こ 

と!

!

こ
れ
ら
を
明
確
に
約
束
す
る
国
家
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
う
考
え
れ
ば
、

そ
れ
が
既
成
の
事
実
で
あ
れ
将
来
の
政
治
目
標
で
あ
れ
、

「
福
祉
国
家
主
義
」

と
い
う
こ
と
が
大
規
模
な
産
業 

社
会
に
共
通
な
現
象
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
。
北
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
—

ロ
ッ
パ
で
過
去
二
十
年
間
に
み
ら
れ
た
私
企
業
の
再
興
、

ケ
イ 

ン
ズ
革
命
と
経
済
調
整
技
術
の
採
用
、

生
活
水
準
の
向
上
と
非
特
権
階
級
の
た
め
に
政
党
や
労
働
組
合
の
果
た
し
た
業
績!

I

こ
れ 

ら
す
べ
て
が
要
因
と
な
っ
て
文
化
的
に
相
違
す
る
も
ろ
も
ろ
の
社
会
を
「
福
祉
国
家
」

へ
の
道
、

す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
が
予
測
し
な 

か
っ
た
道
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。
北
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
—

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
民
主
党
員
も
共
和
党
員
も
、
保
守
主
義
者
も
社
会 

主
義
者
も
、

さ
ら
に
自
由
主
義
者
も
、
彼
ら
が
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

ま

た

好

む

と

好

ま

ざ

る

と

に

か

か

わ

ら

ず

、
 

「
福
祉
国
家
主
義
者
」

に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
国
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
や
ス
ウ
ェ 

1

デ

ン

で

は

年

金

制

度

が

い

っ

そ

う

「
進
ん
で
」

い
る
し
、

イ

ギ

リ

ス

で

は

保

険•

医
療
関
係
の
福
祉
が
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
。 

フ
ラ
ン
ス
で
は
家
族
手
当
が
大
幅
に
与
え
ら
れ
て
い
る
し
、

ア
メ
リ
カ
で
は
公
教
育
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
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な
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
現
代
西
洋
社
会
に
共
通
し
た
支
配
的
な
政
治
的
事
実
は
、

一
般
的
な
社
会
福
祉
制
度
に
ぽ
か
な
ら
な
い
。 

政
府
は
自
由
主
義
右
派
か
ら
左
派
へ
、

ま
た
そ
の
反
対
に
移
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
社
会
福
祉
、
経
済
成
長
、
完
全
雇
傭
へ
の
努
力 

は
、
そ
の
範
囲
や
目
標
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
変
化
す
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
よ
う
な
結
論
は
、

歴
史
的
に
い
っ
て
も
比
較
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
き
わ
め
て
概
括
的
で
あ
り
、
事
実
認
識
の
点
で
も
評 

価
の
上
で
も
、

ま
だ
考
察
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
結
論
は
い
っ
た
い
ど
の
程
度
、
収
入 

や
富
の
分
配
、
所
有
、
権
力
、
階
級
と
い
っ
た
社
会
的
諸
状
況
の
現
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
福
祉
国
家
」

は
貧 

困
、
社
会
的
暴
力
、
搾
取
な
ど
を
廃
棄
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
そ
の
社
会
生
活
と
労
働
の
う
ち
に
社
会
的
統
制
と
参
加
の
意
味 

を
認
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
将
来
の
社
会
的
・
技
術
的
変
革
の
結
果
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
未
来
は
過
去
と
類
似
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

あ
る
い
は
そ
う
思
う
の
は
、
大
規
模
な
競
争
社
会
の
発
展
に
お
け
る
ー
つ
の
過
渡
期
を
た
ん
に
未
来
に
投
影
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
見 

な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
、

ア
ム
リ
カ
で
も
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
で
も
、
西
洋
に
お
け
る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
を
唱
え
、
右 

の
よ
う
な
問
題
を
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
腫
の
問
題
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
よ 

う
な
政
治
評
論
家
、
経
済
学
者
、
社
会
学
者
の
数
が
次
第
に
増
え
て
き
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
の
一
般
的
テ
ー
ゼ
の 

な
か
に
あ
る
い
は
明
示
的
に
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。

た

と

え

ば

リ

プ

セ

ッ

ト

は

『
政
治
一
ヴ
ざ
か
グ
人
間
』 

(

ー
九
六
〇
年)

の
な
か
で
、
多
く
の
者
に
代
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
(

ー
九
五
五
年
の
世
界
知
識 

人
会
議
に
お
け
る
議
論
を
要
約
す
る
と)

「
か
っ
て
政
党
を
左
右
に
分
か
っ
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
問
題
は
な
く
な
り
、

い
ま
や 

政
権
担
当
能
力
と
計
画
経
済
の
問
題
が
中
心
問
題
に
な
っ
て
来
た
」
。
し

か

も

「
い
ず
れ
の
政
党
が
国
内
政
策
を
遂
行
し
よ
う
と
」
、 

実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

政
党
は
左
右
を
問
わ
ず
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
、
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な
お
残
存
す
る
社
会
的
不
正
を
な
く
そ
う
と
し
、
社
会
福
祉
、
教
育
、
医
療
、

そ
の
他
国
民
生
活
向
上
の
た
め
に
役
立
つ
経
済
制
度 

の
改
善
に
努
力
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
富
め
る
者
も
貧
し
き
者
も
、

す
べ
て
の
者
が
社
会
成
長
の
思
恵
に
あ
ず
か
る
で
あ
ろ
う
。 

市
場
上
昇
の
自
然
過
程
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
や
社
会
集
団
は
、
成
長
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
に
し
た
が
い
、 

お
そ
ら
く
政
治
的
に
い
っ
そ
う
右
寄
り
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
自
動
主
義
が
社
会
的
反
抗
に
と
っ
て
代
わ
る
の
で
あ
る
。 

リ
プ
セ
ッ
ト
の
言
葉
を
も
う
一
度
引
用
し
よ
う(

こ
れ
と
同
旨
の
発
言
は
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
の
諸
国
に
も
等
し
く 

み
ら
れ
る)

。

「:

：:

産
業
革
命
に
お
け
る
基
本
的
な
政
治
問
題
は
解
決
し
た
。

労
働
者
は
産
業
上
、
政
治
上
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
。 

保
守
主
義
者
も
福
祉
国
家
を
受
け
い
れ
た
。

そ
し
て
民
主
的
左
翼
も
国
家
権
力
の
極
端
な
増
大
は
経
済
問
題
を
解
決
す
る
よ
り
も
、
 

む
し
ろ
自
由
の
脅
威
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
。

こ
の
西
洋
に
お
け
る
民
主
的
社
会
革
命
の
勝
利
こ
そ
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ユ
ー
ト

(5) 

ピ
ア
に
よ
っ
て
政
治
行
動
に
か
り
た
て
ら
れ
て
い
た
知
識
人
の
国
内
政
治
学
を
終
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
」 

一
般
的
に
い
え
ば
、
右
の
主
張
は
ニ
ー
世
紀
の
麾
史
書
で
一
九
五
〇
年
代
を
要
約
す
る
も
の
と
し
て
役
立
て
ら
れ
う
る
と
思
わ
れ 

る
。

た
だ
し
ー
九
六
〇
年
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
み
れ
ば
、

こ
れ
は
少
な
く
と
も
疑
わ
し
い
議
論
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な 

い
。

し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
論
稿
を
あ
る
特
殊
な
執
筆
者
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形
式
に
し
た
く
な
い
。

も
し
そ
う 

す
る
な
ら
ば
、
最
近
の
諸
傾
向
と
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
多
く
の
修
正
に
関
す
る
リ
プ
セ
ッ
ト
個
人
の
解
釈
を
詳
細
に
議
論
す
る
義
務 

が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
主
張
を
リ
プ
セ
ッ
ト
の
思
想
と
し
て
よ
り
も
、

む
し
ろ
集
団
的
な
世
界
観
の
表
現 

と
し
て
、

し
か
も
こ
の
主
張
の
信
奉
者
の
数
か
ら
い
っ
て
、

西
側
諸
国
に
お
い
て
次
第
に
影
響
を
増
し
つ
つ
あ
る
世
界
観
の
表
現
と 

し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
テ
ー
マ
を
く
わ
し
く
吟
味
す
る
気
は
な
い
が
、
基
本
的
仮
説
の
い
く
つ
か
は
、

そ
れ
が
将
来
の
イ
ギ
リ
ス
や
ア 

メ
リ
カ
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
政
策
の
役
割
と
関
連
す
る
範
囲
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

第
一
に
、

こ
の
論
題
は
非
歴
史
的
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
は

暗

黙

の

う

ち

に

「
産
業
革
命
」

は
一
回
限
り
の
出
来
事
で
あ
る
と
仮 

y
 

定
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
経
済
力
の
独
占
集
中
化
の
傾
向
、

企

業

が

課

税

力

を

も

つ

私

的

政

府

と

し

て

の

役

割

を

果
15
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た
し
て
い
る
こ
と
、
社
会
的
解
体
と
文
化
的
損
失
の
問
題
、

さ
ら
に
経
済
的
先
進
諸
国
に
お
い
て
オ
ー

ト
メ
ー

シ
ョ
ン
や
生
産
と
分 

配
の
新
し
い
技
術
の
影
響
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
こ
と
が
見
落
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
の
第
一
の
段
階
で 

す
べ
て
の
人
間
が
労
働
を
強
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、

い
ま
や
わ
れ
わ
れ
が
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
段
階
で
は
、
多
く
の
人
間
が
働
か 

な
い
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

大
き
な
価
値
変
動
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
産
業
化
の
新
し
い
波
に
よ
っ
て 

も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
貧
困
化
だ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、

こ

の

テ

ー

ゼ

は

労

働

者

が

「
産
業
市
民
権
」

を
獲
得
し
た
と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
註
訳
を
加
え
る
と
す
れ
ば
、

労
働 

組

合

の

メ

ン

バ

ー

で

あ

る

こ

と

が

「
産
業
市
民
権
」

と
同
義
で
あ
る
と
す
る
の
は
言
葉
の
誤
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

労 

働

者

の

「
市
民
権
」
を
構
成
す
る
概
念
は
、

わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
潜
在
的
欲
求
と
そ
の
基
本
的
な
社
会
的
・
心
理
学
的
欲
求
に
つ
い 

て
知
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
概
念
は
、

ー
九
世
紀
の
産
業
奴
隸
の
状
況
と
比
較
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
に
、

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
収
入
や
富
の
分
配
の
問
題
が
西
洋
社
会
で
は
す
で
に
解
決
し
た
か
、
少
な
く
と
も
い
ま
で
は
相
対
的 

に
重
要
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に
意
味
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
存
す
る
不
平
等
は
、

個
性
の
差
な
い
し
経 

済
的
刺
激
の
必
要
性
を
根
拠
に
し
て
正
当
化
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
民
主
主
義
的
価
値
へ
の
脅
威
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。 

ー
九
五
〇
年
代
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
全
人
口
の
ー
パ
ー
セ
ン
ト
が
国
内
の
民
間
資
本
の
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
所
有
し
て
い
た
し
、 

人
口
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
資
本
の
六
七•

五
パ
ー
セ
ン
ト
を
所
有
し
て
い
た
。

し
か
し
、

こ

の

数

字

は(

最
近
非
常
に
巨
額
に
な
つ 

て
来
た)

年
金
や
信
託
財
産
を
除
外
し
て
い
る
の
で
、

右
の
割
合
で
さ
え
、
実
際
よ
り
低
く
見
積
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

し
か 

も
こ
の
割
合
は
、
大
資
産
家
が
ま
す
ま
す
自
分
の
財
産
を
家
族
に
分
け
た
り
、

時
を
経
る
に
し
た
が
い
財
産
を
増
や
し
た
り
、
国
外 

に
蓄
積
し
た
り
、

そ
の
他
の
形
に
変
形
し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
財
産
所
有
の
集
中
度
は
、

い
ま
や
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
四
年
当
時
の
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ
て
お
り
、

一
九
二
〇
年
代 

初
期
の
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
安
定
期
と
は
比
較
す
べ
く
も
な
い
。

一
九
四
九
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
財
産
の
不
平
等
の
激
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化
の
速
度
は
、

一
九
二
ニ
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
に
不
平
等
が
軽
減
さ
れ
た
速
度
の
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
る
。

全
人
口
の
ー
バ
ー
セ
ン 

卜
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
資
産
の
増
加
率
に
よ
っ
て
み
る
と
、•

ー
九
四
九
年
か
ら
五
六
年
ま
で
の(

最
新
の
デ
ー
タ
に
よ
る) 

不
平
等
の
激
化
の
度
合
は
、
少
な
く
と
も
過
去
四
十
年
間
の
ど
の
時
期
よ
り'4

激
し
い
。

ま
た
当
然
予
期
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
収
入 

の
分
配
も
ま
た
、
近
年
次
第
に
不
平
等
に
な
っ
て
き
て
、

そ
の
影
響
は
と
く
に
、

い

わ

ゆ

る

「
貧
困
線
」
以
下
の
生
活
水
準
に
あ
る 

ア
メ
リ
カ
総
人
口
の
五
分
の
ー
か
ら
四
分
の
ー
の
層
に
お
よ
ぼ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
貧
困
層
は
か
な
ら
ず 

し
も
黒
人
で
は
な
い
。

む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
の
貧
困
者
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
白
人
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
五
分
の
ー
が
福
祉
の
援
助
を 

受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

世
界
に
お
け
る
最
も
富
め
る
国
の
経
済
成
長
と
い
え
ど
も
、
け
っ
し
て
自
動
式
で
つ
く
り
つ
け
の
均
衡 

装
置
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
青
年
失
業
者
に
と
っ
て
は
、
犯
罪
が
現
存
の
価
値
体
系
の
な
か
で
代
理
的
役
割
を
果
た
す
一 

—

つ
ま
り
犯
罪
は
下
層
階
級
か
ら
み
て
望
ま
し
い
社
会
変
動
の
現
代
的
形
態
な
の
で
あ
る
。 

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
 

ー
九
四
〇
年
代
末
期
以
降
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た
こ
と
は
史
料
の
暗
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

む

し

ろ
(

と
く
に
家
族
資
産
と
い
う
点
で
は)

財
産
所
有
の
不
平
等
化
は
、

ー
九
四
九
年
以
降
、

イ
ギ
リ
ス
の
方
が
ア
メ
リ
カ
よ
り 

い
っ
そ
う
急
速
に
進
め
ら
れ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
課
税
制
度
は
、

不
動
産
、

信
託
、
贈
与
、

そ
の
他
の
形
で
自
分 

の
収
入
や
財
産
を
再
分
配
、
再
配
置
し
よ
う
と
す
る
資
産
家
に
対
し
き
わ
め
て
寛
容
な
こ
と
で
、
西
洋
世
界
で
も
特
異
な
制
度
で
あ 

る
。

こ
の
こ
と
は
、

ー
九
五
〇
年
代
な
か
ば
に
は
財
産
が
少
数
の
手
に
集
中
す
る
傾
向
が
若
い
成
年
層
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
、

と 

い
う
驚
く
べ
き
事
実
に
反
映
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
を
宣
言
す
る
者
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
。

同
様
の
傾
向
は
、

お
そ 

ら
く
ド
ゴ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
や
エ
ア
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
で
も
進
行
中
で
あ
ろ
う
。

四
半
世
紀
を
こ
え
る
政
治
変
動
、
世
界
大
戦
、「
福 

祉
国
家
主
義
」
、
統
制
経
済
、

経
済
成
長
と
い
っ
た
諸
変
化
の
あ
い
だ
、

少
な
く
と
も
最
大
の
工
業
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ 

ス
が
非
常
な
幸
運
を
つ
か
ん
で
い
た
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
だ
れ
に
も
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
。
富
の
集
中
を
維
持
す
る
制
度
は
、

ト
ー 

--

—
の
い
う
知
的
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
よ
う
に
強
い
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

富
は
い
ま
で
も
な
お
、 

収
入
よ
り
む
し

ェ6エ
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ろ
権
力
、
政

治

的•

経
済
的
権
力
を
も
た
ら
す
。

た
だ
し
ー
九
世
紀
当
時
と
は
違
っ
た
、

と
く
に
世
論
に
対
し
て
は
違
っ
た
作
用
を 

し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
。

収
入
分
配
の
変
化
も
、

イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
と
似
た
よ
う
な 

型 

を
た
ど
っ
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ー
九
四
〇
年
代
も
終 

り
に
近
づ
く
に
し
た
が
い
、
(

税
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず)

戦
時
中
は
平
等
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
た
の
が
、

イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ 

リ
カ
で
も
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
全
人
口
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
最
貧
層
は
ー
九
六
三
年
に
は
一
九
四
八
年
当

(9)

時
よ
り
、
彼
ら
よ
り
上
層
の
国
民
に
く
ら
べ
て
相
対
的
に
貧
困
化
し
た
。
富
の
私
有
と
経
済
力
の
行
使
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
不
平 

等
が
、
ど
う
し
て
政
治
的
討
論
に
お
い
て
到
達
し
た
テ
ー
ゼ
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ 

ア
の
な
か
で
、

こ
の
よ
う
な
経
済
的
不
平
等
を
人
類
に
永
遠
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
望
ま
し
い
状
態
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
は
な
い
。 

社
会
主
義
者
が
こ
の
不
平
等
に
抗
議
す
る
の
は
、
嫉
妬
心
を
助
長
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
い
。

ト
ー
ニ
ー
が
主
張
し
た
よ
う
に
、 

こ
の
よ
う
な
不
平
等
が
不
道
徳
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
ら
は
抗
議
す
る
の
で
あ
る
。

歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
人
間
性
は
収
入
や
財
産 

の
不
平
等
が
支
配
的
な
社
会
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
強
靱
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
、

そ
し
て
最
後
に
、

こ
の
テ
ー
ゼ
に
は
、
社
会
福
祉
制
度
を
確
立
す
れ
ば
必
然
的
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
普
及
と
社
会
的
不 

正
の
解
決
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
は
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。

一
つ
の
制
度
的
手
段
に
す
ぎ 

ぬ
福
祉
制
度
は
い
ろ
い
ろ
な
主
人
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
名
前
に
よ
っ
て
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
、
多
く
の
罪
を
犯
す
こ
と 

さ
え
あ
る
。
福
祉
制
度
は
、
少
数
者
に
利
益
を
与
え
て
間
接
的
に
不
平
等
を
助
長
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
成
長
の
た
ん
な
る
道
具
と
し 

て
用
い
ら
れ
も
す
る
。
教
育
が
そ
の
例
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
、
青
少
年
を
私
的
市
場
に
お
け
る
経
済
人
と
し
て
い
っ
そ
う 

競
争
力
の
あ
る
人
間
に
す
る
よ
う
に
教
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

ま
た
他
方
で
彼
ら
が
自
由
の
力
を
備
え
、
収
入
・
階
級
・
宗
教
・
 

人
種
の
別
な
く
自
分
の
個
性
を
十
分
に
伸
ば
す
こ
と
を
望
む
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
を
教
育
す
る
の
で
あ
る
。 

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
福

祉

制

度

は

軍

事

的•

人
種
的
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
国
家
や
民 

間
の
機
関
に
よ
る
医
療
施
設
は
、
万
人
の
個
性
尊
重
の
精
神
か
ら
で
な
く
、

む
し
ろ
人
間
憎
悪
の
念
か
ら
提
供
さ
れ
た
。
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一
般
に
社
会
福
祉
が
忠
誠
心
を
拡
大
す
る
よ
り
も
せ
ば
め
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
、

企
業
体
の
共
済
制
度
の
例
が
示 

す
と
お
り
で
あ
る
。

企
業
封
建
制
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
個
人
的
利
益
中
心
の
態
度
と
政
治
的
無
関
心
が
、
無
差
別
的
相
互
援
助
の
体 

系
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
普
遍
的
人
間
性
の
感
覚
に
と
っ
て
代
わ
る
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
重
要
な
の
は
何
か
。

実
際
に
は
何
が
社
会
福
祉
に
と
っ
て
基
本
的
な
の
か
。
社
会
福
祉
の
当
面
す
る
目
的
は 

何
か
。

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
倫
理
と
市
民
の
社
会
的
権
利
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
区
別
し
、
差
別
し
、 

さ
ら
に
競
争
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

V

実
際
に
は
、
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
割
り
切
れ
な
い
。

ー
九
世
紀
末
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
保
障
政
策 

の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。

社
会
革
命
へ
の
恐
怖
、
法
律
に
忠
実
な
労 

働
力
の
必
要
性
、
政
党
や
圧
力
団
体
相
互
の
権
力
闘
争
、
産
業
化
に
と
も
な
う
社
会
的
犠
牲
を
除
去
せ
よ
と
い
う
労
働
者
の
側
か
ら 

の
要
求
、

さ
ら
に
富
め
る
者
の
社
会
的
良
心
、-
-

こ
れ
ら
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る̂
 

し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
、
主
た
る
衝
撃
は
下
か
ら
、
す
な
わ
ち
労
働
者
の
連
帯
性
と
相
互
援
助
の
倫
理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。 

産
業
主
義
の
運
命
に
対
抗
す
る
こ
と
は
、

労
働
者
階
級
の
伝
統
と
制
度
か
ら
発
生
し
、

お
の
ず
か
ら
成
長
し
た
の
で
あ
っ
た
。
友
人 

同
士
で
構
成
さ
れ
た
組 

織
・
医
療
ク

ラ

ブ

・

宗

教

的

組

織

・
兄

弟

団•

協

同

組

合•

労

働

組

合•

互
助
会
な
ど
と
い
っ
た
相
互
援 

助
の
組
織
は
、

メ
ン
バ
ー
が
病
気
、
失
業
、
老
年
、
寡
婦
、
死
亡
な
ど
の
身
辺
の
事
情
で
困
っ
て
い
る
と
き
、

必
要
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス 

を
提
供
す
る
方
法
と
し
て
発
達
し
た
。

幸
運
な
も
の
も
不
運
な
も
の
も
、
老
若
を
問
わ
ず
、
互
い
に
分
け
前
を
わ
か
ち
合
っ
た
。

そ 

れ
ら
の
組
織
が
福
祉
国
家
を
構
成
し
、
人
間
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
威
力
を
い
ま
な
お
制
御
し
う
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

ー
九
世 

紀
末
に
は
、
約
二
万
四
千
ほ
ど
の
互
助
組
織
が
存
在
し
、

そ
の
メ
ン
バ
ー
に
属
し
て
い
る
者
は
、

一
国
の
全
成
年
男
子
の
約
半
数
に
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の
ぼ
っ
た
。

自
由
競
争
の
世
紀
を
通
じ
て
、

そ
れ
ら
の
組
織
は
い
み
じ
く
も
職
人
と
そ
の
家
族
の
た
め
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク 

な
制
度
と
よ
ば
れ
、

労
働
組
合
や
政
党
、
あ
る
い
は
宗
教
団
体
な
ど
は
ま
っ
た
く
そ
の
活
動
に
関
与
し
な
か
っ
た
。 

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
、

こ
の
偉
大
な
運
動
を
、
産
業
主
義
と
個
人
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的•

心
理
的
脅
威
に
対
す 

る
、
素
人
に
よ
る
心
を
あ
わ
せ
た
応
答
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
支
配
階
級
の
意
識
の
も
と
で
な
さ
れ
る
差 

別
的
慈
善
、

お
よ
び
無
慈
悲
で
差
別
的
な
救
貧
法
に
対
す
る
凡
人
の
反
抗
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
救
貧
法
は
、

そ
れ
が
屈
辱
を 

意
味
す
る
こ
と
の
ゆ
え
に
嫌
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、
他
人
に
よ
っ
て
尊
敬

さ

る

べ

き

資

質

と

し

て

の

〔人

格
の
〕

「
尊
厳
」
が
支
配
的 

な
社
会
慣
習
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
個
人
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
〇 

こ
ん
に
ち
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
役
割
を
理
解
す
る
た
め
に
、

い
ま
な
お
重
要
な
の
は
、
過
去
の
非
常
に
不
安
定
な 

世
界
に
お
い
て
安
定
を
求
め
る
気
持
を
支
え
て
い
た
価
値
と
目
標
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
を
形
成
し
、
発
展
さ
せ
た
方
法
が
、
 

い
ま
で
も
医
療
や
社
会
保
障
の
体
系
の
基
礎
原
理
、
す
な
わ
ち
視
野
の
包
括
性
と
成
員
の
普
遍
性
と
い
う
原
理
に
滲
透
し
て
い
る
か 

ら
で
あ
る
。
現
在
も
ま
だ
貧
困
の
問
題
は
解
決
せ
ず
、
貧
乏
人
を
市
民
と
し
て
待
遇
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
話
で
あ
り
、
 

社
会
主
義
に
対
す
る
恐
る
べ
き
挑
戦
と
し
て
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
過

去

の

親

密

な

「
友
好
団
体
」

に
ひ 

き
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
未
来
の
社
会
福
祉
政
策
の
な
か
で
、
政
治
に
お
け
る
人
間
性
と
社
会
正
義
の
再
分
配
と
を 

結
合
す
る
方
法
と
制
度
と
を
新
し
く
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巨
大
化
の
問
題
と
不
平
等
の
問
題
、

こ
の
二
つ
は
こ
ん
に
ち
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
未
解
決
の
中
心
問
題
で
あ
る
。

こ
れ 

は
社
会
政
策
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
学
校
教
育
か
ら
、

さ
ら
に
は
成
人
教
育
ま 

で
、
失
業
、
疾
病
、
老
後
の
社
会
保
障
、

心
身
の
医
療
、

住
宅
建
設
と
都
市
計
画
、

レ
ジ
ャ
ー
と
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
あ
ら
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ゆ
る
面
に
お
い
て
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
福
祉
に
対
す
る
要
求
は
、
あ
る
地
域
な
い
し
階
層
で.
は
生
活
水
準
の
向
上
に
と
も
な
っ
て
い
っ
そ
う
高
ま
る
で
あ
ろ
う 

し
、

ま
た
他
の
階
層
で
は
相
対
的
な
い
し
絶
対
的
に
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
科
学
技
術
の
発 

展
、
他
方
で
は
幼
児
と
老
年
層
を
保
護
す
る
必
要
性
の
増
大
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
消
費
財
よ
り
も
人
間
と
社
会
福
祉
に
対
す
る
投
資 

を
増
大
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
技
術
は
い
ま
や
、
社
会
経
済
理
論
や
軍
事
・
国
際
関
係
の
理
論
に
み
ら
れ
た
よ 

う
な
徹
底
的
な
革
命
を
な
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
機
械
が
仕
事
を
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
教
義
は
妥
当
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。 

い
ま
で
は
機
械
は
労
働
者
に
と
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
る
。

技
術
変
革
の
犠
牲
者
は
、
も

は

や
(

失
業
保
険
理
論
の
い
う)

「
仕
事
と 

仕
事
の
間
に
休
ん
で
い
る
」
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
永
久
に
失
業
す
る
。
永
久
に
仕
事
か
ら
解
か
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。

ー
九
六
二
年
末
に
は
、
十
六
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま
で
で
就
学
し
て
い
な
い
黒
人
青
年
の
ほ
ぼ
三
分
の
ー
が
失
業
し
て
い
た
。

相 

対
的
に
い
え
ば
、
彼
ら
は
教
育
の
点
で
も
二
十
年
前
の
黒
人
青
年
の
失
業
者
よ
り
も
不
利
な
状
況
に
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

ア
メ
リ
カ 

で
は
ー
九
三
九
年
か
ら
五
八
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
大
学
を
卒
業
し
な
い
者
は
次
第
に
不
利
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

物
資
が
豊
富
な
時
代
に
な
れ
ば
、

消
費
財
の
生
産
は
西
洋
に
お
い
て
二
次
的
な
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
主
た
る
問
題
は 

分
配
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
必
要
に
応
じ
て
福
祉
を
い
か
に
分
配
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
現
在
教
育
そ
の
他
の
社
会
福
祉 

に
関
し
て
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
市
場
経
済
に
お
け
る
生
産
性
と
業
績
の
原
理
に
代
わ
る
で
あ
ろ
う
。 

か
っ
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
経
済
競
争
に
お
け
る
成
功
と
失
敗
に
も
と
づ
い
て
分
配
し
た
。
将
来
は
豊
か
な
経
済
の
な
か
で
、

そ
う 

す
る
の
が
い
っ
た
い
道
徳
的
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

必
要
に
も
と
づ
く
福
祉
の
分
配
は
、

わ
れ
わ 

れ
の
隣
人
の
な
か
に
平
等
を
発
見
す
る
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
は
い
う
。

「
平
等
の
認
識
は
つ
ね
に 

人
格
的
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
た
い
て
い
、

わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
挑
戦
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、
 

以
前
よ
り
も
ず
っ
と
隣
人
に
価
値
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
自
分
自
身
を
愛
す
る
用
意
は
あ 

る
。
平
等
の
発
見
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
と
同
様
に
隣
人
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
発
見
と
定
義
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
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こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
「
自
分
の
富
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
べ
き
か
」

と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
こ
そ
、

こ
ん
に
ち
、

次
の 

い
ず
れ
の
問
に
も
ま
し
て
重
要
な
社
会
的
な
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
犯
罪
者
を
罰
し
た
り
、

逸
脱
者
を
法
に
よ
っ
て
取 

締
っ
た
り
、
公
共
の
援
助
を
濫
用
す
る
こ
と
を
防
止
し
た
り
、
仕
事
を
さ
が
さ
せ
た
り
、
老
後
に
備
え
て
貯
蓄
さ
せ
た
り
、
補
助
金 

に
よ
る
住
宅
か
ら
転
出
さ
せ
た
り
、
教
育
の
た
め
安
上
り
の
代
用
品
を
発
明
し
た
り
、
医
療
を
受
け
る
た
め
の
保
険
料
を
引
き
上
げ 

た
り
——

こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
る
た
め
の
効
果
的
な
方
法
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
問
題
よ
り
も
い
っ
そ
う
重
要
な
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
右
に
あ
げ
た
諸
目
的
は
、

こ
ん
に
ち
社
会
福
祉
政
策
に
お
い
て
し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
る
価
値
を
反
映
し
て
い
る
。

メ
ン 

チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
現

在

の

合

衆

国

の

〔
公
共
〕
福
祉
計
画
は
一
八
三
〇
年
の
哲
学
の
も
と
に
あ
る
」
、
す
な
わ
ち
ー
八
三
四
年
の 

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
も
ら
れ
た
被
選
挙
資
格
な
き
市
民
の
哲
学
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
。

社
会
福
祉
活
動
家
、

教
師
、

医
師
、
社
会 

福
祉
監
督
官
ら
は
、

自
分
た
ち
の
機
能
が
勤
労
に
よ
る
利
益
と
い
う
「
美
徳
」
、

す
な
わ
ち
稀
少
性
の
経
済
学
に
も
と
づ
く
徳
に
ょ 

っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
彼
ら
の
役
目
は
、
医
師
の
労
働
可
能
証
明
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
制
度
の
も
と
で
絶
大
な
威 

力
を
ふ
る
っ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
徳
を
監
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
豊
富
の
経
済
学
と
は
無
関
係
で
あ
る
。 

さ
ら
に
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ピ
エ
ル
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

「
い
か
に
困
難
な
仕
事
で
も
、
機
械
が
な
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、 

こ
ん
に
ち
で
は
、

そ
れ
は
人
間
よ
り
も®

械
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
く
な
し
う
る
。

こ

こ

で

い

う

〈
困
難
な
〉

と
は
、

工
場
労
働
で
あ 

れ
事
務
労
働
で
あ
れ
、
多
く
は
退
屈
な
反
復
作
業
を
意
味
す
る
。

し
か
し
勤
労
者
た
ら
ん
と
す
る
本
能
、

必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と 

を
自
覚
し
た
い
と
い
う
欲
求
、
成
就
へ
の
意
欲
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
の
人
間
の
心
の
な
か
に
深
く
住
み
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸 

要
求
は
、
通
常
の
職
業
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
満
た
さ
れ
な
い
。

一
般
に
役
立
つ
よ
う
な
職
業
に
つ
く
と
い
う
意
味
で
の
完
全
雇
傭 

は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
あ
れ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
れ
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
発
達
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま 

っ
た
。
人
間
を
人
間
的
能
力
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ざ
る
仕
事
か
ら
解
放
す
る
と
は
、
人
間
能
力
を
現
代
文
明
に
お
い
て
無
視
さ
れ
て
い 

る
活
動
、
す
な
わ
ち
教
育
と
学
習
、
基
礎
科
学
研
究
、
行
動
芸
術
や
絵
画
芸
術
、
文
学
、
技
芸
、
政
治
、
社
会
福
祉
活
動
な
ど
の
主 

体
と
な
る
よ
う
に
解
放
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
活
動
に
共
通
す
る
特
徴
は
、

そ
れ
が
人
間
と
物
で
は
な
く
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社会福祉と供与の方法

て
人
間
と
人
間
と
の
相
互
作
用
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
た
し
か
に
生
産
的
活
動
で
は
な
い
し
、

ま
た
厳
密
な
意
味
で
有
利 

S

〉

な
活
動
で
も
な
い
。
」 

・

科
学
技
術
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
進
行
中
の
構
造
的
・
人
口
的
変
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
価
値
の
大
変
革
を
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
。 

生
産
性
の
原
理
と
無
関
係
な
新
し
い
動
機
や
新
し
い
報
酬
形
態
が
求
め
ら
れ
、
個

人

的

「
成
功
」

を
価
値
基
準
と
し
な
い
新
し
い
基 

準
が
資
源
の
分
配
に
適
用
さ
れ
、
社

会

的

に

承

認

さ

れ

た

「
私
有
物
」
も
新
し
い
形
態
を
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
従
来
の
伝 

統
的
な
資
本
主
義
的
価
値
基
準
を
、

ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

か
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
、

こ
れ
ら
の
諸
変
化
が
要
請
さ
れ
る
時
代
の
到
来
を
予
想
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
…

…
将
来
わ
れ
わ 

れ
は
、
過
去
二
百
年
間
に
わ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
束
縛
し
て
来
た
多
く
の
似
而
非
道
徳
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
原 

理
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
性
の
も
つ
最
も
忌
ま
わ
し
い
部
分
を
最
高
の
徳
に
ま
つ
り
上
げ
て
い
た
。.
.

そ
の
と
き
に
は
、
 

わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
っ
て
保
存
し
て
い
る
、
富
の
分
配
す
な
わ
ち
経
済
的
報
酬
と
処
罰
の
分
配
を
規
定
す
る
社 

会
慣
習
や
経
済
行
為
す
べ
て
を
自
由
に
無
視
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
」

も
ち
ろ
ん
、
国
内
の
秩
序
を
保
っ
た
め
に
は
別
の
規
則
、

た
と
え
ば
利
他
主
義
の
も
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
諸
規
則
が
必
要
で
あ 

ろ
う
。
現
に
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、

す
で
に
そ
れ
ら
の
規
則
を
要
求
し
て
い
る
。

長
期
的
観
点
に
立
て
ば
、

こ
の
よ
う
な
規 

則
が
な
け
れ
ば
、
貧
困
層
や
社
会
的
不
適
応
者
の
状
態
が
い
っ
そ
う
悪
化
す
る
の
を
防
止
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
彼
ら
を
い 

っ
そ
う
、

ア
パ
シ
ー
、
挫
折
、
犯
罪
、

不
安
定
、

極
端
な
貧
困
へ
と
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
、
社
会
福
祉
が
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
中
心
的
役
割
が
あ
る
。

も
し
こ
の
役
割
が
定
義
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
 

社
会
主
義
者
は
平
等
主
義
の
言
語
で
定
義
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
倫
理
学
が
再
び
政
治
学
と
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し 

て
そ
こ
で
得
ら
れ
る
べ
き
回
答
は
、
実
際
に
も
論
理
的
に
も
、

「
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
—

の
終
焉
」
を
宣
言
す
る
者
か
ら
は
与
え
ら
れ 

な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
金
銭
獲
得
の
原
理
に
固
執
し
、

教
育
や
医
療
を
冷
蔵
庫
や
ミ
ン
ク
の
外
套
と
等
置
す
る
よ
う
に
、

こ
の
原 

理
を
社
会
福
祉
に
ま
で
拡
張
す
る
。

彼
ら
は
ま
た
、

な
る
べ
く
多
く
の
人
間
が
一
般
の
社
会
福
祉
か
ら
「
手
を
切
り
」
、

独
力
で
新
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し
く
自
分
の
特
権
と
地
位
を
開
拓
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
彼
ら
は
現
代
風
な
功
利
主
義
論
者
、
稀
少
性
経
済
学
の
囚
人 

で
あ
り
、
科
学
技
術
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
社
会
的
諸
結
果
に
無
頓
着
な
輩
な
の
で
あ
るQ

そ
し
て
自
国
に
お
け
る
道
徳
目
標
の
要 

求
に
も
、
外
国
に
対
す
る
供
与
に
お
け
る
起
動
力
に
も
盲
目
な
の
で
あ
る
。 
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産
業
、
労
働
、
社
会
主
義

T
 • B
・

ボ

ッ

ト

モ

ア

J
.
B

 B
o
t
t
o
m
o
r
e

は
、

ー
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
九
年
に
い
た
る
ま
で
国
際
社
会
学
会 

連

合

幹

事

で

あ

っ

た

。

イ
ギ
リ

ス

労

働

党

員

。

一
九
二
〇
年
に
生
ま
れ
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
に 

学

び

、

そ

こ

で

社

会

学

修

士

号

を

取

得

し

た

。

彼

は

い

く

つ

か

の

国

の

社

会

学

雑

誌

へ

の

寄 

稿

者

で

あ

り

、

ま

た

次

の

書

物

の

著

者

で

あ

る

。

『
現

代

社

会

の

古

典

』
、
『
カ
ー
ル
・
マ
ル 

ク
ス
・
選
集
』
、
『
社

会

学

・
問

題

と

文

献

の

手

引

き

』
、
『
倫

理

と

社

会

』
。

私
は
働
く
こ
と
を
好
ま
な
い
——

だ
れ
も
好
む
人
は
い
な
い̂
—

。
だ
が
私
は
働
く
こ
と
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の 

-
-

自
分
自
身
を
見
出
す
チ
ャ
ン
ス-
-

は
好
き
だ
。
あ
な
た
自
身
の
現
実̂
^
^

他
人
に
と
っ
て
で
な
く
あ
な
た
自
身 

に
と
っ
て
の
現
実
・̂

、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
他
人
も
け
っ
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
『
暗
黒
の
な
か
の
心
』 

初
期
社
会
主
義
者
た
ち
は
資
本
主
義
社
会
批
判
の
互
い
に
関
連
す
る
二
方
向
を
定
式
化
し
た
。

そ
の
一
つ
は
階
級
的
不
平
等
の
批 

判
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
財
産
所
有
者
の
享
有
す
る
富
お
よ
び
快
楽
と
賃
銀
労
働
者
の
享
受
す
る
そ
れ
と
が
著
し
く
か
け
離
れ
、

し 

か
も
そ
の
懸
隔
が
明
白
に
増
大
し
て
い
る
と
い
う
点
の
批
判
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
個
人
主
義
の
ゆ
き
す
ぎ
の
此
判
で
あ
っ
た
。
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産業,労働,社会主義

す
な
わ
ち
自
由
放
任
と
競
争
に
よ
る
あ
が
き
と
の
批
判
で
あ
り
、
協
同
お
よ
び
相
互
扶
助
と
い
う
価
値
の
否
認
に
対
す
る
批
判
で
あ 

っ
た
。

ど
ち
ら
の
批
判
に
も
、

労
働
が
社
会
お
よ
び
個
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
た
。

サ 

ン
・
シ
モ
ン
は
、
有
名
な
寓
言
の
な
か
で
、

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
怠
惰
で
役
に
立
た
な
い
封
建
的
な
階
層
を
、
科
学
者
、
産
業
者
、
職 

人
そ
の
他
か
ら
な
る
生
産
的
な
側
と
対
比
し
た
。
新
し
い
社
会
秩
序
つ
ま
り
産
業
体
制
に
関
す
る
彼
の
議
論
は
、

有
用
な
労
働
を
お 

こ
な
う
ご
と
が
個
人
の
第
一
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
発
想
、

お
よ
び
報
酬
と
尊
敬
の
体
系
は
生
産
労
働
に
よ
る
社
会
へ
の
貢
献
の
度 

合
い
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
発
想
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

サ
ン
・
シ
モ
ン
の
弟
子
た
ち
は
、

近
代
産
業
の
組
織
に
つ
い
て
考 

え
る
な
か
で
、

ま
た
有
用
労
働
こ
そ
は
社
会
生
活
の
土
台
と
な
る
べ
き
第
一
の
社
会
的
働
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
か
で
、

上
記
の 

テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
た
。

そ
れ
と
同
じ
見
解
は
、

よ
り
か
す
か
に
で
は
あ
る
が
、
初
期
の
経
済
学
者
た
ち
の
仕
事
の
う
ち
に
も
、

す 

な
わ
ち
彼
ら
が
生
産
労
働
と
非
生
産
労
働
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
試
み
の
う
ち
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。 

労
働
の
別
の
側
面1

個
人
の
心
理
学
的
欲
求
、
教
育
の
基
本
的
要
素
、
自
己
表
現
の
手
段
、

他
人
と
の
き
づ
な
な
ど
と
し
て
の 

労
働
と
い
う
面-
-

は
、

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
っ
て
、

と
り
わ
け
フ
ー
リ
エ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。

フ
ー
リ
エ
は
こ
う 

主
張
し
た
。

す
な
わ
ち
ひ
と
び
と
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
は
創
造
的
で
活
動
的
で
あ
る
。
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
は
、

そ
れ 

自
身
魅
力
の
あ
る
楽
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
職
業
を
個
人
の
好
み
や
性
向
に
も
っ
と
ぴ
っ
た
り
と
マ
ッ
チ
さ
せ 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
に
一
日
の
勤
務
の
途
中
で
職
業
を
と
り
か
え
、

仕
事
に
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の 

よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と0

こ
れ
ら
の
見
解
は
す
べ
て
、
別
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
、
資
本
主
義
社
会
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
的
分
析
の
な 

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
の
諸
階
級
へ
の
分
裂
は
、

一
方
の
極
に
富
、

余
暇
、

み
ず
か
ら
の
人
生
を
決
定
す
る
相
対
的
な 

自
由
を
、

ま
た
他
方
の
極
に
貧
困
、

過
酷
な
労
働
、
強
制
、

自
由
の
欠
如
を
生
み
だ
す
。

ほ
か
な
ら
ぬ
労
働
の
過
程
に
お
い
て
、
産 

業

労

働

者

は(

マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
著
作
の
用
語
を
用
い
れ
ば)

疎
外
さ
れ
て
い
る
。

「
彼
は
労
働
に
お
い
て
、

自
己
を
実
現
し
な 

い
で
自
己
を
否
定
す
る
。
幸
福
と
感
じ
な
い
で
む
し
ろ
不
幸
と
感
じ
る
。
自
分
の
精
神
的
・
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
由
に
発
展
さ
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せ
な
い
で
、

か
え
っ
て
肉
体
的
に
は
疲
れ
果
て
精
神
的
に
は
卑
し
く
な
る
。:

….

彼
の
労
働
は
自
発
的
な
も
の
で
は
な
く
て
強
い
ら 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
強
制
労
働
で
あ
る
。

そ
れ
は
欲
求
の
満
足
で
は
な
く
て
、

労
働
以
外
の
諸
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の 

手
段
に
す
ぎ
な
い
」(

『
経

済

学•

哲
学
草
稿
』)

。

こ
う
し
た
状
態
か
ら
個
人
を
解
放
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
成
長
し
つ
つ
あ
る
労
働
運 

動
の
目
的
で
あ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

そ
の
解
放
の
た
め
に
は
全
体
と
し
て
の
社
会
体
制
と
各
生
産
企 

業
内
部
と
の
変
革
が
必
要
で
あ
っ
た
。
生
産
手
段
の
私
的
所
有
が
廃
棄
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
社
会
階
級
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、 

社
会
の
上
流
階
級
が
安
楽
な
生
活
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
他
の
階
級
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
状
態
は
終
り
を
告
げ
る
と
考
え
ら
れ 

た
。

し
か
し
こ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
の
理
論
図
式
に
お
い
て
は
、
階
級
の
な
い
社
会
を
生
み
だ
す
た
め
の!
!

基
礎
的
で
は
あ
る
が
— 

I

-

つ
の
条
件
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

分
業
を
克
服
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

そ
の
分
業
は
ひ
と 

び
と
を
生
活
の
狭
い
領
域
に
閉
じ
こ
め
、

彼
ら
の
大
多
数
が
、

退
屈
で
、

愚
か
し
く
、

身
体
を
消
耗
し
、

と
き
に
有
害
で
さ
え
あ
る 

活
動
に
生
涯
を
費
す
よ
う
運
命
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
若
い
マ
ル
ク
ス
は
、

フ
ー
リ
エ
と
同
様
、

こ
の
問
題
の
解
決
を
職
業 

の
定
期
的
な
転
換
の
な
か
に
認
め
た
。

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

の
悪
名
高
い
一
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、 

共

産

主

義

社

会

で

は

「
た
だ
一
つ
の
活
動
領
域
」

し
か
も
た
な
い
よ
う
な
人
間
は
い
な
く
な
り
、

個
人
は
気
の
向
く
ま
ま
に
、

「
朝 

は
狩
り
に
で
か
け
、
午
後
に
は
魚
を
と
り
、
夕
方
に
は
家
畜
の
世
話
を
し
、

夕
食
後
に
は
批
評
活
動
を
お
こ
な
う
」

こ
と
と
が
で
き 

る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
な
る
と
、

マ
ル
ク
ス
は
疑
い
も
な
く
こ
う
し
た
可
能
性
に
関
し
て
も
っ
と
批 

判
的
な
見
地
を
と
っ
た
。

だ
か
ら
彼
は
、

『
資
本
論
』

の
一
節
で
は
、
生
産
の
分
野
、

つ

ま

り

つ

ね

に

「
必
然
の
国
」

に
と
ど
ま
る 

分

野

と

余

暇

の

分

野

あ

る

い

は

「
真
の
自
由
の
国
」
、

つ

ま

り

「
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
能
力
を
そ
れ
自
身
の
た
め
に
発
達
さ
せ
る
」 

と
い
う
事
態
が
現
出
す
る
は
ず
の
領
域
と
を
区
別
し
た
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、

必

要
労
働
が
あ
る
程
度
ま
で
そ
れ
自
身
解
放
的
・
 

教
育
的
な
活
動
と
な
り
う
る
と
い
う
考
え
を
け
っ
し
て
捨
て
は
し
な
か
っ
た
。

『
資
本
論
』

で
彼
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ま
た
ひ 

き
あ
い
に
だ
せ
ば
、

「
限
ら
れ
た
細
目
労
働
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
こ
ん
に
ち
の
労
働
者
」

は
、
将

来

の

社

会

に

お

い

て

は

「
全
面 

的
に
発
達
し
た
個
人
」

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、

こ
の
個
人
が
多
く
の
異
な
っ
た
社
会
的
機
能
を
遂
行
し
、

ま
た
広
く
一
般
的
で
科
学
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産業,労働,社会主義

的
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

仕
事
に
対
し
て
現
在
と
は
異
な
る
関
係
を
結
ぶ
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
労 

働
が
本
質
的
に
楽
し
い
活
動
で
あ
る
と
い
う
フ
ー
リ
エ
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
が
、

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
そ
の
一
節
は
一
般
に 

誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
労
働
を
快
適
で
自
発
的
な
活
動
あ
る
い
は
遊
び
の
よ
う
な
も
の
と
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
発
想 

に
、

マ
ル
ク
ス
は
反
対
し
た
。
労
働
に
含
ま
れ
る
苦
し
い
努
力
の
要
素
、

労
働
が
押
し
つ
け
る
強
制
を
マ
ル
ク
ス
は
強
調
し
た
。

し 

か
し
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
、
労
働
が
、
自
然
界
に
形
を
与
え
こ
れ
を
統
制
す
る
人
間
の
力
と
人
間
的
な
熟
練
や
決
定
力
の
表
現
と
し 

て
、

あ
た
か
も
創
造
的
芸
術
家
の
仕
事
の
よ
う
に
、
個
人
に
報
い
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
の
見
解
は
、 

冒
頭
の
引
用
句
に
示
さ
れ
て
い
る
ロ
ン
ラ
ッ
ド
の
見
解
と
似
て
い
る
。

た
だ
し
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
は
、

労
働
の
社
会
的
側
面
も
考 

慮
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
階
級
の
な
い
人
間
的
な
社
会
に
な
る
と
、

個
人
は
彼
の
仕
事
の
な
か
に
、

た
ん
に
自
己
自
身
を
見
出
す 

だ
け
で
な
く
、
他
人
と
の
親
し
い
交
わ
り
や
協
同
関
係
を
も
発
显
し
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

労
働
運
動
と
社
会
主
義
思
想
の
そ
の
後
の
展
開
の
な
か
で
は
、
産
業
社
会
に
お
い
て
労
働
者
が
直
面
す
る
労
働
状
況
に
関
す
る
問 

題
は
背
景
に
し
り
ぞ
き
、

か
わ
っ
て
全
体
社
会
の
階
級
関
係
、
財
産
所
有
、
政
治
権
力
な
ど
の
問
題
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ 

う
に
な
っ
た
。
労
働
者
の
問
題
は
完
全
に
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
問
題
に
少
し
で
も
ま
じ
め
な
関
心
を
寄
せ 

た
運
動!

た
と
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
の
職
場
幹
事
運
動
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
の
共
同
主
義
的
な
実
験
— 

—

は
、
労
働
運
動
の
一
般
的
な
理
念
と
教
説
に
は
あ
ま
り
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
が
社
会
主
義
者
の
議
論
の
中
心
に
も 

ど
っ
て
き
た
の
は
最
近
の
数
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

こ
の
問
題
が
諸
産
業
社
会
で
現
に
生
じ
て
い
る
社
会 

変
動
の
ロ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
重
大
な
意
義
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
一
つ
に
は
、
多
く
の
実
験
的
試
み
——

 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
労
働
者
評
議
会
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
キ
ブ
ツ
、

イ
ン
ド
の
よ
う
な
国
の
ユ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
計
画
、
中
国
の
人 

民
公
社
——

が
、
初
期
社
会
主
義
者
と
マ
ル
ク
ス
と
の
思
想
に
直
接
に
か
か
わ
る
よ
う
な
工
業
労
働•

農
業
労
働
の
新
し
い
組
織
形 

態
を
研
究
す
る
の
に
、

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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社
会
主
義
思
想
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
こ
こ
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
最
も
重
要
な
社
会
変
動
は
、
産
業
公
有
制
の
拡
大
、
産 

業
労
働
の
性
質
の
変
化
お
よ
び
余
暇
時
間
の
増
加
で
あ
る
。
産
業
を
公
有
化
す
る
だ
け
で
は
社
会
主
義
社
会
は
で
き
あ
が
ら
な
い
、
 

と
い
う
こ
と
は
こ
ん
に
ち
で
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
産
業
公
有
化
が
、
現
実
に
は
、
社

会

主

義

社

会

の

建

設•

機
能
に
ま
さ
に
有 

害
で
あ
る
よ
う
な
諸
条
件
を
生
み
だ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
中
央
集
権
化
さ
れ
た
集
産
主
義
経
済
は
、
 

少
な
く
と
も
資
本
主
義
社
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
同
様
に
特
権
的
な
、

ひ
と
び
と
か
ら
隔
絶
し
た
、
権
威
主
義
的
な!
I

政
治
の 

指
導
者
と
経
済
の
管
理
者
か
ら
な
る
——

新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
育
む
基
盤
に
な
り
う
る
。

そ
う
し
た
発
展
の
見
込
み
が
大
き
く
な
る 

の
は
、

社
会
主
義
の
純
粋
に
経
済
的
な
側
面
——

技
術
の
発
達
、

急
速
な
産
業
化
と
近
代
化
、

高
度
の
生
産
性!
!

が
と
く
に
強 

調
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
加
え
て
、

と
り
わ
け
た
だ
ー
つ
の
政
党
が
社
会
統
制
を
占
有
し
、

一
切
の
異
議
の
あ
る
組
織 

的
・
効
果
的
な
表
明
を
阻
止
す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、

ま
た
公
有
産
業
が
経
済
の
一
部
分
を
占
め
る
に 

す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
任
命
さ
れ
た
経
営
幹
部
会
が
産
業
を
上
か
ら
規
制
し
て
い
る
限
り
、
産
業
労
働
者
の
自
主
決
定
と
創 

造
的
活
動
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
資
本
主
義
産
業
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
状
況
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
問
題
は
、
現
代
産
業
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
切
実
な
も
の
と
な
る
。
社
会
の
基
礎
的
な
生
産
活
動
の
多
く
は
、 

巨
大
で
錯
綜
し
た
組
織
に
よ
っ
て
営
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
管
理
は
ま
す
ま
す
非
人
格
的
で
官
僚
制
的
に
な
る
。
他
方
、
各
企 

業
の
内
部
で
は
、
効
果
的
な
大
量
生
産
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
徹
底
し
た
専
門
化
と
仕
事
の
細
分
化
と
が
求
め
ら
れ
る
。
生
産
過
程 

を
企
画
す
る
少
数
者
と
そ
の
細
部
の
操
作
に
従
事
す
る
に
す
ぎ
な
い-
-

事
務
お
よ
び
肉
体
労
働-
-

労
働
者
の
多
数
と
の
分
離
と
、 

そ
の
操
作
の
標
準
化
さ
れ
、
制
限
さ
れ
た
繰
り
返
し
の
多
い
性
格
と
は
、
あ
い
寄
っ
て
労

働

者

の

活

動

的•

創
造
的
な
働
き
を
ほ
と 

ん
ど
ゼ
ロ
に
ま
で
減
退
さ
せ
る
。
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
産
業
が
私
有
で
あ
る
か
公
有
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
う 

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
近
代
的
技
術
に
も
と
づ
い
て
生
産
水
準
を
高
め
よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
主
と
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
だ
か 

ち
で
あ
る
。

し
か
し
社
会
主
義
者
そ
の
他
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
問
題
に
真
剣
な
注
意
を
払
い
は
じ
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
に
す 

ぎ
な
い
。
産
業
労
働
の
こ
の
再
認
識
が
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
、

そ
こ
か
ら
労
働
者
に
よ
る
統
制
あ
る
い
は
労
働
者
の
自
主
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管
理
と
い
う
考
え
が
復
活
し
、

ま
た
こ
の
分
野
に
お
け
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
実
験
的
試
み
へ
の
強
い
関
心
が
導
き
出
さ
れ
た
。 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
経
験
か
ら
す
る
と
、
自
主
管
理
が
多
く
の
実
際
上
の
困
難
に
出
会
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
困
難
と 

は
、

一
部
の
労
働
者
が
経
営
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
は
じ
め
好
ま
な
い
と
い
う
こ
と
、

労
働
者
評
議
会
と
企
業
の
重
役
と
の 

あ
い
だ
に
争
い
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
、
非
常
に
巨
大
な
組
織
で
は
労
働
者
評
議
会
の
代
表
性
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で 

あ
る
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
れ
が
労
働
の
断
片
化
と
大
量
工
業
生
産
に
つ
き
も
の
の
倦
怠
と
を
克
服
す
る
事
実
上
の
最
善
の 

方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
自
分
が
属
す
る

工

場

の

経

済

的•

社
会
的
な
政
策
決
定
に
参
与
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
生
産
過
程
の
見
通
し
を
獲
得
し
、

仲
間
の
労
働
者
と
新
し
い
関
係
に
入
り
、
知
性
と
イ
ニ
シ
ア 

テ
ィ
ヴ
を
発
揮
す
る
機
会
を
も
ち
、

そ
の
上
、
科

学

的•

文
化
的
問
題
に
関
す
る
い
っ
そ
う
高
い
教
育
へ
の
欲
求
を
も
つ
よ
う
促
が 

さ
れ
う
る
。
社
会
学
者
の
う
ち
に
は
こ
う
論
ず
る
者
も
い
る
。
科
学
・
技
術
教
育
を
広
げ
、

労
働
者
を
甲
の
仕
事
か
ら
乙
の
仕
事
へ 

規

則

的

に

移

す

こ

と

に

す

れ

ば

〈
フ
ー
リ
エ
の
擁
護!
)

、

企
業
の
経
営
を
根
本
的
に
変
え
な
く
て
も
、
産
業
労
働
を
も
っ
と
興
味 

の
も
て
る
知
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
。

し
か
し
公
有
企
業
の
労
働
者
評
議
会
制
度
を
採
用
す
る
場
合
、

そ
う
し
た
改 

善
が
い
っ
そ
う
効
果
を
収
め
、

そ
の
上
、
政
策
決
定
へ
の
直
接
的
参
加
と
い
う
利
点
も
つ
け
加
わ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
は
議
論
の 

余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
進
諸
国
に
お
け
る
ご
く
最
近
の
技
術
的
変
化
、

と
く
に
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
は
、

工
業
労
働
者
の
労
働
状
況
は
も
と
よ 

り

ホ

ワ

イ

ト•

カ
ラ
ー
労
働
者
の
労
働
状
況
に
対
し
て
も
途
方
も
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

大
量
生
産
を
お
こ
な
う 

主
要
数
部
門
で
現
在
建
設
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ト
メ
エ
場
で
は
、

旧
式
の
流
れ
作
業
列
で
働
く
労
働
者
た
ち
の
場
合
と
く
ら
べ
る
と
、
 

労
働
者
の
数
は
は
る
か
に
少
な
く
て
す
む
が
、

そ
の
か
わ
り
そ
れ
ら
の
労
働
者
は
科
学
・
技
術
に
つ
い
て
は
る
か
に
完
全
な
教
育
を 

受
け
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
労
働
に
お
い
て
い
っ
そ
う
多
く
の
知
性
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

さ
ら
に
生
産 

過
程
全
体
を
い
っ
そ
う
包
括
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
オ
ー
ト
メ
ー

ツ
ヨ
ン
は
、
産
業
社
会
に
お 

け
る
労
働
の
未
来
に
関
し
て
二
つ
の
展
望
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
は
労
働
が
新
し
い
タ
イ
プ
の
も
の
に
な
り
、

労
働
す
る
個
人
が
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新
し
い
タ
イ
プ
の
も
の
に
な
り
、
 

労
働
す
る
個
人
が
自
己
の
職
業
に
お
い
て
知
性
と
判
断
力
を
働
か
す
機
会
を
と
り
も
ど
す
で
あ
ろ 

う
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
は
労
働
時
間
が
減
少
し
、
余
暇
時
間
の
総
量
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。 

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
進
歩
は
、
大
量
生
産
の
工
場
と
銀
行
や
保
険
会
社
の
よ
う
な
巨
大
事
務
組
織
と
の
労
働
条
件
を
変
え
る
と 

い
う
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
他
方
で
、
経
済
の
製
造
部
門
か
ら
サ
—
ビ
ス
部
門
へ
労
働
者
た
ち
が
移
動
す
る
傾
向
を
新
た
に
促
進 

す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、

よ
り
単
調
で
反
覆
的
な
仕
事
か
ら
よ
り
興
味
と
責
任
の
あ
る
仕
事
へ
彼
ら
が
移
っ
て
ゆ
く 

の
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
見
で
き
る
ど
ん
な
未
来
が
訪
れ
て
も
、
従
業
員
に
ほ
と
ん
ど 

満
足
を
与
え
な
い
よ
う
な
職
業
は
非
常
に
数
多
く
残
る
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
観
察
者
は
、

ま
さ
に
こ
の
事
実
の
認
識
か
ら
、

労
働 

生
活
の
緊
張
と
不
満
に
本
質
的
な
補
償
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、

余
暇
の
重
要
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
余
暇
時
間 

の
増
大
が
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
ま
だ
組
織
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
未
来
の
展
望
は
依
然
と
し
て
多
様
な
解
釈
に
委
ね
ら 

れ
て
い
る
。
余
暇
活
動
の
多
く
か
ら
、

仕
事
の
な
か
に
は
見
出
せ
な
い
満
足
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
う
し
た
活 

動
は
、

し
か
る
べ
き
範
囲
で
、
自
由
に
選
ば
れ
自
由
に
楽
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
個
人
は
彼
自
身
の
好
み
を
主
張
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。
彼
の
腕
前
を
発
揮
し
、
変
化
と
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
を
楽
し
み
、

仲
間
や
友
だ
ち
を
個
人
的
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
上
、
 

余
暇
活
動
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
腕
前
の
上
達
が
職
業
分
野
に
お
け
る
低
い
地
位
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
腕
前
の
上 

達
に
よ
っ
て
社
会
的
評
価
が
得
ら
れ
る
か
ら
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
個
人
の
自
尊
心
や
貫
録
が
高
め
ら
れ 

る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
現
代
の
多
く
の
余
暇
が
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
諸
能
力
の
発
達
に
い
う
に
足
る
ほ
ど
役
立
つ 

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、

つ
ま
り
現
代
社
会
で
最
も
一
般
的
な
二
つ
の
余
暇
追
求
の
試 

み
は
そ
の
点
の
例
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

テ
レ
ビ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
部
の
ひ
と
び
と
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
ス
ポ
ー
ツ
や
道
楽 

を
始
め
た
い
と
い
う
気
持
を
起
こ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
芸
術
や
科
学
の
知
識
を
系
統
的
に
習
得
し
た
い
と
い
う
気
持 

に
な
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
ひ
と
び
と
に
対
し
て
は
、

そ
れ
は
直
接
的
な
積
極
的
活
動
の
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代
用
品
、

身
替
り
に
生
き
て
も
ら
う
手
段
と
な
る
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
多
く
の
ひ
と
び
と
に
そ
の
労
働
生
活
に
欠
け
て
い
る
興
奮
を
与 

え
る
も
の
で
あ
る
が
、

や
は
り
こ
れ
も
い
っ
そ
う
深
刻
な
意
味
で
、
選
択
す
べ
き
生
活
形
態
へ
の
自
覚
を
ま
っ
た
く
欠
い
た
ま
ま
、 

幸
運
が
突
然
も
た
ら
す
富
に
よ
っ
て
労
働
の
退
屈
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
人
口
の
大
部
分
の
余
暇
時
間
が
極
度
に 

限
ら
れ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
社
会
で
は
、

余
暇
を
受
動
的
に
過
し
、

空
想
に
ふ
け
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
重
大
な
社
会
的
意
味
を
も
た 

な
か
っ
た
。

し
か
し
マ
ス
・
レ
ジ
ャ
ー
の
時
代
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
主
要
な
社
会
問
題
の
一
つ
を
か
た
ち
づ
く
る
。
社
会
の
全
成 

員
の
手
に
入
る
非
常
に
増
加
し
た
余
暇
が
、
倦

怠

と

無

目

的

を

結

果

す

る

〈
と
い
う
徴
候
は
す
で
に
た
く
さ
ん
あ
る)

べ
き
で
は
な 

く
て
、
個
人
の
諸
能
力
の
よ
り
充
分
な
展
開
の
手
段
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
積
極
的
な
余
暇
の
機
会
を
つ
く
り
だ
す
た
め 

に
、

こ
れ
ま
で
ど
の
産
業
社
会
で
実
施
さ
れ
あ
る
い
は
計
画
さ
れ
た
よ
り
も
は
る
か
に
広
範
囲
に
わ
た
る
公
的
対
策
を
講
じ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
か
り
に
そ
う
し
た
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
し
て
も
、
多
く
の
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

労
働
と
余
暇
は
相
互 

に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
く
に
両
者
が
個
人
の
社
会
的
態
度
に
及
ぼ
す
影
響
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。

労
働
時
間
を
隸
属 

的
状
態
で
過
し
、
劣
悪
な
環
境
の
も
と
で
い
つ
も
退
屈
で
無
意
味
な
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
間
、

そ
う
い
う
人
間
が
余
暇
時 

間

に

積

極

的•

創
造
的
な
人
間
と
し
て
豊
か
な
能
力
を
発
揮
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。

そ
の
上
、

そ
う
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、 

彼
は
労
働
す
る
と
き
に
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
欲
求
不
満
に
お
ち
い
り
、

み
じ
め
な
気
持
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
積
極
的
な
余
暇
の
発
達 

が
人
間
の
生
活
全
体
と
調
和
し
た
一
部
分
を
か
た
ち
づ
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
発
達
に
は
労
働
組
織
の
変
革
が
と 

も
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
こ
れ
ま
で
よ
り
重
要
な
責
任
を
分
担
し
、

彼
の
環
境
形
成
に
さ
い
し
て
い
っ
そ
う
大
き
な
役
割
を 

果
た
し
、
彼
の
職
業
が
こ
れ
ま
で
以
上
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
と
興
味
を
与
え
る
よ
う
に
労
働
組
織
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

余
暇
の
第
二
の
問
題
と
な
る
側
面
は
、

そ
れ
が
す
ぐ
れ
て
私
的
・
個
人
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。

か 

っ
て
労
働
は
、
個
人
の
目
覚
め
て
い
る
時
間
の
大
半
を
占
め
、
人
間
の
共
同
体
を
結
び
合
わ
せ
る
最
も
強
力
な
い
く
つ
か
の
社
会
的 

き
ず
な
を
生
み
だ
し
た
。
だ
か
ら
初
期
社
会
主
義
者
も
、
彼
ら
の
理
想
社
会
の
基
礎
が
協
同
組
合
的
労
働
に
あ
る
と
考
え
た
。

と
こ
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ろ
が
余
暇
活
動
の
ほ
う
は
、

そ
の
現
代
社
会
で
と
る
形
態
に
お
い
て
は
、

必
ず
し
も
な
ん
ら
か
の
永
続
的
な
社
会
関
係
を
生
み
だ
し
、
 

維
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
き
に
自
発
的
結
社
の
形
成
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
場
合
も
あ
る
が
。

し
か
し
余
暇
活
動
の
大
部
分 

は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
個
人
あ
る
い
は
家
族
を
純
粋
に
私
的
な
生
活
へ
退
か
せ
て
し
ま
い
や
す
い
。

そ
こ
で
は
他
人
と
の
連
帯
感
や 

公
的
職
務
に
対
す
る
責
任
感
は
ま
っ
た
く
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。

社
会
主
義
ヒ
ュ
—

マ
ニ
ズ
ム
は
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
先
進
産
業
諸
国
に
お
け
る
科
学
・
技
術
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
と
社
会
主
義 

形
態
の
社
会
に
お
け
る
困
難•

危
機
の
経
験
と
か
ら
生
じ
た
新
し
い
さ
し
迫
っ
た
諸
問
題
へ
の
応
答
で
あ
る
。
産
業
諸
国
に
お
い
て 

は
、
も
は
や
そ
れ
は
、
財
産
制
度
を
変
え
、

大
規
模
産
業
の
私
有
を
廃
止
し
、
富
と
収
入
の
大
き
な
不
平
等
に
起
因
す
る
社
会
階
級 

の
差
を
な
く
す
と
い
っ
た
問
題
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
と
同
様
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
、

技
術
の
利
用
法
、

労
働
組
織
、
分
業
、
 

商
企
業
の
権
威
体
系
な
ど
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
余
暇
時
間
の
新
し
い
使
用
法
も
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た 

と
え
ば
副
業
と
し
て
の
美
術
や
工
芸
を
発
達
さ
せ
、
個
性
的
な
美
し
い
物
を
制
作
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
必
需
品
の
大
量
生
産
が
補
足 

さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
産
業
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
糧
類
の
自
発
的
結
社
と
地
方
的
・
地
域
的
な
ユ
ミ
ュ 

ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
練
る
か
に
多
く
の
ひ
と
び
と
が
公
的
職
務
の
運
営
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る 

よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
目
的
の
実
現
に
努
め
る
さ
い
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、

一
つ
の
道
徳 

的

理

想

一
^
初
期
社
会
主
義
者
た
ち
の
そ
れ
——

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
創
造
的
で
平
等
で
自
治
的
な
諸
個 

人
か
ら
な
る
共
同
体
と
い
う
世
界
的
規
模
の
構
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
問
題
に
対
す
る
、

ま 

た

社

会

制
度
の
改
艮•

変
革
の
た
め
の
社
会
政
策
に
対
す
る
科
学
的
・
実
験
的
な
態
度
に
よ
っ
て
も
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
社
会 

主
義
社
会
に
な
っ
て
も
、
す
べ
て
の
緊
張
や
争
い
が
最
終
的
に
解
決
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
、
新
し
い
か
た
ち
の
争
い
が
起 

こ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ひ
と
び
と
が
、
物
質
的
圧
迫
か
ら
よ
り
自
由
な
状
態
の
も
と
で
慎
重
に
自
分
の
個
人
生
活
と
社
会
的
生
存
と 

を
か
た
ち
づ
く
り
は
じ
め
る
と
き
、
彼
ら
が
と
き
に
愚
か
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
り
、
彼
ら
の
一
部
の
者
が
間
違
っ
た
行
動
を
と
っ
た
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産業,労働,社会主義

り
し
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
特
定
の
個
人
や
社
会
集
団
が
、
自
分
た
ち
だ
け
の
利
益
を
不
当
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
と
い
う 

事
態
は
つ
ね
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
希
望
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
社
会
の
統
治
に
参
与
す
る
機
会
が
平
等
に
与 

え
ら
れ
れ
ば
、
合
理
性
、
自
制
心
、
責
任
感
が
高
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
点
、
先
進
産
業
社
会
に
は
そ
の
成
員
の
基
本
的
な 

物
質
的
要
求
を
充
分
に
満
た
す
能
力
が
あ
る
と
い
う
点
、
適
切
な
制
度
を
案
出
す
れ
ば
、
異
議
や
革
新
を
窒
息
さ
せ
な
い
か
た
ち
で 

社
会
的
争
い
を
統
制
し
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
私
に
は
、

こ
う
し
た
希
望
を
抱
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
決 

定
的
な
理
由
は
見
当
ら
な
い
。 

〔
三
沢
謙
一
訳
〕
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豊
か
な
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
由

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン•

キ
ン
グ"

ホI

ル
唧

Sir  0

ephen  Km
g’HaH

は
、

海

軍

中

佐

と

し

て

、

ー
九
〇
六
年
か
ら
一
九
二
九
年 

ま
で
イ
ギ
リ

ス

海

軍

に

勤

務

。

第

一

次

大

戦

中

、

イ

ギ

リ

ス

主

力

艦

隊

お

よ

び

対

潜

水

艦

防 

御

に

参

加

し

た

。

退

役

後

ロ

イ

ヤ

ル•

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
ト
の

国

際

問

題

研

究

部

会

の

ス 

タ
ッ
フ
に
参
加
、

ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
で
、

政

治

・

経

済•

社
会
関
係
の
時

事

問

題

に

つ

い

て 

の

放

送
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ー

九

三

九

年

に

は

『
キ

ン

グU
ホ
ー
ル
時

事

通

信

』

を
発
刊
、 

ー
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
、

下

院

の

無

所

属

議

員

と

な

る

。

9
 

ー
九
四
六
年
以
来
、

イ

ギ

リ

ス

単

独

の

非

核

武

装

の

積

極

的

な

主

張

を

つ

づ

け

、

『
核
時 

代

に

お

け

る

権

力

政

治

』

『
核

時

代

に

お

け

る

防

衛

』

『
わ

れ

ら

自

身

の

時

代

二

九

一

四 

— 

ー
九
六
〇
』

を
著
し
た
。

ま
た
、

青
少

年

向

き

に

現

代

の

諸

問

題

に

関

す

る

本

も

書

い

て 

い
る
し
、

軽

妙

な

喜

劇

も

い

く

つ

か

書

下

し

、

成

功

を

収

め

て

い

る

。

農

場

を

経

営

、
大
き 

な

保

険

会

社

の

社

長

で

も

あ

る

。

党
派
的
拘
束
を
受
け
な
い
観
察
者
と
し
て
の
私
に
は
、

ー
九
六
四
年
の
選
挙
戦
に
さ
い
し
て
諸
政
党
の
か
か
げ
る
原
則
の
実
際
の 

相
違
が
、
政
党
の
現
実
の
あ
る
い
は
公
約
さ
れ
た
実
践
活
動
に
反
映
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

こ
ん
に
ち
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
人
は
す
べ
て
計
画
家
で
あ
り
、
社
会
主
義
者
も
保
守
主
義
者
も
と
も
に
、

い
ず
れ
の
党
が
よ
り
は
や
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豊かな社会における個人の自由

く

資

本

主

義(

あ
る
い
は
私
の
父
親
が
資
本
主
義
と
い
う
言
葉
で
理
解
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の)

を
葬
れ
る
か
に
つ
い
て
言
い
争
う 

の
に
忙
し
い
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
は
、
自
己
の
鋤
に
ゆ
っ
た
り
と
よ
り
か
か
り
、

イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
、
選
挙
民
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
賛 

成
を
獲
得
し
、
資
本
主
義
の
埋
葬
の
地
な
ら
し
を
お
こ
い
つ
つ
あ
る
の
を
見
守
っ
て
い
る
。

い
っ
た
い
、
社
会
主
義
と
国
家
管
理
に 

対
抗
す
る
、
自
由
企
業
の
原
則
の
消
滅
と
い
う
事
実
は
、

も
は
や
原
則
そ
の
も
の
が
ほ
か
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る 

の
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
ど
ち
ら
の
党
も
、

こ
ん
に
ち
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
の
偉
大
な
原
理
の
も
つ
も
の
が
、

個
人
の
自 

由
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
理
解
し
て
い
な
い
し
、

ま
た
そ
の
事
実
を
認
め
る
だ
け
の
知
恵
を
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ 

の
必
要
と
す
る
現
代
社
会
に
特
有
の
技
術
的
管
理
に
と
っ
て
、
本
質
的
と
も
い
え
る
巨
大
な
官
僚
機
構
の
働
き
に
対
し
て
、
個
性
の 

保
持
を
意
味
す
る
個
人
の
人
格
的
自
由
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
機
械
化
さ
れ
、
計
画
化
さ
れ
た
生
活
に
対
す
る
反
動
が
な
い
と
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
個
人
の
経
済
的
自
由
は
永
久
に
消
滅 

し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い̂

し

か

し

個

と

し

て

の

「
人
間
」
が
保
た
れ
る
べ
き
と
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
つ
く
り
だ
し
た
機
械
に
わ
れ
わ
れ
の
豊
か
な
社 

会
を
管
理
さ
せ
た
り
、

わ
れ
わ
れ
の
余
暇
の
使
い
方
を
組
織
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。

ま 

た
、

労
働
日
の
終
り
で
あ
れ
、

わ

れ

わ

れ

の

「
引
退
」
す

る

と

き

で

あ

れ(

そ
れ
は
し
だ
い
に
若
い
年
齢
に
な
り
つ
つ
あ
る
が)

、 

わ
れ
わ
れ
が
機
械
の
制
御
か
ら
抜
け
だ
せ
る
と
き
に
は
、

「
私
的
な
生
活
」

を
追
求
し
、

可
能
な
限
り
非
妥
協
的
に
な
る
こ
と
が
許 

さ
れ
、
奨
励
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
高
い
生
活
水
準
と
、
個
人
的
な
自
由
、

す
な
わ
ち
国
家
に
よ
っ
て
指
導
・
操
作
さ
れ
た
富
の
生
産
の
成
果
を
楽
し
む
方 

法
を
選
択
す
る
個
人
的
な
自
由
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
不
可
能
な
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

も
し
こ
れ 

が
本
当
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、

手
段
を
目
的
と
考
え
違
い
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
或
る
人
が
全
世
界
を
手
に
入
れ
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て
も
、
魂
を
喪
失
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
人
に
と
り
何
の
利
益
が
あ
ろ
う
か
。

〔
久
重
忠
夫
訳
〕
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啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
と
数
理
経
済
学

(

エ) 

ポ

ー

ル

・

メ

ド

ウ

ポ

ー

ル

・

メ

ド

ウ

は

、

一
九
二
六
年
に
プ
ラ
ハ
で
生
ま
れ
、

ー
九
三
九
年
に
渡
米
し
、

コ 

1
ネ

ル

大

学

で

学

び

、

経

済

学

で

の

博

士

号

は

コ

ロ

ン

ビ

ア

大

学

か

ら

受

け

た

。

ー
九
五
七 

年

以

来

、

彼

は

、

ラ

ト

ガ

ー

ズ

大

学

の

経

済

学

助

教

授

を

勤

め

、M

・T
 
・
フ
ロ
リ
ン
ス
キ 

I
編

の

マ

グ

ロ1
•

ヒ

ル

社

『
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
百
科
事
典
』

に
、

ソ
連
経
済
に
つ
い 

て

の

論

文

を

寄

稿

し

て

い

る

。

要

約

経
済
科
学
に
お
け
る
数
学
的
方
法
の
利
用
は
、
稀
少
な
手
段
の
最
適
配
分
と
い
う
概
念
を
、
市
場
過
程
か
ら
分
離
し
、

さ
ら
に 

ま
た
、
巨
視
経
済
的
な
合
理
性
と
い
う
い
っ
そ
う
広
い
概
念
か
ら
も
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ 

イ
ッ
ク
な
理
想
を
、

そ
の
長
年
に
わ
た
る
市
場
と
の
結
び
つ
き
か
ら
解
放
し
、
政
治
の
分
野
に
復
帰
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。 

内
面
的
な
諸
価
値
の
優
越
性
の
強
調
と
い
う
点
は
別
に
し
て
も
、
社
会
の
人
間
化
に
と
っ
て
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
生
活 

状
況
と
ま
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、

そ
の
内
部
で
は
、

一
般
に
存
在
す
る
諸
制
度
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
が
各
人
の
生
活
様
式
に
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つ
い
て
互
い
に
著
し
く
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
の
選
択
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、

と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
産
業
社
会
に 

あ
っ
て
は
、
個
人
の
自
由
は
、
経
済
自
体
の
機
能
上
の
諸
要
求
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
個
人
自
身
も
、

彼
の
同
胞
も
、
 

と
も
に
、

そ
の
生
活
の
資
を
技
術
的
に
規
定
さ
れ
る
諸
関
係
の
全
国
的
な
組
織
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
組
織
の
操
作
た 

る
や
、
個
人
的
な
決
定
の
範
囲
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、

個
人
は
、
特
別
な
用
意
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
 

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
様
式
に
そ
く
し
て
経
済
を
調
整
し
て
ゆ
く
こ
と
が
現
実
に
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
か
を
、

知
る
す
べ
を
も
た
な
い 

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
は
、
個
人
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
産
業
経
済
の
い
っ
そ
う
の
発
展
が
彼
自
身
の
個
人
的 

な
宿
命
や
彼
の
国
家
の
歴
史
的
な
宿
命
と
し
て
も
た
ら
す
も
の
が
な
ん
で
あ
れ
、

そ
の
す
べ
て
を
た
だ
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
な
く
て 

は
な
る
ま
い
と
想
像
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
個
人
は
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
規
範
に
進
ん
で
か
か
ず
ら
う
の
は
、

こ
の
産
業 

時
代
に
あ
っ
て
は
夢
想
家
の
す
る
こ
と
だ
と
、
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

経
済
科
学
が
産
業
社
会
の
人
間
化
に
と
っ
て
適
切
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
さ
に
右
の
問
題
そ
の
も
の
に
よ
つ 

て
示
さ
れ
て
い
る
。
経
済
科
学
の
役
割
は
、

た
ん
に
物
的
手
段
の
効
果
的
な
生
産
と
分
配
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
だ
け
で
は
な
く
、
 

政
治
が
、
経
済
の
奉
仕
す
べ
き
特
別
な
目
的
を
選
び
出
し
、

ま
た
、
経
済
の
影
響
力
に
課
せ
ら
れ
て
よ
い
制
限
を
識
別
す
る
の
を
助 

け
る
こ
と
に
も
、

な
く
て
は
な
ら
な
い
。9

経
済
科
学
は
、
長
い
あ
い
だ
、
自
律
的
な
市
場
組
織
の
研
究
と
結
び
つ
い
て
き
た
た
め
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
役
目
と
は
正
反 

対
の
政
策
規
範
を
、
長
ら
く
支
持
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、

経
済
科
学
は
基
本
的
な
諸
過
程
を
数
学 

的
な
分
析
の
光
に
照
ら
し
て
再
検
討
し
は
じ
め
た
。

こ
の
こ
と
が
、

電
子
計
算
機
や
新
し
い
多
様
な
計
算
技
術
の
利
用
が
可
能
に
な 

っ
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
も
た
ら
し
た
結
果
は
、

い
く
人
か
の
最
も
著
名
な
国
際
的
な
経
済
学
者
が
、
右
の
点
に
つ
い
て
ま
っ
た 

く
新
た
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
り
、

ま
す
ま
す
人
間
化
さ
れ
た
社
会
生
活
へ
の
産
業
経
済
の
従
属
を
新
た
な
構
想
の
も
と
で
の
中 

央
計
画
の
第
一
の
機
能
と
み
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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!

啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
と

新
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
稀
少
手
段
の
問
題 

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
経
済
科
学
の
創
始
者
た
ち
を
し
て
、
経
済
が
奉
仕
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
タ
イ
プ
を
解
明
す
る
こ
と 

を
手
控
え
さ
せ
る
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
、

ま
さ
に
、
啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
価
値
に
対
す
る
、

そ 

の
関
心
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
中
世
的
な
自
然
法
概
念
の
合
理
主
義
的
な
再
解
釈
に
よ
れ
ば
、

自
然
法
の
、

す
な
わ
ち
、
人
生
の 

諸
問
題
に
関
し
て
判
断
を
下
す
さ
い
に
必
要
な
基
準
の
、
知
識
を
得
る
た
め
に
は
、

理
性
を
用
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、

ひ 

と
び
と
の
個
人
的
な
判
断
に
基
礎
を
お
く
社
会
の
み
が
、

し
た
が
っ
て
、
相
互
の
同
意
と
い
う
契
約
原
則
が
社
会
的
な
義
務
の
方
式 

化
を
決
め
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
よ
う
な
社
会
の
み
が
、

「
自
然
な
」
社
会
と
見
な
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ 

ら
に
、

ひ
と
び
と
の
個
人
的
な
利
得
の
追
求
は
「
自
然
な
」
行
動
の
タ
イ
プ
を
表
わ
す
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
、
補
足
さ
れ
て
い
た
。 

ア

ダ

ム

・
ス
ミ
ス
が
、
市
場
を
、
自
然
法
そ
れ
自
体
の
制
度
的
な
体
現
と
見
な
し
え
た
の
は
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
続
く
時
期
に
は
、
個
人
的
利
得
の
倫
理
が
も
つ
社
会
的
な
功
績
に
つ
い
て
の
初
期
の
楽
観
論
は
急
速
に
消
滅
し
去
っ
た
と 

は
い
え
、
市
場
と
い
う
自
律
的
な
組
織
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
工
業
生
産
と
国
際
貿
易
と
は
、
市
場
に
対
す
る
、

し
た
が
っ
て
個 

人
的
な
利
得
の
追
求
に
対
す
る
、
経
済
科
学
の
関
心
を
刺
激
し
つ
づ
け
た
。
経
済
学
の
注
意
は
、
社
会
の
財
の
分
配
を
も
生
産
を
も 

自
動
的
に
律
す
る
た
め
に
市
場
タ
イ
プ
の
取
引
の
み
が
も
っ
ぱ
ら
つ
く
り
だ
し
た
、
貨
幣
の
流
れ
の
自
律
的
構
造
の
も
つ
驚
く
べ
き 

能
力
に
、
向
け
ら
れ
た
。
最
初
の
う
ち
は
、
経
済
を
組
織
す
る
上
で
の
こ
の
よ
う
な
取
決
め
の
も
つ
歴
史
的
な
独
自
性
に
つ
い
て
の 

自
覚
や
、

「
労
働
」
、
「
土
地
」
、
「
貨
幣
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
擬
制
的
な
商
品
を
市
場
の
法
則
に
委
ね
た
こ
と
が
、
技
術
的
変
化
は
も 

ち
ろ
ん
社
会
的
な
混
乱
や
緊
張
の
永
続
的
か
つ
遠
大
な
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
自
覚
は
、

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た~ 

•

し
か
し
な
が
ら
、

ー
九
世
紀
の
末
以
来
、
市
場
経
済
学
の
形
式
的
な
効
率
分
析
と
の
結
合
は
、
自
律
的
な
市
場
組
織
の
制
度
的
な
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構
造
が
、
社
会
的
な
普
遍
性
を
要
求
す
る
権
利
は
も
ち
ろ
ん
、

す
ぐ
れ
て
経
済
的
な
普
遍
性
を
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
、

と 

い
う
信
念
を
生
み
だ
し
た
。

こ
れ
は
、

こ
の
構
止
宗
自
然
に
お
け
る
稀
少
性
の
原
理
を
体
現
し
て
い
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る

〈3)

も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、

以
後
の
新
古
典
派
経
済
学
を
、
競
争
的
な
社
会
行
動
を
な
く
そ
う
と
か
工
業
生
産
を
よ
り
広
汎
な
社
会
目 

的
に
応
ず
る
も
の
に
し
よ
う
と
か
い
っ
た
考
え
そ
の
も
の
に
対
す
る
強
力
な
反
対
論
と
同
一
視
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
も
の
は
、

工
業 

生
産
そ
れ
自
体
が
一
社
会
内
の
個
々
の
手
段
の
相
対
的
な
稀
少
性
を
正
確
に
反
映
す
る
価
格
の
存
在
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
、

い 

っ
そ
う
進
ん
だ
信
念
で
あ
っ
たQ

こ
の
よ
う
な
立
場
の
論
理
の
基
盤
と
な
っ
て
き
て
い
た
も
の
は
、

な
ん
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

こ
ん
に
ち
、
経
済
過
程
の
分
析
へ 

の
数
学
的
方
法
の
適
用
に
よ
っ
て
ゆ
る
が
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
は
、

こ

の

基

盤

の

な

か

の

い

か

な

る

要

素

な

の

で

あ

ろ

う 

そ
れ
を
簡
単
に
述
べ
る
と
次
の•
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
資
源
の
最
適
な
配
分
形
態
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
多
様
な
使
途
に
あ
る
諸 

資
源
の
相
対
的
な
稀
少
性
に
つ
い
て
の
知
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
従
来
も
注
目
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
知
識
が
あ
れ
ば
、
 

各
種
の
資
源
を
、

そ

れ

が

最

初

に

相

対

的

に

豊

富

で

あ

っ

た(

そ
の
資
源
の
何
単
位
か
の
引
き
上
げ
が
及
ぼ
す
重
要
性
が
た
い
し
て 

大
き
く
な
い
と
い
う
意
味
で)

使
途
か
ら
、

そ

れ

が

最

初

に

相

対

的

に

「
稀
少
」

で

あ

っ

た
(

そ
の
資
源
の
追
加
的
な
何
単
位
か
の 

「
生
産
性
」
が
よ
り
大
き
い
と
い
う
意
味
で)

使
途
へ
と
、

部
分
的
に
再
配
分
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

明
ら
か
に
、

こ
の
手 

続
き
を
繰
り
返
し
て
そ
れ
以
上
の
改
善
が
不
可
能
な
点
に
ま
で(

正
式
の
用
語
で
い
え
ば
、
資

源

の

追

加

的

な

何

単

位

か

の

「
生
産 

性
」
が
そ
の
す
べ
て
の
使
途
に
お
い
て
均
一
に
な
っ
て
し
ま
う
点
に
ま
で)

い
た
れ
ば
、

「
最
適
」

な
、

あ
る
い
は
、
他
の
ど
れ
よ 

り
も
好
ま
し
い
、
資
源
の
配
分
の
パ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

自
律
的
な
市
場
組
織
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
過
程
で 

あ
る
。

か
か
る
組
織
の
も
と
で
は
、
あ
る
企
業
が
自
分
の
使
用
の
た
め
に
資
源
の
よ
り
多
く
の
分
け
前
を
向
け
る
よ
う
に
し
う
る
カ 

は
、

一
般
に
、

そ
の
企
業
が
消
費
者
の
希
望
を
満
足
さ
せ
て
や
る
力
を
よ
り
多
く
も
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
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消
費
者
の
希
望
を
全
体
と
し
て
の
経
済
過
程
の
究
極
の
目
的
と
見
な
す
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
見
、

ま
た
、

企
業
が
追
加
的
な
資
源 

の
代
価
と
し
て
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
価
格
が
そ
の
他
の
使
途
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
資
源
の
重
要
性
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る 

(

す
べ
て
の
資
源
が
最
高
の
買
値
を
つ
け
る
人
に
売
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
う
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が)

も
の
と
す
れ
ば
、 

自
分
自
身
の
利
潤
を
極
大
化
し
て
い
る
企
業
も
、

可
能
な
か
ぎ
り
の
最
高
の
価
格
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
の
資
源
を
経
済
界
で
利
用
さ 

せ
る
こ
と
を
控
え
て
い
る
資
源
所
有
者
も
、

と
も
に
、
死
活
の
重
要
性
を
も
つ
全
経
済
的
な
機
能
を
同
時
に
果
た
し
て
い
る
よ
う
に 

み
え
る̂

と
す
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
の
論
理
的
な
帰
結
は
、

消

費

者•

企
業
・
お
よ
び
こ
の
組
織
に
基
本
的
な
投
入
物
を
供
給
す
る
ひ
と
び
と 

そ
れ
ぞ
れ
の
側
で
の
、
最

大

利

得

を

求

め

る

「
自
然
の
」
努
力
の
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
表
わ
れ
こ
そ
、
機
能
上
の
必
然
と
見
な 

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
と
な
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
、
人
が
、
資

源

の

配

分

に

関

し

て

の

「
一
般
均
衡
」
状
態
を
、

し 

た
が
っ
て
全
体
と
し
て
の
経
済
の
可
能
な
か
ぎ
り
で
の
最
善
の
統
合
を
表
わ
す
状
態
を
、
も
た
ら
し
た
い
と
望
む
か
ぎ
り
で
は
あ
る 

が
。

し
か
も
、
産
業
経
済
に
あ
っ
て
は
、
経
済
の
可
能
な
か
ぎ
り
で
の
最
善
の
統
合
を
選
び
と
ら
な
い
自
由
と
い
う
も
の
が
、
生
産 

そ
れ
自
体
へ
の
混
乱
と
い
う
脅
威
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
種
の
可
能
性
に
つ
い
て 

の
よ
り
い
っ
そ
う
正
確
な
知
識
が
欠
如
し
て
い
た
と
き
に
は
、
経
済
の
組
織
化
の
た
め
に
市
場
を
利
用
す
る
こ
と
へ
の
反
対
論
を
、 

た
ん
に
啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
規
範
を
拒
否
す
る
も
の
と
み
る
ば
か
り
か
、

工
業
生
産
自
体
へ
の
脅
威
と
も
み
る 

こ
と
が
、
容
易
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

決
定
を
稀
少
性
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
機
能
的
で
あ
る
と
と
も
に
多
分
「
自
然
な
」
現
象
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
が
得
ら 

れ
た
後
、

ひ
き
つ
づ
い
て
、
経
済
科
学
の
主
題
そ
の
も
の
の
新
た
な
定
義
が
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
経
済
科
学
が
物
的
な
手
段 

の
生
産
と
分
配
と
を
も
た
ら
す
社
会
過
程
に
か
か
わ
る
と
い
う
見
解
は
、
経
済
科
学
は
社
会
の
全
稀
少
手
段
の
節
約
に
か
か
わ
る
も 

の
だ
と
い
う
見
解
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、

「
政
治
経
済
学
」

と

い

う

名

称

は

「
経
済
学
」

に
変
え
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
 

再
配
分
と
い
う
単
純
な
行
為
が
、
追

加
的
な
効
用
量
を
生
み
だ
す
と
い
う
意
味
で
「
生
産
的
」

た
り
う
る
能
力
を
も
っ
こ
と
に
対
す
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る
新
た
な
興
味
が
出
て
き
た
た
め
に
、
技
術
的
な
意
味
で
の
生
産
行
為
は
、
軽
視
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。
同
様
に
、
配
分
が
特
殊 

な
最
適
性
の
定
義
に
も
と
づ
く
規
範
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
た
め
に
、

そ
れ
に
関
連
を
も
つ
諸
決
定
の
社
会
的
な
側
面
が
軽
視
さ
れ
る 

結
果
に
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
経
済
科
学
自
体
の
内
部
で
か
な
り
の
混
乱
が
生
じ
た
と
い
う
点
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
経
済
科
学 

と
他
の
社
会
諸
科
学
と
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

口
数
理
経
済
学
の
非
決
定
論
的
な
政
策
構
造

「
競
争
」
均

衡

も

し

く

は

「
一
般
」
均
衡
の
概
念
が
占
め
て
い
た
中
心
的
な
地
位
に
対
す
る
最
初
の
挑
戦
は
、

ジ
ョ
セ
フ
・
シ
ュ 

ム
ベ
ー
タI

の

『
経
済
発
展
の
理
論
』
(

ー
九
ー 

ー
年)

に
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
書
物
の
な
か
で
は
、

ー
経
済
の
産
出
高
を
豊
富 

に
す
る
上
で
技
術
的
そ
の
他
の
諸
革
新
の
も
つ
役
割
が
、

よ
り
よ
い
配
分
の
パ
タ
ー
ン
の
役
割
以
上
に
、
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
あ 

る
。そ

れ
に
続
い
て
、
集

権

的

計

画

経

済

に

対

す

る

「
競
争
」
価
格
の
適
切
性
を
め
ぐ
っ
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
論
争
の 

過
程
で
、

上
述
の
概
念
の
占
め
る
地
位
娼
弱
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
弱
化
は
ま
た
、
前
産
業
経
済
の
経
験
的
研
究
を
通
じ 

て
も
み
ら
れ
た
。
前
産
業
経
済
に
あ
っ
て
は
、
自
律
的
な
市
場
組
織
の
欠
如
も
、
広
汎
な
多
様
性
を
も
つ
非
市
場
的
な
諸
制
度
が
経 

済
の
組
織
化
に
あ
た
っ
て
果
た
す
積
極
的
な
役
割
も
、

と
も
に
明
白
だ
っ
た
の
で
あ
乳
0?
前
産
業
経
済
に
あ
っ
て
も
集
権
的
に
計
画 

化
さ
れ
た
産
業
経
済
に
あ
っ
て
も
、
生
産
上
の
諸
決
定
が
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
貨
幣
的
指
標
に
対
し
て
も
つ
現
実
的
な
関
係
は
、
 

ひ
き
つ
づ
き
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
点
は
、

「
一
般
均
衡
」

の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
効
率
の
論
理
的
な
分
析
そ
れ
自 

体
の
明
白
な
健
全
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、

「
競
争
」
均
衡
理
論
の
普
遍
妥
当
性
の
要
求
に
対
し
て
、

い
っ
そ
う
の
疑
い
を
な
げ
か
け
る 

こ
と
に
な
っ
た
。

よ
り
最
近
に
は
、

「
均
衡
」
価
格
が
集
権
的
な
計
画
化
に
対
し
て
も
つ
適
切
性
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
応
用
数
学
の
急
速
な
発
展
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に
よ
っ
て
、
新
た
な
部
面
に
移
っ
て
き
て
い
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
経
済
過
程
の
分
析
に
お
け
る
数
学
の
利
用
に
よ
っ
て
、
産
業
経 

済
が
実
際
に
弾
力
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
度
合
い
ば
か
り
か
、

稀
少
な
手
段
の
最
適
の
配
分
と
い
う
概
念
と
巨
視
経
済
的
な
合
理
性 

と
い
う
い
っ
そ
う
広
い
概
念
と
の
あ
い
だ
に
区
別
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ 

と
は
、
市
場
過
程
の
研
究
か
ら
技
術
的
に
規
定
さ
れ
た
諸
関
係
の
研
究
へ
の
移
行
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
、

可
能
と
な
っ
た
の
で 

あ
る
。 

-

(a)
技
術
的
に
規
定
さ
れ
た
諸
関
係
の
分
析

一
般
論
と
し
て
い
う
か
ぎ
り
自
明
の
こ
と
と
い
い
う
る
の
は
、
経
済
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
技
術
過
程
に
つ
い
て 

の
包
括
的
な
知
識
が
利
用
可
能
と
な
り
、

そ
れ
に
加
え
て
、
個
々
の
産
業
間
の
技
術
的
に
規
定
さ
れ
た
相
互
関
係
を
表
現
す
る
適
切 

な
数
学
的
な
方
法
と
、

さ
ら
に
、
現
存
す
る
諸
産
業
を
結
合
す
る
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
系
統
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
能
力
を
も
つ
電
子 

計
算
機
と
が
、
利
用
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
選
ば
れ
た
社
会
的
な
目
的
に
合
わ
せ
て
産
業
経
済
を
調
節
し
て
ゆ
く
た
め
の
新
た 

な
基
盤
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
き
に
は
、
政
治
部
面
に
対
し
て
、
所
与
の
時
点
に
お
い 

て
は
い
か
な
る
種
類
の
生
産
パ
タ
ー
ン
が
技
術
的
に
み
て
実
施
可
能
と
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
情
報
だ
け
で
は 

な
く
、
あ
る
特
定
の
目
的
の
組
が
実
行
に
移
す
べ
く
選
び
出
さ
れ
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
、

そ
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
た
二
者
択
一 

的
な
可
能
性
の
性
質
に
つ
い
て
の
厳
密
で
包
括
的
な
情
報
を
も
、
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
一
つ
の
特
別 

な
生
産
パ
タ
ー
ン
が
他
を
排
除
し
て
選
び
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
な
か
で
は
、
純
経
済
的
な
考
慮
は
も
ち
ろ
ん
、
広
範
囲
の
社 

ム
ブ
的
な
考
慮
が
反
映
さ
れ
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
個
人
消
費
の
役
割
が
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
必
要
は
、

も
は
や
な
く
な
っ
て
い 

る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
選
び
出
さ
れ
た
生
産
パ
タ
ー

ン
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
物
的
な
諸
目
標
を
、

そ
れ
ぞ
れ 

の
必
要
投
入
物
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
「
稀
少
性
価
格
」

の
組
に
ひ
き
つ
づ
き
書
き
直
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い 

う
問
題
は
、
第
二
義
的
な
問
題
点
と
な
る
よ
う
に
み
え
て
く
る
。

189

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



と
こ
ろ
が
、
右
に
述
べ
た
三
つ
の
要
素
は' 

重
要
な
制
約
つ
き
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
近
年
で
は
実
際
上
す
べ
て
利
用
可
能
と
な 

っ
て
き
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
三
要
素
の
現
存
の
結
果
、

主
要
産
業
国
家
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
府
が
、

経
済
を 

社
会
的
な
目
的
に
合
わ
せ
て
調
整
し
て
ゆ
く
た
め
に
こ
れ
ら
の
三
要
素
を
系
統
的
に
利
用
し
て
ゆ
く
つ
も
り
が
あ
る
、

と
言
明
す
る 

に
い
た
っ
て
い
る
。

一
産
業
経
済
の
な
か
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
過
程
の
包
括
的
な
表
示
は
、

間
接
的
な
方
法
で
、

つ
ま
り
、
経

済

を

い

く

つ

か

の(

そ
の 

数
の
と
り
か
た
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
う
る
が)

「
生
産
部
門
」
も

し

く

は

「
産

業

」

に
区
分
し
た
の
ち
に
、
あ
る
特
定
の
一
産
業
の
産 

出
物
ー
単
位
あ
た
り
の
生
産
に
必
要
と
さ
れ
る
他
産
業
か
ら
の
移
転
の
大
き
さ
が
い
か
ほ
ど
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
い
う
仕
方
で
、 

達
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
細
か
く
い
え
ば
、

そ

の

種

の

「
技
術
係
数
」

の
値
は
、

産
業
発
展
を
な
し
遂
げ
た
多
く
の
経
済
に
つ
い
て
、

ま
ず
経
済 

全

体

に

及

ぶ

「
投
入
産
出
表
」

に
お
い
て
個
々
の
産
業
か
ら
の
他
産
業
へ
の
実
際
の
引
き
渡
し
高
を
記
録
し
、

つ
い
で
各
産
業
の
記 

録
さ
れ
た
生
産
高
を
そ
の
産
業
が
受
け
取
っ
た
各
種
の
投
入
高
の
水
準
と
比
較
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。こ

う

い

っ

た

「
技
術
係
数
」
が
す
べ
て
知
ら
れ
た
な
ら
ば
、
制
度
的
な
仕
組
み
や
現
実
の
選
択
基
準
な
ど
に
か
か
わ
り
な
し
に
、 

多
種
多
様
な
状
況
の
も
と
で
の
個
々
の
産
業
の
必
要
生
産
水
準
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、

自
動
車
の 

生
産
を
二
五％

増
加
さ
せ
る
た
め
に
は
石
油
と
ゴ
ム
の
生
産
を
ど
れ
だ
け
増
加
す
べ
き
か
、

と
い
っ
た
こ
と
の
計
算
が
可
能
に
な
つ 

て
く
る
。

同
様
に
、
最
終
財
の
一
定
の
組
合
せ
に
対
応
し
て
要
求
さ
れ
る
全
産
業
の
生
産
水
準
の
計
算
な
ど
も
、
可
能
に
な
っ
て
く 

る
。

だ
が
、

こ
の
種
の
計
算
の
眼
目
は
、

ま
ず
受
け
取
り
側
の
産
業
の
想
定
活
動
水
準
を
支
持
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
各
産
業
の 

生
産
部
分
を
と
り
除
い
て
お
い
た
あ
と
で
、

消
費
や
輸
出
に
ま
わ
す
こ
と
の
で
き
る
残
余
を
考
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
、 

こ
れ
ら
の
計
算
自
体
を
通
じ
て
、

工
業
生
産
が
瓦
解
し
な
い
で
す
む
た
め
の
精
密
な
条
件
が
求
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

資
源
配
分
の
分
析
は
、
右
の
点
だ
け
に
よ
っ
て
も
、

そ
の
市
場
過
程
へ
の
伝
統
的
な
依
存
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
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全

経

済

に

と

っ

て

の

「
技
術
係
数
」
値
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
た
、
最
適
価
格
が
経
済
過
程
の
諸
目
的
と
の
関
連
で 

も
っ
て
い
た
現
実
的
な
適
切
性
の
、
根
本
的
な
再
検
討
を
お
こ
な
わ
し
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

つ
ま
り
、

稀
少
な
資
源
を
最
適
の 

方
向
に
配
分
す
る
と
い
う
問
題
に
、
純
数
学
的
な
手
続
き
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

(b) 
巨
視
経
済
的
な
合
理
性
の
概
念
と
、
稀
少
な
手
段
の
最
適
配
分
の
概
念
と
の
あ
い
だ
の
区
別 

資
源
の
最
適
配
分
の
分
析
の
数
学
的
な
定
式
化
は
、

そ
の
最
も
単
純
な
か
た
ち
に
お
い
て
は
、

「
線
形
計
画
法
」

の
名
で
知
ら
れ 

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
手

段"

目
的
関
係
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
程
式
が
「
線
形
」

で
あ
る
と
い
う
特
色 

を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
線
形
計
画
法
は
、

目
的
の
達
成
が
一
組
以
上
の
手
段
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
ゆ
え 

あ
る
一
組
の
手
段
を
別
の
一
組
の
手
段
に
よ
っ
て
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
で
あ
れ
ば
、

い
か
な
る
タ
イ
プ
の
目
的"

手
段
構 

造
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
。

「
計
画
法
」

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
計
算
法
の
要
点
は
、
試
行
錯
誤
法
に
よ
っ
て
、
あ

ら

ゆ

る

「
実
行
可
能
な
」
手
段
の
組
合
せ 

の

な

か

か

ら

一

つ

を

残

し

て

そ

れ

以

外

を

す

べ

て

曇

し

、

そ
う
し
て
、
残
っ
た
一
つ
が
な
ん
ら
か
の
形
式
的
に
特
定
さ
れ
た
基
準 

に
照
ら
し
て
み
れ
ば
最
善
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ

の

よ

う

な

「
最
適
解
」

の
も
つ
意
外
な
特
徴
の
一
つ
に
、

こ
の
解
は
互
い
に
ま
っ
た
く
同
等
な
二
つ
の
形
式
の
い
ず
れ
を
用
い 

て
も
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
量
で
表
示
さ
れ
た
目
的
あ
る
い
は
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の 

最
適
の
構
造
と
い
う
か
た
ち
で
で
も
、
あ
る
い
は
、
個
々
の
手
段
に
付
属
し
て
い
て
そ
れ
ら
の
手
段
が
支
配
的
な
目
的
の
最
大
化
に 

あ
た
っ
て
も
つ
相
対
的
な
重
要
性
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
な
最
適
「
潜
在
価
格
」

の

組
(

前
者
に
対
応
し
て
得
ら
れ
る)

と
い
う
か 

た
ち
で
で
も
、
記
述
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
十
年
間
に
み
ら
れ
た
線
形
計
画
法
の
発
見
と
産
業
上•

軍
事
上
の
多
様
な
諸
問
題
へ
の
広
汎
な
応
用
と
は
、
新
古
典
派
経
済 

学
者
た
ち
に
、
自
分
た
ち
が
依
拠
し
て
い
た
論
理
的
な
原
則
の
健
全
さ
を
確
認
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
が
、
他
方
、
線
形
計
画
法
は
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さ
ら
に
、
新
古
典
派
経
済
学
の
普
遍
妥
当
性
の
要
求
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
仮
定
そ
の
も
の
を
ほ
り
く
ず
し
て
し
ま
う
こ
と
を
含
意 

し
て
い
た
。

と
り
わ
け
、

こ
ん
に
ち
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
稀
少
性
価
格
」

の
分
析
に
は
、
特
別
経
済
的
な
も
の
は
な
ん
ら 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。J

・R 
・
ヒ
ッ
ク
ス
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

た
ん
に
価
格
体
系
が
制
約

(6)

条
件
つ
き
最
大
化
問
題
に
固
有
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。

選
択
の
論
理
は
、

そ
れ
が
完
全
に
数
理
化
さ
れ
た
い
ま 

と
な
っ
て
は
、
純
粋
な
技
術
—！

一
般
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
蒸
溜
し
た
エ
ッ
セ
ン
ス
——

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
み

(7)

え
る
」

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、

こ
ん
に
ち
で
は
、
電
子
計
算
機
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
適
の
稀
少
性
価
格
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
つ 

て
い
る
の
だ
か
ら
、
稀
少
な
手
段
の
配
分
と
い
う
一
般
的
な
問
題
に
と
っ
て
の
か
よ
う
な
価
格
の
も
つ
適
切
性
か
ら
、
競
争
制
度
の 

必
要
性
を
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
線
形
計
画
法
が
新
古
典
派
経
済
学
に
と
っ
て
も
つ
最
も
重
要
な
意
味
は
、

稀
少
な
手
段
の
最
適
の
配
分
は
そ
の 

本
性
上
最
も
合
理
的
な
配
分
で
あ
る
と
い
う
、
古
く
か
ら
抱
か
れ
て
い
た
確
信
に
関
係
し
て
い
る
。

資
源
の
最
適
の
配
分
の
仕
方
が 

求
め
ら
れ
う
る
の
は
、
経
済
が
奉
仕
す
べ
非
基
本
的
な
目
標
や
、

支
配
的
と
見
な
さ
る
べ
き
政
策
目
的
の
特
定
の
組
や
、
基
本
方
程 

式
体
系
の
な
か
に
含
め
ら
る
べ
き
技
術
的
で
な
い
追
加
的
な
制
約
条
件
の
性
質
な
ど
に
つ
い
て
、
完
全
な
見
解
の
一
致
を
見
た
の
ち 

の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
、
数
学
的
計
画
法
の
形
式
的
な
側
面
を
通
じ
て
、

十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し 

た
が
っ
て
、

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
規
定
し
て
い
る
可
能
性
の
わ
く
の
な
か
に
存
在
し
て
い 

る
と
こ
ろ
の
最
適
な
資
源
配
分
方
法
の
数
は
、
事
実
上
、

こ

れ

ら

の

よ

り

基

本

的

な

要

素

〔
資

源

〕

の
最
善
の
選
択
に
関
し
て
存
在 

す
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
な
見
解
の
数
と
同
じ
ほ
ど
多
い
。

ま
た
、
投

入

物

に

対

し

て

計

算

さ

れ

る

「
潜
在
価
格
」

は
、

そ
の
よ
う
な 

も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、

こ
れ
ら
の
諸
種
の
選
択
の
い
ず
れ
の
一
つ
の
反
映
に
も
な
る
よ
う
に
、
定
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。

そ
し
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
巨
視
経
済
的
な
合
理
性
の
よ
り
根
本
的
な
定
義
な
る
も
の
は
、
政
治
過
程
の
な
か
で
、

ま
た
、
政
治
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過
程
が
奉
仕
し
う
る
と
こ
ろ
の
よ
り
広
汎
な
社
会
的
目
的
の
な
か
で
、
追
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

n

啓
蒙
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
の
、

市
場
か
ら
の
分
離
と
、
政
治
部
面
へ
の
そ
の
復
帰 

そ
う
い
う
次
第
で
、
デ
ー
タ
の
収
集
お
よ
び
提
示
に
関
し
て
、

ま
た
、
望
ま
し
さ
の
よ
り
小
さ
い
可
能
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
調
整
を 

実
行
可
能
に
す
る
数
学
的
な
手
続
き
の
相
対
的
な
地
位
に
関
し
て
、

さ
ら
に
ま
た
、

選
び
出
さ
れ
た
諸
目
的
の
集
ま
り
を
最
も
う
ま 

く
実
施
に
移
す
た
め
の
媒
介
項
と
な
る
と
こ
ろ
の
制
度
的
な
仕
組
み
の
性
質
に
関
し
て
、

問
題
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
 

工
業
生
産
体
制
を
非
経
済
的
な
基
準
に
合
わ
せ
て
調
整
し
て
ゆ
く
こ
と
が
技
術
的
に
は
可
能
だ
と
い
う
点
は
、

そ
の
可
能
性
が
以
前 

に
は
否
定
さ
れ
て
い
た
当
の
論
拠
自
体
の
解
明
の
お
か
げ
で
、

い
ま
で
は
、
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

同
時
に
、

そ
れ
に
よ 

っ
て
示
唆
さ
れ
る
「
産
出
高
や
国
民
所
得
な
ど
の
貨
幣
的
な
尺
度
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
な
諸
目
標
を
も
、

よ
り
い
っ
そ
う
」
強 

調
す
べ
き
だ
と
い
う
論
点
は
、
政
治
過
程
の
新
た
な
イ
メ
—
ジ
と
結
び
つ
い
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
政
治
過
程
に
お
い
て
は
、
 

専
門
家
が
算
出
す
る
と
こ
ろ
の
、
実
行
可
能
と
さ
れ
る
多
様
な
生
産
体
制
の
調
整
手
続
き
は
、
非
経
済
的
な
諸
組
織
の
要
求
は
も
ち 

ろ
ん
の
こ
と
、
多
様
な
政
治
的
目
的
を
も
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
ま
た
、
特
定
の
択
一
案
の
選
定
に
先
立
っ
て
、

C
9
〉®

 

公
開
の
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
中
央
当
局
の
政
治
権
力
は
分
権
化
に
よ
る
牽
制
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
可
能
に
な
る
人
類
の
理
想
に
関
す
る
新
た
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、

一
人
の
指
導
的
数
理
経
済
学
者
、

ラ
グ
ナ
ー 
• 

フ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
電
子
計
算
機
と
計
量
経
済
学
的
方
法
の
出
現
は
、

「
真
に
啓
蒙
主
義
時

(1)

代
の
精
神
に
立
脚
す
る
個
人
の
自
由
と
倫
理
的
お
よ
び
道
徳
的
な
尊
厳
と
の
保
護
」

に
と
っ
て
以
前
に
存
在
し
て
い
た
技
術
的
な
障 

害
を
、
除
去
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
中
央
計
画
の
ね
ら
い
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
経
済
的
な
目
的
と
多
様
な
社
会
的
目
的
と
の
あ
い
だ
の
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バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
原
則
が
公
式
に
採
用
さ
れ
た
結
果
、
あ
る
著
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
は
、

こ
の
計
画
が
意
味
す
る
広 

汎
で
社
会
の
た
め
を
考
え
た
タ
イ
プ
の
成
長
に
よ
っ
て
、
経
済
過
程
の
果
た
す
べ
き
機
能
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ 

は
、

「
消
費
の
増
大
で
も
レ
ジ
ャ
ー
の
増
大
で
も
な
く
、
万
人
の
た
め
に
、

そ
し
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
最
も
恵
ま
れ
て
い
な
い
状 

況
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
ひ
と
び
と
の
た
め
に
、

そ
の
自
由
が
開
花
す
る
よ
う
な
物
質
的
な
条
件
を
創
出
す
る
こ
と
」
だ
、

と
述 

ベ
る
に
い
た
っ
た~

い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
お
よ
び
歴
史
的
な
発
展
の
進
路
に
合
わ
せ
て
経
済
過
程
を
調
節
し
て
ゆ
く
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ 

れ
自
体
と
し
て
は
、

ま
さ
し
く
そ
う
い
っ
た
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
現
在
で
は
、
集
権 

郎
眩
計
画
化
の
新
方
法
の
最
も
広
汎
な
応
用
が
、
軍
事
体
制
の
計
画
化
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ 

る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
複
雑
な
生
産
シ
ス
テ
ム
の
柔
軟
性
に
と
っ
て
の
真
の
制
約
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
と
い
う
問
題
も
、
 

今
後
の
解
明
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
十
二
分
に
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
の
よ
う 

に
み
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
自
主
的
に
発
展
す
る
経
済
部
面
へ
の
社
会
の
継
続
的
な
従
属
を
唱
道
す
る
た
め
に
経
済
科
学
の
権
威
を 

か
り
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
だ
と
い
う
点
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
想
が
、
契
約
関
係
や
市
場
と
の 

結
び
つ
き
か
ら
解
放
さ
れ
た
た
め
に
、

一
八
世
紀
に
も
ち
え
た
よ
り
も
よ
り
深
く
よ
り
現
実
的
な
こ
れ
ら
の
理
想
の
理
解
に
も
と
づ

0 

(4 ) 

い

た

型

の

、

社

会

発

展

を

考

え

る

こ

と

が

可

能

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

も

、

そ

の

理

由

な

の

で

あ

る

。 

〔
公

文

俊

乎

訳

〕 

(
1
)
本

稿

を

藹

す

る

に

あ

た

っ

て

、

カ

ー

ル

・

ポ

ラ

ー

ニ

教

授

か

ら

貴

重

な

助

言

を

い

た

だ

い

た

こ

と

に

感

謝

し

た

い

。

(2) 
Kap

a
n
y
L

 

T
h
e

 G
v

冬

T
r
a
n
s
f
Q
r
T
n
c
l
t
n
"

を
参
照
。

そ

こ

で

は

、
産

業

社

会

が

こ

の

種

の

自

律

性

の

も

と

に

お

か

れ

る

と

、 

F

社

会

か

ら

の

経

済

の

く

く

り

出

し(
d
i
s
e
m
b
e
d
d
i
n
g
)
」

が

も

た

ら

さ

れ

る

こ

と

が

、
強

調

さ

れ

て

い

る

〇

な

お

、Karl  p
a
n
y
i
6
u
r
 

o
b
s
o
l
e
t
e

 M
a

r
k

M
e

n
『a

H
t

y

を
も
参
照
。

(3)

 
K
a
r
l

 P
O
I
a
b
y
L

 R
T
h
e

 E
c
o
n
o
m
y

 a
s

 I
n
s
t
u
r
e
d

 p
r
o
c
e
s
s
”  

を
参
照
。

(4)
 

集

権

的

計

画

化

に

関

す
る
論
争
が
確
証
し
た
の
は
、

競

争

市

場

や

数

学

的

な

計

算

の

助

け

を

か

り

な

い

で

も

、
産

業

諸

資

源

の

「
稀
少
性
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価

格
一
を
識
別
す
る
こ
と
は
、

原

理

的

に

は

、

可

能

だ

と

い

う

点 
(

。L
a

n
g

-
O
n

 

t
h
e

 E
c
o
n
o
m
i
c

 T
h
e
o
r
y

 
a
 M

a
y

-
s

m
y

 

集
権
的 

に
計
画
化
さ
れ
た
経
済
で
は
、

経

済

的

合

理

性

の

意

味

は

、

消

費

者

の

選

好

に

依

存

し

な

く

な

り

、

追
求
さ
れ
て
い
る

社

会

の

タ

イ

プ

が

も

つ

よ 

り
広
汎
な
諸
特
徴
か
ら
引
き

出

さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

点 
(K

・pany:sozHSHSChe

 RechnungslegunJ  

J.A,  

s
c
h
u
m
p
e
t
e
c
a
p
a
s
-
m
”  

s
o
c
i
a
l
i
s
m
,

 a
n
d

 D
e
m
o
c
r
a
c
ざ

 

お
よ
び
、
非

経

済

的

な

目

的

を

優

先

す

る

と

い

う

政

治

上

の

決

定

は

、

そ 

の
経
済
的
な
費
用
の
計
算
に
よ
っ
て
、

よ

り

堅

実

な

も

の

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

点(
p
a
n
y
L

 

〇

c
i
t
.
)

な
ど

で

あ

っ

た

。 

(5) 

K*  panyL

 c.  Arensber
P
e
a
r
s
o
n
”  e

d
s

 
こ T

r
a
d
e

 a
n
d

 M
a
r

ボ

i
-
n  

the

 
E
a
y
 m
w
.
r
e

を
参
照
。 

(
6
)
R
 Hicks

へ
 L

i
n
e
a
r

 T
h
e
o
r
y
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
論
述
は
、
K
・ Polanyi  e

巴

くe
d

”  

T
r
a
d
e

 

c
m
d

 

M
aykin

 the  Early  m
き

・

ヽ

お

よ

び

、0- L
a
n
g
e
”  

p
o
l
i
t
i
c

 
工 E

c
o

n
o

m

に
も
み
ら
れ
る
。

(7 
ン 

I
b
i
d
.

8ヽ
)
 R
 Frisch

~
A

 P
r
e
f
a
c
e

 

t
o

 

f  h
e

 

〇

巴〇

 C
h
a
n
n
e
l

 M
o
d
e
l
」

こ p
・ 25

(9) 

Frisch,  0
ci、

25

(
)
 

こ
の
ほ
か
に
も
、
新

し

い

計

画

化

の

方

法

を

個

々

の

国

々

の

外

国

貿

易

に

も

適

用

し

、

さ
ら
に
進
ん
で
、

そ

れ

ぞ

れ

の

国
が
み
ず
か
ら
表 

わ

す

選

好

を

基

礎

と

す
る
多
数
国
家
間
の
貿
易
の
調
整
に
も
適
用
す
れ
ば
、

現

在

の

国

民

経

済

が

も

つ

世

界

の

遠

隔

の

地

に

発

展

す

る

事

態

へ

の

対 

応
力
の
弱
さ
を

少

な

く

す

る

こ

と

も

可

能

だ

と

い

わ

れ

て

い

る

。R

 F
r

i
s

c
h

A

 

M
u
l
t
i
l
a
t
e
r
a
l

 T
r
a
d
e

 

C
l
e
a
r
i
n
g

 A
g
e
n
c
y
、

を
参 

照
。、

ユ)

Frisch'A

 Preface  fQ Hie  
〇

〇  Channel  M
o

d

25  

2ヽ) 

F.  perroux
”  Le  

p

送 F
r
R

 
ミ

s (1962I65P.17*  

3ヽ
)
 CJ  Hitch'The

 New
 Approach  fo  M

anagem
ent; t

h
e

 U
S

 D
e
f
e
n
s
e

 D
e
p
a
r
f
m
e
n
こ

 p
p

・

一

〜

ま

た

、
 

CJ  Hitch  and  RM
.  M

cKean
”  7720  Econom

ics  of  Defense  in  the  Nucleay  age.  

(
)
 

こ
の
点
に
関
す
る
二
つ
の
主
要
な
で
き
ご
と
は
、

こ
れ
ら
の
理
想
の
、

社

会

に

お

け

る

手

段

目

的

関

係

と

い

う

現

実

と

の

対

置(

へ
一 

ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
以
降
の)

と
、

よ
り
最
近
で
は
、

こ
れ
ら
の
理
想
の
、

社

会

の

文

化

的

な

シ

ン

ボ

ル

構

造

と

の

結

合(

卬

C
a
s
s
i
r
e
r
、  

E
s
s
a
y

 0m

を
参
照)

、

無

意

識

過

程

と

の

結

合(E
・ From

m
”  psychoanalysis  and  Religion

”  

お
よ
び
、

M
a
n

 f
o
r

 H
i
m
—

 

s
e

き

を

参

照
)

、

お
よ
び
、

人
間
の
実

存

上

の

諸

問

題

と

の

結

合

、

で
あ
っ
た
。
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計
画
と
集
団
に
関
す
る
反
省

ダ
ニ
ー 

ロ 

・
ド
ル
チ

D
a

M
o

 D
o
l
c
i

は
、

一
九
二
四
年
に
ト
リ
エ
ス
テ
で
生
ま
れ
た
。
彼

は

ロ
ー
マ
大
学
と 

ミ

ラ

ノ

大

学

で
建
築
学
の
研
究
を
し
て
い
た
が
、

そ
れ
を

離

れ

て

、

ノ
マ
デ
ル
フ
ィ
ア
共
同 

体
の
ド
ン
・
ゼ
ノ 

・
サ
ル
テ
ィ
ー
ニ
に
参
加
し
た
。
彼

は

パ

ル

テ

ニ

コ

に

、

西
シ
チ
リ
ア
開 

発

の

た

め
の
研
究
お
よ
び
活
動
セ
ン
タ
ー 

(
c
e
m
r
o

 

S
f
u
d
i

 

e

 

I
n
i
a

匕v
e

 

p
e
r

 

l
a

 

P
i
e
n
a

 

o
c
c
u
p
a
z
l
o
n
e
)

を
創
立

し

て

指

導

し

、

ー
九
五
九
年
に
は
レ
ー
ニ
ン
平
和
賞
を 

授

与

さ

れ

た

。
彼

の

著

述

の

い

く

つ

か

は

、

シ
チ
リ
ア
に
お
け
る
彼
の
仕
事
を
取
り
扱
っ
て 

い
る
。

『
バ
ル

テ

ニ

コ

の

山

賊

』
、

『
パ

レ

ル

モ

の

審

理

』
、
『
シ
チ
リ
ア
物
語
』
、

『
座

談

』
、
 

『
荒

地

』
な

ど

が

そ

れ

で

あ

る

。

反
省
し
て
み
れ
ば
、
集
団
と
個
人
と
の
、
最
大
限
の
個
性
と
最
大
限
の
流
動
性
と
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
、
成
就 

に
も
改
善
に
も
向
か
う
統
一
的
な
計
画
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
と
い
う
も
の
は
、

あ
ら
ゆ
る
側
面 

か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
生
活
の
問
題
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
の
生
活
で
あ
れ
、

わ
れ
わ
れ
一
人
び
と
り
の 

関
心
と
関
与
と
を
要
求
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
各
人
に
そ
の
人
自
身
の
利
益
、

そ
の
人
が
属
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
諸
集
団
の
利
益
、
 

さ
ら
に
す
べ
て
の
も
の
の
利
益
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
目
標
に
捧
げ
ら
れ
る
教
育
的
な
仕
事
は
、
基
本
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。 

い
い
か
え
れ
ば
、
教
育
さ
れ
た
り
、
教
育
し
た
り
す
る
た
め
の
、
最
も
実
り
の
多
い
、
最
も
完
全
な
機
会
は
、
社
会
計
画
に
あ
る
の
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で
あ
る
。

私
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
意
識
的
に
こ
の
道
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
は
信
じ
る
。

ま
わ
り
を
み
ま
わ
し
て
み 

れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
そ
れ
ら
の
徴
候
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
窓
か
ら
外
を
み
る
と
、

パ
ル
テ
ニ
コ
の
上
に
雲
が 

み
え
る̂

雲
の
動
き
は
、
世
界
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
測
候
所
に
よ
っ
て
、
観
察
さ
れ
て
い
る
。

私
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
い
く
冊 

か
の
本
が
あ
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
、
私
の
ま
わ
り
に
、

バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
厳
し
く
明
る
い
微
笑
や
、

オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ 

ク
ス
リ
ー
の
青
い
目
の
い
く
ぶ
ん
凝
然
と
し
た
ま
な
ざ
し
が
あ
り
、

ガ
ン
ジ
ー
や
レ
ー
ニ
ン
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
い
る
よ
う
な 

も
の
で
あ
る
。

わ
が
家
の
上
空
で
は
、
飛
行
機
の
ジ
ェ
ッ
ト
気
流
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

あ
ま
り
以
前
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
 

私
は
週
末
休
暇
を
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
過
ご
し
、

そ
の
少
し
前
に
は
、

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
ま
で
飛
ん
だ
が
、

自
動
車
で
西
シ
チ
リ
ア
を 

横
切
る
ほ
ど
の
時
間
も
か
か
ら
な
か
っ
た
。

す
で
に
こ
ん
に
ち
で
は
、

一
つ
の
国
は
、

そ
れ
以
外
の
世
界
の
で
き
ご
と
を
考
慮
に
入 

れ
ず
に
、
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
は
ま
だ
四
〇
歳
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
国
境
を
越
え
て
敵
と
戦
う
祖
国
の 

英
雄
行
為
に
つ
い
て
、

何
回
か
の
大
衆
演
説
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
に
、

こ
ん
に
ち
で
は
、
私
が
出
会
う
幾
千
も
の
若
い 

人
た
ち
は
、
人
間
の
統
一
に
対
す
る
信
念
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
る(

こ
れ
は
若
者
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
困
難
の 

認
識
と
い
う
点
で
十
分
で
は
な
い
か
ら
で
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が)

。

私
が
あ
る
国
々
の
い
な
か
を
歩
き
ま
わ
る
と
、

犬
が
、 

シ
チ
リ
ア
の
同
類
が
い
ま
で
も
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
敵
意
を
む
き
だ
し
に
し
て
私
に
ほ
え
か
か
る
か
わ
り
に
、
す
ぐ
に
な
で
て 

も
ら
い
に
飛
ん
で
く
る
。

そ
し
て
小
鳥
は
、

い
ま
で
も
用
心
深
い
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
私
が
近
寄
っ
て
も
あ
わ
て
て
逃
げ 

は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
犬
や
小
鳥
は
、
す

で

に

別

の

「
性
質
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、

三
十
年
の
う
ち
に
は
、

あ
る
大 

陸
の
住
民
は
だ
れ
で
も
、
他
の
大
陸
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

二
、

三
世
紀
の
う
ち
に
は
、
人
類
は
共
通
語
に
ょ 

っ
て
意
志
を
通
わ
せ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

エ
イ
ヴ
ィ
ン
ド
は
三
四
歳
で
、

マ
ル
コ
は
二
五
歳
で
あ
る
が
、 

わ
れ
わ
れ
は
協
力
者
で
あ
る
。

民
衆
と
ー
諸
に
働
き
な
が
ら
、
彼
ら
は
ま
る
で
五
〇
代
の
人
間
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
微
笑
し 

な
が
ら
つ
ま
ず
き
や
敗
北
を
受
け
い
れ
る
。
私
は
息
子
の
ア
ミ
ー
コ
が
、
両
手
に
な
べ
の
蓋
を
も
っ
て
、

テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
の
ま
わ
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り
を
う
な
り
な
が
ら
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
、
自
動
車
で
も
走
ら
せ
て
い
る
つ
も
り
な
の
か
と
思
っ
た
。

だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か 

っ
た
。
彼
は
星
の
あ
い
だ
を
ぬ
っ
て
ロ
ケ
ッ
ト
を
飛
ば
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
人
類
の
統
一
を
仮
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
一
般
的
諸
条
伴
の
な
か
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が 

あ
る
だ
ろ
う
か̂

私
は
若
干
の
必
要
条
件
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

a 
生
産
お
よ
び
健
全
な
経
済
管
理
の
ジ
段
は
、

そ
の
責
任
に
応
じ
る
能
力
に
し
た
が
っ
て
集
中
小
れ
な
け
が
瓜
なケ

小
い
曲
、、
 

そ
の
場
合
、
搾
取
の
防
止
が
た
だ
構
造
的
な
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

つ
ね
に
新
た
で
適
切
な
か
た
ち
を
と
る
参
加
と
統
制 

の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
全
人
類
の
技
術
的
、
文
化
的
、
道
徳
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
向 

上
の
た
め
に
、
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
最
も
有
効
な
生
産
技
術
の
使
用
は
、
人
間 

の
能
力
と
可
能
性
を
失
わ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
ど
れ
ら
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
新
し
い
世
界
に
反 

対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
定
化
の
過
程
は
、
人
類
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
、
弱

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う(

こ
の 

推
移
が
今
後
漸
次
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、
飛
躍
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、

つ
ね
に
私
利
や
特
権
に
よ
っ
て
企
て
ら 

れ
る
抵
抗
に
出
会
っ
て
来
た
が
、

と
も
あ
れ
、
生
産
の
役
割
は
ー
九
世
紀
に
は
こ
と
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た)

。 

㈡

個
人
と
中
枢
と
の
あ
い
だ
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
や
構
造
物
や
中
間
組
織
体
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
 

そ
の
場
合
、
だ
れ
も
が
さ
ま
ざ
ま
な
決
定
の
成
立
や
実
現
や
管
理
に
参
加
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

必
要
な
中 

間
組
織
体
が
不
足
し
て
い
れ
ば
不
足
し
て
い
る
ほ
ど
、

そ
れ
だ
け
統
制
や
混
乱
、
非
人
道
的
な
圧
迫
や
窮
乏
や
分
裂
の
可
能
性
が
多 

く
な
る
。
過
去
四
世
紀
の
あ
い
だ
、
方
法
の
議
論
は
、
自
然
界
に
集
中
し
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、

い
ま
、
慎
重
に
忍
耐
強
く
、

だ 

が
ま
た
急
い
で
、

い
わ
ば
人
間
の
あ
い
だ
の
よ
り
良
き
関
係
に
関
す
る
理
論
と
方
法
の
問
題
に
向
か
う
こ
と
が
緊
急
事
で
あ
る
。 

(

相
互
の
媒
介
者
の
問
題
に
対
し
て
は
、
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
大
の
誘
惑
は
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ 

の
未
開
の
世
界
に
お
い
て
は
、
頂
上
に
向
か
う
こ
と
、
自
己
を
中
枢
に
同
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
中
枢
が
最
高
に
な
り
、 

管
理
が
訓
練
と
な
り
、

個
人
が
権
利
放
棄
の
根
源
と
な
る
危
険
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
、

そ
れ
ぞ
れ
の
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責
任
者
は
、
自
分
が
代
表
し
て
い
る
土
台
で
あ
る
。
背
後
の
ひ
と
び
と
の
決
意
を
、
確
実
に
表
現
し
つ
づ
け
て
、
仲
介
を
断
片
化
し
、 

固
定
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
自
己
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
と
の
実
り
あ
る
関
係
を
育
て
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。) 

各
人
は
自
己
自
身
が
献
身
の
中
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
資
料
収
集
の
た
め
の
諸
中
枢
や
統
合
の
た
め
の
諸
中
枢
と
相
互
に 

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
、
何
が
土
台
か
ら
の
、
個
人
の
貢
献
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま 

た
何
が
中
間
物
や
中
枢
か
ら
の
貢
献
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
厳
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(

私
は
幾
年
間 

か
、

た
だ
私
の
主
張
を
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
た
め
に
、
土
台
か
ら
だ
け
の
計
画
と
か
頂
上
か
ら
だ
け
の
計
画
と
か
は
、
馬
鹿
ら
し 

い
ほ
ど
空
想
的
だ
と
考
え
た
い
と
付
言
し
な
が
ら
も
、

「
土
台
」

と
い
う
用
語
を
用
い
て
き
た
。

必
要
な
も
の
は
、
土
台
か
ら
の
最 

大
限
の
参
加
や
、
土
台
と
中
枢
と
の
あ
い
だ
の
最
も
緊
密
な
関
係
を
助
長
す
る
と
こ
ろ
の
計
画
で
あ
る
。) 

@
 

ギ

ブ

・

ア

ハ

ド•

テ
ィ
ク
ひ
継
続
的
な
過
程
、
す
な
わ
ち
必
要
な
中
間
的
グ
ル
ー
プ
を
介
し
て
の
、
個
人
と
中
枢
と
の
あ
い 

だ
の
発
展
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
も
っ
と
適
切
に
系
統
化
さ
れ
、
も
っ
と
円
滑
に
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

個
人 

••

ブ

ルI

プ
ま
た
は
諸
ブ
ル
ー
プ

■
'

全
体

あ
る
い
は
ま
た
、
活
動
領
域
を
示
す
用
語
で
い
え
ば
、

個
人 

f

そ
の
人
の
属
す
る
小
地
域

そ
の
人
の
属
す
る
大
地
域

そ
の
人
の
属
す
る
地
方

世
界 

一
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を
れ
わ
れ
が
基
本
的
な
決
定
に
達
す
る
螺
旋
状
の
過
程
は
、

つ
ね
に
も
っ
と
活
発
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

出
発
点
と
な
る
べ
き
デ
ー

タ
の
収
集
と
検
証̂~

~

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
と
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
性
と
に
応
じ
た
苦
労
一̂

 

諸
計
画
の
系
統
化!

!

そ
う
し
た
計
画
の
実
現
と
検
証

こ
れ
が
す
ば
や
く
感
じ
、

か
つ
忠
実
に
伝
達
さ
れ
る
螺
旋
状
の
動
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

諸
原
理

農
説

手
続
き
の
諸
方
法

行
動

結
局
形
式
と
い
う
も
の
は
、
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
だ
か
ら
、
完
全
な
形
式
を
発
見
す
る
と
か
、

ユ
ー
ト
ビ
ア
を 

設
定
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

必
要
な
生
活
の
諸
形
態
に
行
き
つ
く
方
法
を
知
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
立 

場
を
明
瞭
で
確
実
に
働
く
よ
う
に
す
る
方
法
を
知
っ
て
、

そ
れ
ら
相
互
の
意
志
の
疏
通
を
保
証
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

仮
説
を
実
現
す
る
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
、

同
時
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
方
面
か
ら
、

し
か
も
継
続
的
に
、
巨 

大
な
努
力
の
必
要
性
を
意
識
し
な
が
ら
、
道
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
も
、

現
在
の
世
界
の
な
か
に
、
新
し
い
世
界
の 

方
向
を
看
取
し
、
形
成
し
て
い
こ
う
と
努
め
、
築
き
、
戦
い
、

一
歩
な
り
一
飛
び
な
り
前
進
す
る
機
会
を
け
っ
し
て
無
視
せ
ず
、
明 

確
な
ー
定
の
基
本
的
前
提
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
慣
行
が
、

そ
の
語
の
も
と
の
意
味
に
し
た
が
っ
て
っ
く
り
上
げ
ら
れ
、

そ
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
市
民
生
活
は
慣
行
が
な
け
れ
ば
存
在
し
え
な
い
が
、
慣
行
は
慣
行
な
り
の
取
り
扱
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

古
い
世
界
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
使
い
を
す
る
。

「
人
は
現
行
法
と
そ
の
代
表
者
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
義
務
に 

従
っ
て
行
動
し
、

自
己
の
権
利
を
享
受
す
る
も
の
は
、
成
功
す
る
。
」

民
衆
を
遇
す
る
さ
い
に
、
彼
ら
の
権
利
と
義
務
と
に
だ
け
訴
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え
る
こ
と
は
、
民
衆
の
な
か
に
あ
る
知
性
や
士
晉
ば
し
い
創
造
性
と
通
じ
合
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
彼
ら
を
バ
ラ
ッ
ク
の
居
住
者
の
よ 

う
に
取
り
扱
か
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、

こ
こ
で
、

「
古
い
」
世
界
の
典
型
的
な
諸
表
現
と
、

「
新
し
い
」
世
界
に
お
け
る
そ 

れ
ら
の
対
照
物
と
の
あ
い
だ
の
比
較
を
含
め
て
も
、
的

は

ず

れ

に

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う(

い
う
ま
で
も
な
く
、
私
は
厳
密
に
年
代 

順
と
い
う
意
味
で
、
新
旧
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い)

。

支
配
—

ユ
対
等

権
力̂

—
^

責
任

搾

取

一

>  
物
価
安
定

従
う 

》

同
意
す
る

長

所

一
^

能
力

罪 

>
 
不
十
分

処
罰̂

—

>

矯
正

義
務̂

—
^

必
要
性 

、

権

利

一
^

実
際
の
可
能
性

特
権 

!
—

復
し
ゆ
う 

■■

奴
隸 

!
—

死
刑 

!
—

良
識
の
世
界
で
は
、
権
威
が
知
識
や
愛
に
委
ね
ら
れ
、
あ

る

種

の

語

は

意

味

を

変

え

る(

い
く
つ
か
の
例
を
示
す
と
、
権
威
、

訓 

練
、
尊
厳
、
名
誉
、

信
念
、

信
条
、
法
律
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る)

。
も
ち
ろ
ん
、

も
し
そ
う
し
た
変
遷
が
、

実
質
的
な
も
の
で
あ
る 

よ
り
も
言
葉
の
上
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
結
果
は偽

#
I

的

な

形

式

主

義

と

な

る(

た
と
え
ば
、
「
人
間
関
係
庁
」)

。
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こ
こ
で
つ
け
加
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
人
間
に
関
す
る
良
識
の
肯
定
は
、

す
べ
て
非
暴
力
の
意
識
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
人
間 

が
と
き
に
よ
っ
て
は
愛
と
よ
ん
で
き
た
あ
の
創
造
的
な
能
力
の
な
か
に
、

た
だ
統
合
を
見
出
す
だ
け
で
な
く
、
決
心
や
生
命
の
可
能 

性
を
も
見
出
す
。

雲
の
な
か
で
道
を
見
失
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
地
上
に
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。

㈠
 

変
革
す
る
た
め
に
は
、

二
つ
の
極
端
が
あ
る
〇

⑶
 

破
壊
の
た
め
に
破
壊
す
る
こ
と
、
あ

る

い

は

再

建

す

る

た
め
に
破
壊
す
る
こ
と(

未
熟
な
、
未
発
達
の
状
態)

。 

⑻
 

状
況
を
で
き
る
か
ぎ
り
迅
速
に
、

で
き
る
限
り
良
い
方
法
で
変
え
る
た
め
に
、
状
況
の
最
も
真
実
の:

最
も
正
し
い
性
格
を 

発
見
す
る
こ
と
。

㈡
 

複
雑
な
も
の
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方
を
知
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
暴
力
を
わ
れ
わ
れ
が
望
み
、

ど
ん
な
非
暴
力
を
わ
れ
わ
れ
が 

望
む
か
を
、

い
つ
で
も
も
っ
と
明
確
に
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
柔
軟
な
、
受
動
的
な
、
賢
明
な
非
暴
力 

と
、
革
命
的
な
、
強
力
な
、
知
的
な
、

そ
し
て
神
聖
で
さ
え
あ
る
非
暴
力
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

®
 

進
歩
の
遅
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
己
の
遅
れ
や
生
活
の
障
害
の
原
因
が
、
他
人
の
邪
悪
さ
に
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、

ま
ず
第 

ー
に
自
己
自
身
の
明
確
さ
の
不
足
、
組

耀

の

不

足

、
首
尾
一
貫
性
の
不
足
、
創
造
力
の
不
足
に
見
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
 

認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
ひ
と
は
、
自
己
と
同
様
に
他
人
に
も
、
非
組
織
的
、
奇
形
的
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と 

い
う
義
務
を
、
自
分
自
身
に
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

危
急
の
事
態
に
応
じ
て
、
内
部
か
ら
住
民
を
移
動
さ
せ
る
の
に
成
功
し
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
程
度
に
応
じ
て
不
健
康
な
暴
力 

が
無
数
の
方
法
で
、

た
と
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
搾
取
的
な
圧
制
や
い
ろ
い
ろ
な
フ
ァ
シ
ス
ト
的
教
説
な
ど
の
か
た
ち
で
、
恒 

久
化
さ
れ
る
と
か
押
し
つ
け
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
。

同
時
に
明
ら
か
な
の
は
、
最
も
進
ん
だ
最
も
意
識
的
な
諸
力
が
、

「
外
部
か
ら 

の
」
抵
抗
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

蚓 

そ
れ
自
体
が
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
は
、

お
そ
か
れ
は
や
か
れ
皿
冃
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
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だ
が
、

い
ま
ま
で
き
わ
め
て
異
な
る
経
験
と
歴
史
と
を
も
っ
て
き
た
諸
地
域(

西
シ
チ
リ
ア
と
北
イ
タ
リ
ア
、

ア
フ
リ
カ
と
ヨ
ー
口 

ツ
バ
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
と
ア
メ
リ
カ
と)

は
、
当
然
異
な
る
文
化
と
道
徳
と
を
も
っ
て
お
り
、
互
い
に
意
志
を
通
じ
あ
う
こ
と
は
、
 

容
易
に
で
き
な
い
。
特
定
の
文
化
と
か
道
徳
に
も
と
づ
く
行
為
は
、

い
か
な
る
も
の
で
も
十
分
な
る
諸
前
提
を
他
の
も
の
と
共
有
し 

な
け
れ
ば
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ
他
の
文
化
に
注
意
を
払
う
と
い
う
効
果
を
も
ち
う
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
異
な
る
文
化
の
あ
い
だ
の
生
き
た
関
係
を
強
め
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。 

英
雄
の
存
在
は
あ
る
意
味
で
は
、

不
十
分
さ
を
示
す
兆
候
で
あ
り
、
組
織
と
い
う
正
常
な
手
段
や
正
常
な
技
術
的
お
よ
び
文
化
的 

な
用
具
を
欠
き
な
が
ら
、
生
き
残
っ
て
前
進
す
る
た
め
に
、

そ
の
成
員
の
あ
る
も
の
に
、

た
と
え
間
接
的
と
は
い
い
な
が
ら
、

超
人 

的
な
緊
張
を
強
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
集
団
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

わ

れ

わ

れ

〔人

間

〕
は
一
つ
の
集
団
あ
る
い
は
い 

く
つ
か
の
集
団
の
な
か
で
、

よ
り
十
分
に
成
熟
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
き
た(

た
と
え
ば
、
あ
る
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
に
み
ら 

れ
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
集
団
的
な
形
態
を
通
し
て
の
人
間
的
な
成
熟
を
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
孤
立
し
て
進
む 

人
た
ち
の
、
新
鮮
だ
が
し
ば
し
ば
子
供
ら
し
い
行
動
と
比
較
し
て
み
れ
ば
よ
い)

の
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
集
団
に
依
存
し 

す
ぎ
る
危
険
も
ま
た
、
論
証
さ
れ
て
き
た
。

な
ぜ
な
ら
、
集
団
が
大
き
く
な
れ
ば
、

そ
れ
は
個
人
の
成
長
や
創
造
性
を
低
減
さ
せ
る 

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
に
は
、

公
共
的
な
活
動
を
通
し
て
得
ら
れ
る
成
熟
、
す
な
わ
ち
量
的
お
よ
び
質
的
な
保
証 

も
、
同
様
に
必
要
な
個
人
的
な
緊
張
、
す
な
わ
ち
新
鮮
で
活
発
で
、
自
発
的
で
自
己
に
誠
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
的
確
で
規
律
が
あ 

っ
て
、
計
画
に
容
易
に
応
じ
う
る
個
人
的
な
緊
張
も
、

と
も
に
擁
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
新
し
い
英
雄
、
 

新
し
い
聖
者
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
新
し
い
英
雄
た
ち
、
新
し
い
聖
者
た
ち
は
、
も
の
ご
と
と
い
う
も
の
は
、

そ
う
な
り
、

ま 

た
自
分
た
ち
が
そ
う
す
る
程
度
に
応
じ
て
真
実
で
あ
り
、
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
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社
会
主
義
の
法
哲
学

ガ
ル
ヴ
ァ
ノ
・
デ
ル
ラ
・
ヴ
ォ
ル
。ヘ

G
a
l
v
a
n
o

 D
e
l
j
a
v
o
j
p
e

は
、

ー
八
九
五
年
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
に
生
ま
れ
、

メ
ッ
シ
ー
ナ
大 

学
の
歴
史

哲

学

の

教

授

で

あ

る

。

著

書

に

は

『
ル
ソ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』

『
積
極
的
ヒ
ュ
ー
マ 

二
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
放
』 

『
共

産

主

義

者

の

官

由

』 

『
積

極

的

科

学

と

し

て

の

論 

理
学
』

『
趣

味

の

批

判

』

の
他
に
ヒ
ュ
ー

ム

の

研

究

な

ど

が

あ

る

。

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、

そ
の
最
も
重
要
な
著
書
の
一
つ
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
は
じ
め
て
、
政
治
的
諸
階
級
を
完
全
に
社
会
的
諸
階
級
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

あ
る
い
は
む
し
ろ
フ 

ラ
ン
ス
革
命
は
、
市
民
社
会
の
な
か
で
の
社
会
的
諸
階
級
の
区
別
を
、
純
粋
に
社
会
的
な
区
別!

!

そ
れ
は
私
的
な
生
活
の
領
域 

で
の
区
別
で
あ
っ
て
、
政
治
的
生
活
で
は
何
の
意
義
も
も
た
な
い
—
!

に
変
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
市 

民
社
会
か
ら
政
治
的
生
活
が
分
離
さ
れ
た
。
(

そ
の
よ
う
な
分
離
は
封
建
社
会
に
は
存
在
し
な
か
っ
た)

…
…

そ
し
て
そ
の
同
じ 

市
民
社
会
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
階
級
間
の
区
別
は
も
は
や
諸
階
級
を
永
遠
に
へ
だ
て
る
壁
を
つ
く
る
も
の
で
は
な
く
、
逆 

に
、
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
境
界
と
な
っ
た
。

こ
の
境
界
を
越
え
る
た
め
の
原
理
と
は
、
恣
意
の
原
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
原
理
を 

得
る
た
め
の
重
要
な
基
準
は
貨
幣
と
教
養
で
あ
る
。
」
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社会主義の法哲学

こ
れ
ら
の
基
準
に
関
連
し
て
、

マ

ル

ク

ス

は

「
政

治

」
革
命
、

ま
た
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る 

(

こ
の
よ
う
な
政
治
革
命
は
、

マ
ル
ク
ス
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

一

ハ

四

〇

驚

の

半

封

建

的

な

ド

イ

ツ

で

は

す

で

に

「
ユ
—

ト
ピ 

ァ
的
夢
想
」
と
な
っ
て
い
た)

。 

■

「
部
分
的
な
、

あ
る
い
は
た
ん
に
政
治
的
な
革
命
に
は
何
が
要
求
さ
れ
る
か
。

た
だ
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
市 

民
社
会
の
一
部
分
が
自
ル
を
解
放
し
、
実
権
を
握
る
こ
と
、

そ
し
て
特
定
の
階
級
が
、

そ
の
階
級
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
出 

発
し
て
、
社
会
一
般
の
解
放
を
企
て
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
特
定
の
階
級
は
社
会
全
体
を
解
放
す
る
—
I

た
だ
し
そ
れ
は
そ
の
社 

会
全
体
が
こ
の
階
級
と
同
じ
状
況
に
あ
る
と
い
う
条
件
に
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
社
会
全
体
が
富
と
教
養
を
所
有

(2)

し
て
い
る
か
、

や
が
て
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
」

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
実

際

に

は

「
特
定
の
階
級
」
が
社
会
全
体
を
解
放
す
る
の
で
は
な
い
。

あ
と
で
わ 

れ

わ

れ

は

「
解
放
習
の
役
割
」

に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
結
論
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
役
割
は
、
本
質
的
に
は
階
級
と
し
て 

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
属
し
、
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

階

級

は

「
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
——

た

ん

な

る

〈
政
治
的
〉

自
由
で
は 

な
く!

社
会
的
自
由
の
土
台
の
上
に
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
部
分
的
な
、
あ

る

い

は

ブ

ル

ジ

ョ

ア

的

な

解

放

を

人

間

の

「
普 

遍
的
で
人
間
的
な
」
解
放
に
変
え
る
。

そ

れ

で

は

「
政
治
」
革
命
、
あ

る

い

は

ブ

ル

ジ

ョ

ア

革

命

は(

そ
れ
は
す
べ
て
の
市
民
の
法
の
前
で
の
平
等
を
確
立
し
た
の
で
あ 

る
が)

、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
属
す
る
も
の
だ
け
を
解
放
す
る
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
正
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

真
理
の
す
べ
て
で 

あ
ろ
う
か
。

立
憲
的
な
保
証
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
革
命
は
全
社
会
を
国
家
と
し
て
解
放
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

か
。

い
い
か
え
る
と
、

「
社
会
」
革
命
——

す

な

わ

ち

「
社
会
的
」
百
由
、

つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
地
平
で
の
社
会
の
自
由
な
発
展
を
実 

現
す
る
革
命1
—

だ
け
が
、

「
普
遍
的
で
人
間
的
」
な
人
間
の
解
放
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
真
理
の
す
べ
て

2〇5
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で
あ
ろ
う
か
。

伝
統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

こ
の
問
題
を
回
避
し
て
き
た
が
、

し
か
し
こ
れ
は
科
学
的
社
会
主
義
が
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な 

い
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
自
身
は
、
大
筋
で
は
、

い
つ
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
対
す
る
あ
の
青
年
時
代
の
峻
厳
な
一
方
的 

な
批
判
に
忠
実
で
あ
っ
た
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
法
体
系
が
下
部
構
造
と
し
て
も
っ
て
い
る
歴
史
的
必
然
性 

に
つ
い
て
鋭
い
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
社
会
主
義
国
家
そ
の
も
の
の
な
か
で
、

こ
の
法
体
系
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
ほ

(4)

ど
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、

や
は
り
マ
ル
ク
ス
は
、

そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
は
そ
の
同
じ
社
会
主
義
国
家
の
な
か
で
、
個
人
と
し
て
の
あ 

ら
ゆ
る
市
民
が
、
司
法
的
、

立
法
的
に
与
え
ら
れ
る
保
証
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
は
し
な
か
っ
た
。

た
し
か
に 

マ
ル
ク
ス
は
あ
ま
り
に
も
「
社
会
」
革
命
の
問
題
に
熱
中
し
て
い
た
の
で
、
中
世
と
い
う
過
去
の
時
代
が
近
代
に
残
し
た
遺
産
の
概 

念
全
体
を
受
け
い
れ
た
よ
う
に
は
、

「
政
治
」
革

命

か

ら

の

実

質

的

で

否

定

で

き

な

い

遺

産(

す
な
わ
ち
一
定
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸 

価
値
を
継
承
す
る
基
準)

を
未
来
の
た
め
に
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
」

で
は
マ
ル
ク
ス 

は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

七
一
年

の

コ

ン

ミ

ュ

ー

ン

の

秘

密

は

「
本
質
的
に
は
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
が
労
働
者
階
級
の
政
府
で
あ
り
、
 

搾
取
者
に
対
す
る
生
産
者
の
闘
争
の
所
産
で
あ
り
、

労
働
者
階
級
の
経
済
的
解
放
を
な
し
遂
げ
る
た
め
の
、

つ
い
に
発
見
さ
れ
た
形 

態
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
£

の

点

で

レ

ー

ニ

ン

の

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」

の

理

論

は

マ

ル

ク

ス

に

依

拠

し

て

い) 

レ

ー

ニ

ン
に
と
っ
て
「
民
主
主
義
と
は
平
等
を
意
味
す
る
」

こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

レ
ー
ニ
ン
の
い
う
平
等
は
、

そ 

の
説
明
に
よ
れ
ば
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
平
等
を
求
め
て
闘
う
こ
と
、

お
よ
び
平
等
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
い
か
に
重
要
な 

書
心
味
が
托
さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
平

等

は

階

級

の

廃

絶

と

い

う

意

味

に

正

し

く

理

解

さ

れ

ね

ば

な

ら

な2

」 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
か
ら
受
け
取
る
べ
き
実
質
的•

法
的
な
遺
産
に
対
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い 

う
こ
の
問
題
は
、
歴
史
的
に
は
こ
の
四
十
年
の
あ
い
だ
問
題
と
な
っ
て
き
た
。I

!

そ

れ

に

対

す

る

一

つ

の

解

決(

そ
れ
は
け
っ
し 

て
た
だ
の
歴
史
的
な
解
決
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い)

が
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
社
会
主
義
法
哲
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
——

 

と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
場
合
、

「
近
代
民
主
主
義
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
大
変
複
雑
な
問
題
を
前
も
っ
て
考
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察
す
る
ほ
う
が
都
合
が
よ
い
。

と
い
う
の
は
、
第
一
の
問
題
は
、

そ
の
困
難
な
問
題
点
を
本
質
的
な
要
素
に
還
元
す
れ
ば
、
社
会
的 

な

民

主

主

義(

お
よ
び
社
会
革
命)

と

政

治

的

な

民

主

主

義(

お
よ
び
政
治
革
命)

と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
と 

一
致
す
る
し
、

そ
こ
か
ら
第
二
の
問
題
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
点
に
お
い
て
、
自
由
と
民
主
主
義 

に
つ
い
て
の
近
代
の
概
念
の
も
つ
二
つ
の
「
様
相
」

を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

近
代
の
自
由
と
民
主
主
義
は
、
実
際
に
は 

二

つ

の

「
樣
相
」
と
い
う
よ
り
、

二
つ
の
顔
と
二
つ
の
魂
を
も
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
方
に
は
、
議
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
民
主 

主
義
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
、

ロ
ッ
ク
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

カ
ン
ト
、

フ
ン
ボ
ル
ト
、

コ
ン
ス
タ
ン
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た 

市
民
的
自
由
、
あ
る
い
は
政
治
的
自
由
が
あ
り
、

ま
た
他
方
に
は
、
社
会
的
民
主
主
義
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
、

は
じ
め
に
ル
ソ 

1
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
後
に
は
よ
り
明
確
に
、

マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び
レ
ー

二
ン
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
、

平
等
主
義 

的
自
由
、
あ
る
い
は
社
会
的
自
由
が
あ
る
。

市
民
的
自
由
——

い

わ

ゆ

る

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
自
由
——

は
、
歴
史
的
、

学
問
的
な
意
味
で
は
、
個
々
の
生
産
者
か
ら
な
る
諸 

階

級

を

含

む

「
市
民
社
会
」

の
成
員
の
自
由
、
あ
る
い
は
諸
自
由
の
複
合
体
で
あ
る
。

そ
れ
は
個
人
の
経
済
的
主
導
権
、
私
有
財
産 

の
保
全
、
信
仰
、
良
心
、
出
版
等
の
自
由
あ
る
い
は
権
利
の
総
体
で
あ
る
。
(

わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
出
発
点
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題 

は
、

こ
れ
ら
の
権
利
の
ど
れ
か
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
わ
く
を
越
え
て
、

普
遍
的
な
人
間
に(

(

い
か
な
る
政
体
で
あ
ろ
う
と
、
 

そ

の

政

体

を

構

成

す

る

の

は

人

間

で

あ

る

か

ら

一̂

響
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。)

市
民
的
自
由
の
法
的
、
政 

治
的
な
中
心
は
、
基
本
的
に
は
国
家
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
民
主
権
の
代
表
と
し
て
の
立
法
的
な 

権
力
を
組
織
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
議
会
主
義
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
的
自
由
あ
る
い
は
平
等
主
義
的
自
由
は
、
反
政
治
的
で
あ
る
た
め
に
、
普
遍
的
、
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
。 

そ
れ
は
い
か
な
る
人
間
に
も
、

そ
の
人
格
が
能
力
と
可
能
性
を
も
っ
こ
と
を
社
会
に
認
め
さ
せ
る
権
利
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
示 

し
て
い
る
。

つ

ま

り

功

績

の

基

準(

そ
れ
ゆ
え
に
正
義
の
基
準)

を
労
働
へ
、
純
粋
に
そ
し
て
絶
対
的
に
民
主
的
に
あ
て
は
め
る
も 

の
な
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

一
般
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
個
人
と
し
て
も
つ
社
会
的
な
可
能
性
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
社
会
的
自
由
は
、

た
ん
な
る
自
由
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
ま
た
社
会
的
正
義
で
も
あ
る
か
ら
。 

こ
の
自
由
は
、
大
衆
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
実
の
と
こ
ろ
一
種
の
よ
り
大
き
な
自
由
で
あ
る
。

「
才
能
を
さ
ず
か 

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

貧
困
に
対
す
る
最
大
の
防
備
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
」

こ
れ
は
い
か
に
も
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル 

ソ
ー
ら
し
い
抗
議
で
あ
り
、

こ

ん

に

ち

で

も

な

お

正

当

な

も

の

盅

る

。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
の
言
葉
を
と
り
あ
げ
、

さ
ら
に
こ
の
よ 

う
な
悲
惨
に
対
す
る
防
備
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
、
彼
の
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
な
能
力
の
す
べ
て
を
発
展
さ 

せ

る

可

能

性

を

保

証

す

る(

社
会)

制
度
で
あ
る
ー
と
つ
け
加
え
た
。

民
主
主
義
の
も
っ
こ
の
二
つ
の
魂
、

つ
ま
り
民
主
主
義
の
二
つ
の
近
代
的
解
釈
の
違
い
は
、
政
治
的
な
意
味
で
は
、
平
等
あ
る
い 

は
社
会
的
正
義
を
も
た
な
い
自
由
の
政
治
形
態
で
あ
る
自
由
主
義
と
、
社

会

的

正

義(

す
な
わ
ち
万
人
に
と
っ
て
の
正
義)

を
有
し
、
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
発
展
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
平
等
主
義
的
自
由
を
実
現
す
る
政
治
体
制
で
あ
る
社
会
主
義
と
の
違
い
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
い
う
国
家
に
よ
っ
て
現
実
に
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
た
社
会
の
共
産
化
と
い
う
状
態
、
 

そ
し
て
と
く
に
、

そ
の
国
の
こ
ん
に
ち
の
法
哲
学
へ
、

ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
の
自
由
主
義
が
明
ら
か
に
歴
史
的
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ 

と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
点
で
は
、

ノ

ル

ベ

ル

ト•

ボ
ビ
オ
が
提
起
し
たル

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

国

家

に

お

け

る(

ブ
ル 

ジ
ョ
ア
的
保
証
の)

「
技
術
的
、
法
的
規
範
」

の
役
割
に
関
す
る
問
題
と
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
関
係
が
あ
る
。

ボ
ビ
オ
は
た 

だ
、

「
自

由

主

義

的

—
民
主
主
義
的
政
権
の
諸
形
態
以
上
に
す
ぐ
れ
た
進
歩
的
な
法
制
度
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す 

る
た
め
に
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
弁
護
者
を
招
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
、

こ
の
正
し
さ
を
証
明
し
よ
う
と
し
て 

い
る
だ
け
で
あ
る
。

ボ
ビ
オ
に
と
っ
て
は
、
要
す
る
に
、

「
重
要
な
こ
と
は
、
法
を
た
ん
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
現
象
と
し
て
で
は
な 

く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
み
な
ら
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
に
と
っ
て
も
、

そ
の
双
方
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
共
通
す
る
ー
定 

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
同
程
度
に
役
立
ち
う
る
技
術
的
規
範
の
総
合
と
し
て
考
え
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」

で 

あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う
に
ボ
ビ
オ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
「
必
要
性
」
と
は
ど
の
く
ら
い
正
当
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
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ス
タ
ー
リ

ン

死

後

の

ソ

同

盟

憲

法

は(

ー
九
六
〇
年
再
版
、

し
か
し
ほ
と
ん
ど
ー
九
三
六
年
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る)

第
一
二
三 

I
二
八
条
に
お
い
て
、
個
々
の
市
民
の
国
籍
や
人
種
に
か
か
わ
ら
な
い
平
等
の
権
利
に
関
連
し
て
、
良
心
、

言
論
、
出
版
、
集
会
お 

よ
び
労
働
組
合
結
成
の
自
由
と
、
人
身
保
護
、
あ

る

い

は

「
法
廷
の
判
決
あ
る
い
は
当
該
機
関
の
認
可
な
し
に
は
何
人
も
逮
捕
さ
れ 

な
い
」
と

い

う

「
人
格
の
不
可
侵
」

の
権
利
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
国
で
こ
の
よ
う
な
自
由
が
認
め 

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
特
別
の
、

そ
し
て
基
本
的
な
理
由
は
、
自
由
主
義
的
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
お
い
て
そ 

れ
ら
の
目
的
が
設
定
さ
れ
た
理
由
と
は
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。

と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
自
由
お
よ
び
基
本
的
人
権
、
 

こ
れ
ら
の
技
術
的
・
立
憲
的
規
範
は
、
最
初
の
社
会
主
義
国
家
の
社
会
的
、
政
治
的
な
哲
学
に
具
体
化
さ
れ
て
お
り
——

そ
し
て
と 

り
わ
け
こ
の
国
家
は
、
独
自
の
そ
の
国
家
自
体
に
特
有
な
基
礎
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

ボ
ビ
オ
に
よ
っ
て
定
式 

化
さ
れ
た
必
要
性
の
正
し
さ
を
確
証
す
る
た
め
に
は
、
問
題
の
ソ
同
盟
憲
法
が
含
ん
で
い
る
こ
れ
ら
の
事
実
を
引
用
す
る
だ
け
で
は 

十
分
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、

そ
の
憲
法
に
お
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
、

な

ぜ

「(

平
等
主
義
的)

自

由

の

優

位

に

よ

っ

て(

市 

民
的)

自
由
の
合
理
化
」
が
廃
止
さ
れ
る
か
と
い
う
内
容
と
理
由
、

ま
た
同
様
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
な
ぜ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
司 

法
的
規
範
、
す

な

わ

ち

「
立
憲
国
家
」

の
規
範
が
相
対
的
に
回
復
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容
と
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で 

あ
る
。

ど
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
も
の
は
廃
棄
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
回
復
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容
は
、

こ
の
憲
法
に
復
活
さ
れ
た
権 

利
や
、
市
民
的
自
由
が
、
選
言
的
に
再
確
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
再
確
定
あ
る
い
は
回
復
は
、
選
言 

的
に
あ
る
い
は
差
別
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
生
産
手
段
の
私
有
の
権
利!

!

こ
れ
は
歴
史
が
反
経
済 

的
・
反
社
会
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
「
権
利
」

で
あ
り
、

そ
れ
ば
か
り
か
結
果
的
に
特
権
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
——

を 

除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ソ
同
盟
憲
法
第
九
条
お
よ
び
第
一
〇
条
で
は
「
社
会
主
義
経
済
体
制
の
ほ
か
に
」(

共
同 

体
に)

「
組
織
さ
れ
て
い
な
い
小
農
や
職
人
の
私
的
な
留
保
」A
共
同
体
に
属
す
る
す
べ
て
の
家
族
が
、
共
同
体
の
集
団
経
済
の
基
本 

的
な
運
営
に
加
え
て
、
自
分
自
身
の
楽
し
み
と
用
途
の
た
め
に
、
家
屋
に
附
属
す
る
少
量
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
、

お
よ
び
個
人

209

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



の
労
働
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

い
か
な
る
他
の
人
の
労
働
の
搾
取
を
も
含
ま
な
い
、
土
地
、
家
屋
、
家
畜
等
か
ら
の
生
産 

物
を
個
人
的
な
所
有
物
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
」)

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
市
民
た
ち
は
、
「
自
分
の
労
働
と
貯
え
を
運 

用
し
た
り
、
家
屋
…
…
消
費
財
お
よ
び
個
人
的
な
便
宜
の
た
め
の
瑣
細
な
物
品
を
私
有
す
る
権
利
お
よ
び
市
民
と
し
て
の
個
人
的
朴 

用
物
を
相
続
す
る
権
利
」
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
信
仰
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
宗

教

は

「
人
民
の
阿
片
」

と
い
う
伝
統 

的
な
性
格
を
失
い
、
公
法
に
よ
る
取
締
り
か
ら
解
放
さ
れ
、
宗
教
は
厳
密
に
私
的
な
事
柄
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
あ
わ 

せ
て
み
る
と
、
「
全
人
民
国
家
」(

フ
ル
シ
チ
ョ
フ)

と
し
て
の
社
会
主
義
国
家
の
進
歩
的
な
政
治
的
—
経
済
社
会
的
哲
学
に
お
い
て 

は
、
「
立
憲
国
家
」
の
諸
規
範
が
ど
の
程
度
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
か
、
評
価
が
変
る
ら
れ
て
い
る
か
、

ま
た
更
新
さ
れ
て
い
る
か
と 

い
う
こ
と
は
明
白
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
実
際
、
明
確
に
歴
史
的
内
容
に
お
い
て
、

ボ

ビ

オ

の

寛

大

な

「
必 

要
性
」
と
い
う
楽
観
論
で
は
抽
象
的•

独
断
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
を
実
際
上
改
め
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
ベ 

き
で
あ
る
。

次

に

な

ぜ

「
立
憲
国
家
」

の
規
範
が
社
会
主
義
的
に
改
め
ら
れ
保
存
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い 

え
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

一
つ
の
国
家
が
存
在
す
る
限
り
、
——

社
会
主
義
国
家
の
よ
う
な
開
か
れ
た
国
家
に
お
い
て
さ 

え
も
——

「
立
憲
国
家
」

の
基
本
的
な
原
理
、

つ
ま
り
市
民
の
人
格
に
対
し
て
は
、
国
家
権
力
に
は
限
界
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
原 

理
は
至
高
の
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
実
際
こ
の
原
理
は
量
り
し
れ
ぬ
不
安
と
人
間
の
苦
し
み
の
代
価
を
払
っ
て
の
み
無
視
し
う
る 

の

で

あ

る(

こ
の
よ
う
な
結
果
の
例
と
し
て
は
、

こ
の
原
理
の
一
つ
の
重
要
な
帰
結
、
及
格
の
不
可
侵
の
権
利
と
、

ス
タ
ー
リ
ン
時 

代
の
こ
の
権
利
の
侵
害
に
つ
い
て
考
え
て
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い)

。
そ
れ
ゆ
え
、

ボ

ビ

オ

の

い

う

よ

う

に

「
自
由
主
義
を
、

ブ
ル
ジ 

ヨ
ア
ジ
ー
の
権
力
と
し
て
の
自
由
の
理
論
お
よ
び
実
践
と
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
た
や
す
い
。

し
か
し
自 

由
主
義
を
国
家
の
原
理
を
限
界
づ
け
る
理
論
と
実
践
と
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
う
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
。

…
…
な
ぜ
な
ら
、
自
由 

は
、
何
か
を
な
す
カ
と
し
て
は
、
幸
い
自
由
を
手
に
し
た
者
に
の
み
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
為
へ
の
妨
害
の
な
い
こ
と
と
し 

て
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」(

傍
点
ヴ
ォ
ル
ペ)

と
い
う
こ
と
は
、

問
題
な
く
真
理
で
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あ
る
。

こ
の
よ
う
な
限
界
づ
け
の
基
礎
は
、

カ

ン

ト

倫

理

学

の

原

理

「
人
間
は
つ
ね
に
目
的
で
あ
り
、
け
っ
し
て
手
段
で
は
な
い
」 

と
い
う
こ
と
の
な
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
逆
説
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
原
理
は
、

た
だ
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
社
会
主
義
的 

法
体
系
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
完
全
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

主
体
的
権
利
あ
る
い
は
市
民
的
自
由
は
、 

こ
の
原
理
に
鼓
吹
さ
れ
て
社
会
主
義
的
に
革
新
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
し
て
こ
の
妥
当
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
う
ち
か
ら
、
 

生
産
手
段
私
有
の
権
利
を
、

そ
れ
が
含
む
あ
ら
ゆ
る
悪
用
と
と
も
に
根
絶
す
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。

こ
の
よ
う
に
、
近
来
の
社
会
主 

義
の
歴
史
を
貫
く
深
く
独
創
的
な
自
由
の
精
神
は
、

や
が
て
最
も
批
判
的
な
自
由
主
義
的
哲
学
者
を
も
驚
か
す
こ
と
に
な
ろ
う
。 

そ
れ
ゆ
え
、
社
会
主
義
国
家
で
活
用
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
の
遺
産
に
関
し
て
結
論
に
達
す
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と
に 

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑴

社
会
主
義
憲
法
は
、

市
民
的
自
由
の
革
新
、

議

会

主

義

を

革

新

し

た

人

民

合

議

体(

ソ
ヴ
ィ
エ 

卜)

、

お

よ

び

「
同
一
労
働
、

同
一
賃
金
」
と
い
う
格
言
に
表
わ
さ
れ
る
経
済
的
—
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
権
利
の
革
新
を
保
証
し
て
い
る 

(

そ
し
て
こ
の
最
後
の
権
利
に
関
連
し
て
は
、
社
会
主
義
的
革
新
は
労
働
と
そ
の
生
産
物
に
つ
い
て
の
広
く
認
め
ら
れ
た
社
会
的
性 

格
の
う
ち
に
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る)

。
⑵

自
由
主
義
国
家
の
実
質
を
革
新
し
、

そ
れ
を
社
会
主 

義
国
家
の
現
実
へ
と
変
形
す
る
触
媒
は
唯
物
論
に
も
と
づ
く
平
等
で
あ
る
。⑶

最
後
に
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
古
典
的
理 

論
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
、
真
正
の
共
産
主
義
社

会

で

あ

る

あ

の

「
自
由
で
平
等
な
人
間
の
社
会
」
—
I

す

な

わ

ち

「
公
的
な
機
関
は 

そ
の
政
治
的
性
格
を
失
い
、

た
ん
に
社
会
の
成
員
を
援
助
す
る
行
政
機
関
と
な
る
で
あ
ろ
う
」

よ
う
な
無
階
級
の
社
会
——

の
な
か

• 

〈〇)

へ

と

「
消
滅
す
る
」
運
命
に
あ
る
。

こ
ん
に
ち
の
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、

ソ
連
邦
第
二
十
回
党
大
会
に
さ
い
し
て
示
さ
れ
た
行
動
計
画
を
確
認
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。

そ

こ

に

は

「
二
十
年
後
の
共
産
主
義
社
会
へ
の
移
行
の
た
め
の
発
展
の
方
法
」

の
輪
郭
が
描
か
れ
て
い
る
。

た

と

え

ば

「
歴 

史
の
な
か
で
、
労
働
者
階
級
は
、

そ
れ
自
身
の
権
力
を
永
続
さ
せ
よ
う
と
企
て
る
こ
と
の
な
い
唯
一
の
階
級
で
あ
る
。

…
…
共
産
主 

義
へ
の
移
行
は
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
市
民
の
人
格
の
自
由
と
諸
権
利
の
最
大
限
の
進
展
を
意
味
す
る
。

…
…
物
質
的
な
潤
沢
、
文
化
水
準 

と
労
働
者
の
意
識
の
成
長
は
、
最
終
的
に
は
刑
法
上
の
正
義
の
み
じ
め
さ
に
代
わ
っ
て
、
完
全
な
集
団
教
育
に
到
達
す
る
と
い
う
約

an
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束
を
提
供
す
る
。:

：:

国
家
の
社
会
主
義
的
組
織
が
進
展
す
る
に
つ
れ
、
国
家
は
徐
々
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
組
合
、

互
助
組
織
、

お
よ 

び
そ
の
他
の
労
働
者
の
団
体
等
々
へ
統
一
さ
れ
る
共
産
的
な
自
己
統
治
の
共
和
政
体
へ
移
行
す
る
。

こ
の
過
程
が
進
む
に
つ
れ
て
、 

(

社
会
的)

民
主
主
義
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

…
…
政
策
を
立
案
す
る
機
関
と
実
施
す
る
機
関
、
経
済
問
題
を 

処
理
す
る
機
関
と
文
化
振
興
の
た
め
の
機
関
は
、

こ
ん
に
ち
で
は
と
も
に
国
家
の
組
織
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、

や
が
て
は
そ
の
政
治 

的
性
格
を
失
い
、
社
会
的
な
自
治
機
関
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
共
産
主
義
社
会
は
、

労
働
者
の
高
度
に
組
織
さ
れ
た
共
同
体
と
な
る
で 

あ
ろ
う
。
…
…
歴
史
の
発
展
は
不
可
避
的
に
国
家
の
廃
止
に
達
す
る
。

そ
し
て
国
家
は
最
終
的
に
は
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
ゆ 

え
に
、
そ

の

消

滅

の

た

め

の

内

的

条

件(

発
達
し
た
社
会
主
義
社
会
の
樹
立)

と

外

的

条

件

〈
国
際
的
な
範
囲
に
お
け
る
資
本
主
義 

と
共
産
主
義
の
対
立
の
解
決
—
共
産
主
義
の
勝
利)

が
と
も
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」 

社
会
主
義
の
法

制

上

の

問

題

は

「
立
憲
国
家
」

の
出
現
以
来
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
、
本
質
的
に
は
政
治
的
性
質 

を
も
つ
、
経
済
問
題
お
よ
び
社
会
問
題
の
な
か
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
の
も
と 

で
、

ル
ソ
ー
と
カ
ン
ト
を
歴
史
的
に
統
合
す
る
と
い
う
問
題
——

つ
ま
り
平
等
の
も
つ
機
能
と
し
て
の
自
由
お
よ
び
そ
の
逆
——

に 

還
元
す
る
。

こ
の
場
合
、

ル

ソ

ー

の

「
普
遍
的
な
主
権
意
志
」
を
、
も
は
や
一
般
的
に
国
民
国
家
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
主
権
に
解
消
す
る 

こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
労
働
者
階
級
の
生
権
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。

さ

ら

に

ル

ソ

ー

の

「
普
遍
意
志
」

は
そ
の
労
働
者
階
級
の
民
主 

集
中
制
の
な
か
に
、
大
衆
の
自
由
に
反
し
な
い
限
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
市
民
的
自
由
を
取
り
入
れ
、
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
他
方
で
は
、

カ
ン
ト
が
主
張
し
た
法
的
な
取
決
め
は
、
あ

の

労

働

者

階

級

の

集
中
制
に
よ
っ
て
革
新
さ
れ(

そ
し
て
た
だ
こ
の 

革
新
に
よ
っ
て
の
み)

、
元
来
彼
の
も
っ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
厳
格
性
の
な
か
で
は
、
望
ん
で
も
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
普 

遍
的
妥
当
性
を
獲
得
す
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。⑴

歴

史

の

発

展

の

道

程(

す
な
わ
ち
、
最 

終
的
に
は
社
会
主
義
国
家
を
実
現
す
る
階
級
闘
争)

は
連
続
的
で
あ
り
、

カ
ン
ト
哲
学
の
非
先
験
的
自
由
主
義
の
発
展
の
道
程
は
連 

続

的

で

あ

る

こ

と

か

ら(

故
ソ
ラ
リ
氏
の
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず)

カ
ン
ト
の
思
想
が
ロ
ッ
ク
に
劣
ら
ず
階
級
的
基
礎
の
上
に
立
つ 

て
い
る
こ
と
が
明
白
に
証
明
さ
れ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、

カ
ン
ト
の
思
想
が
歴
史
的
に
長
い
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
思
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想
が
理
性
的
な
定
式
化
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
の
そ
れ
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
こ
と
が
判
明
す
る
。⑵

社
会
主 

義
的
な
法
の
な
か
で
、

こ
の
よ
う
に
逆
説
的
に
普
遍
化
さ
れ
た
こ
の
カ
ン
ト
の
自
由
主
義
の
な
か
に(

ソ
ラ
リ
が
元
来
の
カ
ン
ト
の 

自
由
主
義
に
関
し
て
考
え
た
よ
う
に)

人

間

が

「
永
遠
」

に
満
足
し
た
ま
ま
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
は
社
会
主
義
国
家
よ
り
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
し!
—

し
か
も
後
者
は
、

無
階
級
の
共
産 

主
義
社
会
の
社
会
的
な
自
治
へ
と
究
極
的
に
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る!

I

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
社
会
主
義
国
家
ソ
ヴ
ィ
エ
ト-

全
人
民
国
家-
-

を

「
全
体
主
義
」
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の 

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
非
難
は
、

ど
れ
ほ
ど
根
強
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
階
級
制
に
も
と
づ
い
た
盲
目
の
私
欲
と
し
て
し
か 

説
明
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
近
の
法
学
誌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
実
は
徐
々
に
知
ら
れ
て
き
た
。

な
か
で
も
ミ
シ
ェ
ル 

•

ム
ス
ケ
リ
と
、

ジ

グ

モ

ン

ト•

ジ
ェ
ド
リ
ル
田
、

ま
っ
た
く
正
確
に
ソ
連
の
社
会
主
義
法
哲
学
の
思
想
を
伝
え
て
い
る
。

こ
こ
に 

は
た
と
え
ば
、

ル
ソ
ー
の
要
素
が
あ
る
。
「
選
挙
民
の
被

選

挙

者

に

対

す

る

支

配

と

優

位(

リ
コ
ー
ル
〔
選
挙
さ
れ
た
代
表
の
解
任
〕) 

を
確
立
す
る
う
え
で
、

ー
九
六
三
年
憲
法
は
〔
一
四
二
条
、

こ
れ
は
六〇

年
の
憲
法
で
も
一
四
二
条
で
あ
る
〕

ル
ソ
ー
の
思
想
に
鼓 

吹
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。:

：:

ー
九
三
六
年
の
前
例
以
来
、
人
民
の
立
法
へ
の
参
加
は
進
み
、
当
該
機
関
に
よ
っ
て
大
き
な 

改
革
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
前
に
、

そ
れ
を
人
民
の
討
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

党
中
央
委
員
会
お
よ
び
政
府
に
よ
つ 

て
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
労
働
者
の
集
会
は
、

公
共
的
な
事
柄
に
対
す
る
人
民
の
参
加
の
も
う
一
つ
の
例
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。 

あ
る
具
体
的
な
問
題
を
討
議
し
た
り
、
特
定
の
立
法
計
画
を
検
討
し
た
り
、

一
つ
の
決
定
を
強
制
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ら
の
問
題 

に
関
係
の
あ
る
ひ
と
び
と
に
諮
問
さ
れ
る
。:

：:

だ
か
ら
、

こ
の
程
度
ま
で
国
家
の
立
法
作
業
に
対
す
る
民
衆
の
間
接
的
な
参
加
は 

実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
労
働
組
合
に
と
っ
て
は
、

こ
の
協
力
は
、

ほ
と
ん
ど
公
的
権
力
の
分
担
と
い
う
か 

た
ち
を
と
る
。

労
働
や
給
与
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
国
家
は
そ
の
立
法
お
よ
び
行
政
権
の
行
使
に
い
た
る
ま
で
組
合
と
共
同 

し
て
こ
と
に
あ
た
る
。

そ
こ
で
、

こ
の
領
域
の
法
令
は
、
同
時
に
党
中
央
委
員
会
、
内
閣
お
よ
び
組
合
中
央
会
議
か
ら
発
布
さ
れ
る
。 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、1々

)

だ
か
ら
組
合
に
と
っ
て
は
、

立
法
と
行
政
へ
の
参
加
は
直
接
的
で
あ
る
。
」

〈
傍
点
ヴ
ォ
ル.
へ)

。

そ
し
て
次.
に
は
カ
ン
ト
的
要
素
が
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あ
る
。

「
政
権
を
担
当
す
る
も
の
は
、
司
法
機
関
の
前
で
の
、
人
間
と
し
て
、

および市民としての整*'
眇
依
窗
秒
釘
保
診
い
婚 

診
す
る
た
め
に
、

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
す
る
。⑴

法
廷
は
、

正
義
の
唯
一
の
執
行
機
関
で
あ
る
。

…
…
今
後
、
何
人
も
適
正
な
裁 

判
機
関
に
よ
る
以
外
は
、
け
っ
し
て
裁
か
れ
た
り
、
圧
迫
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
治
安
警
察
は
、
国
家
に
お
い
て
こ
の
全
権 

を
失
い
、

そ
の
政
治
警
察
と
し
て
の
性
格
を
も
失
う
こ
と
に
な
る
。

…
…
そ
の
結
果
、

こ

ん

に

ち

に

い

た

る

ま

で

「
政
治
」
法
廷
に 

よ
っ
て
、
反
革
命
的
犯
罪
あ
る
い
は
社
会
主
義
的
労
働
規
律
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
厳
格
に
取
り
扱
わ
れ
た
多
く
の
事 

件
は
、
今
後
は
通
常
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
の
寛
大
さ
を
も
っ
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。⑵

あ

ら

如

裁

の

蓬

疊
 
へ 

の
人
民
陪
審
員
の
参
加
—

法
廷
の
集
団
性
の
原
理
。

…
…
人
民
陪
審
員
は
審
理
そ
の
も
の
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
審
理
の
手
続 

き
や
裁
判
の
判
決
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
演
ず
る
。

彼
ら
の
一
人
一
人
の
声
は
、
裁
判
官
の
そ
れ
と
同
じ
重
み 

を
も
つ
。

…
…⑶

裁
判
官
お
よ
び
人
民
陪
審
員
の
被
選
任
の
資
格̂

—

彼
ら
は
そ
の
選
挙
者
あ
る
い
は
法
廷
の
決
定
に
よ
っ
て
リ
コ 

—

ル
さ
れ
る
。

こ
の
原
則
か
ら
論
理
的
に
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
責
任
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
選
挙
人
に
定
期
的
な
報
告
を
送
り
、
選
挙
人 

は
定
期
的
な
報
告
を
要
求
す
る
義
務
が
生
ず
る
。

…
…⑷

裁
判
官
の
独
立
、

お

よ

び

彼

ら

が

従

う

パ

は

冷

吵

む

で

眇1 k
。

法
廷 

の
独
立
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
は
、
裁
判
官
の
独
立
を
絶
対
に
必
要
と
し
て
い
る.

〇
」 

現
代
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
過
去
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト(

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
時
代)

と
の
実
質
的
な
法
制
上
の
違
い
を
要
約
す
る
た
め 

に
、

二
〇
年
代
お
よ
び
三
〇
年
代
に
大
変
有
名
で
あ
っ
た
パ
ス
カ
ニ
ス
お
よ
び
彼
の
刑
法
学
派
に
つ
い
て
の
、

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
レ 

ジ
ン
ガ
ー
の
以
下
の
結
論
的
判
断
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
パ
ス
カ
ニ
ス
の
法
の
一
般
理
論
に
は
、
論
理
的
に
は
次
の
こ
と
が
含
ま 

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
相
対
立
す
る
階
級
が
存
在
し
、
刑
法
が
ま
だ
必
要
で
あ
る
あ
い
だ
は
、

「
同
量
」

の
原
則
あ
る
い
は
よ
く 

知
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
使
え
ば
、

目
に
は
目
の
原
則
に
よ
っ
て
、
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
刑 

法
は
罪
を
犯
し
た
個
々
の
人
間
に
判
決
を
下
そ
う
と
し
て
も
、
法
の
先
見
性
を
失
い
、

そ
の
結
果
、
予
防
的
効
果
を
も
失
っ
て
し
ま 

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」(

傍
占
八
ヴ
ォ
ル
ペ)

。
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こ
の
考
察
の
結
び
に
い
た
っ
た
の
で
、

こ
こ
で
市
民
的
お
よ
び
平
等
的
と
い
う
二
つ
の
近
代
の
自
由
の
表
現
の
弁
証
法
を
考
え
て 

み
よ
う
。

こ
の
弁
証
法
は
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
法
体
制
が
、

ま
だ
体
系
的
に
平
等
主
義
的
自
由
を
完
全
に
実
現
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
 

最
も
進
ん
だ
歴
史
的
実
例
を
提
示
す
る
弁
証
法
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、

こ
の
法
体
系
は
、
す
べ
て
の
人
格
の
普
遍
的
な
社
会
的
平 

等
に
向
か
っ
て
進
ん
で
お
り
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
市
民
的
自
由
の
も
つ
歴
史
的
意
義
を
条
件
づ
け
て
お
り
、

そ
の 

結
果
、
そ
れ
の
も
つ
意
義
は
、
市
民
的
自
由
の
本
質
的
な
総
合
へ
と
還
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。!

1

つ
ま
り
生
産
手
段
の
私
有
の
自 

由
と
い
う
特
権
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
的
自
由
は
、
人
間
性
の
本
質
に
還
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
平
等 

主
義
的
自
由
が
、
完
全
に
実
現
さ
れ
た
と
き
に
は
、

た
ん
な
る
市
民
的
自
由
を
超
え
、
そ

し

て

そ

れ

に

よ

っ

て

国

家

一

般(

社
会
主 

義
国
家
を
含
め
て)

を
そ
の
階
級
と
と
も
に
超
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
事
実
こ
れ
は
、
無
階
級
で
政
治
を
越
え 

た
、
そ
し
て
そ
の
事
業
の
た
め
の
十
分
な
経
済
的
基
盤
を
も
つ
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が 

元
来
は
ル
ソ
ー
の
人
道
主
義
的
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
階
級
相
互
の
あ
い
だ
の
道
徳
主
義
の
土
台
の
上
に
考
え
ら
れ
た
あ
の
自
由
の
、
 

逆
説
的
な
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
て
た
だ
、
歴
史
的
な
運
命
な
の
で
あ
る!
 
6
 

他
方
こ
れ
ら
の
二
つ
の
自
由
の
形
態
は
、
定
式
を
実
際
に
用
い
る
場
合
を
考
え
る
と
、

ま
っ
た
く
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る 

か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
、

た
だ
社
会
主
義
国
家
の
法
体
系
の
な
か
で
だ
け
は
両
立
し
う
る
の
で
あ
り
、

と
り
わ
け
市
民
的
自
由 

の
も
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
本
質
を
、
労
働
者
の
民
主
集
中
制
と
い
う
平
等
主
義
的
自
由
の
拡
大
へ
と
革
新
し
、
あ
る
い
は 

そ
こ
へ
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
正
し
く
両
立
し
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
と
近
代
民
主
主
義
の 

歴
史
全
体
に
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
の
二
律
背
反
は
解
決
さ
れ
た
。

社

会

主

義
(

ソ
ヴ
ィ
エ
ト)

の
法
体
系
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ゆ 

え
、
平

等

主

義

の
も
つ
機
能
と
し
て
の
自
由(

ル
ソ
ー)

と
、
自

由

の

も

つ

機

能

と

し

て

の

平

等

主

義(

カ
ン
ト
の
小
さ
な
自
由) 

と
は
共
存
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
、

そ
の
政
府
と
協
力
し
て
、
市
民
的
諸
自
由
に
十
分
な
平
等 

主
義
的
解
釈
を
与
え
る
と
と
も
に
そ
の
有
効
性
を
保
証
し
、
人
類
の
解
放
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
市
民
的 

目
由
、
少
父
く
と
も
そ
の
名
に
値
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
市
民
的
自
由
そ
の
も
の
の
真
の
解
釈
に
支
え
ら
れ
た
一
つ
の
量
に
た
と
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え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
解
釈
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
的
自
由
、
あ
る
い
は
市
民
的
権
利
に
価
値
の
序
列
を
与
え
て
、

こ
れ
ら
の
自 

由
や
権
利
が
特
権
に
堕
落
す
る
こ
と
を
防
ぐ
平
等
主
義
的
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

大
き
な
自
由
は
小
さ
な
自
由
を
保
証 

る
。

投

票

す

る

と

い

う

市

民

の

権

利(

そ
れ
は
典
型
的
な
市
民
的
自
由
、

ま
た
は
立
憲
的
自
由
で
あ
る
が)

の
目
的
が
、
平
等
主
義
的 

な
目
標
を
是
認
す
る
こ
と
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

つ
ま
り
、

そ

れ

が

「
第
三
身
分
」

の
あ
ら
ゆ
る
成
員
の
個
人
的
な
利
己
心
を
認 

め
る
社
会
的
承
認
の
結
果
で
あ
る
限
り
は(

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
の
よ
り
上
位
の
階
級
の
生
活
へ
の
入
口
、

お
よ
び
昇
進
の
手 

段
で
あ
る
限
り
は)

、

そ
れ
は
、

市
民
的
進
歩
に
お
い
て
、

い
っ
た
い
い
か
な
る
価
値
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

他
方
で
は 

「
能
動
」
市

民

と

「
受
動
」
市
民
——

あ
る
い
は
、

カ
ン
ト
の

言

葉

に

よ

れ

ば

「
市
民
」
と

「
随
伴
者
」
——

と
の
あ
い
だ
の
元
来 

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
違
い
は
、
そ
の
反
平
等
主
義
的
性
格
に
よ
っ
て
、
投

票

す

る

と

い

う

あ

の

「
権
利
」

を
、
特
権
の
状
態
に
堕
落
さ 

せ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

普
通
選
挙
制
と
よ
ば
れ
る
代
表
的
な
平
等
主
義
的
制
度
は
、

現
代
の
あ
り
と
，あ 

ら
ゆ
る
選
挙
用
語
を
使
っ
て
、

お
そ
か
れ
は
や
か
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
铮

。 

同
様
に
、
生
産
手
段
の
私
有
の
権
利
は
、
第

四

階

級

の

成

員(

賃
金
労
働
を
す
る
民
衆)

の
人
間
的
な
利
害
に
つ
い
て
の
十
分
な 

社
会
的
認
識
を
抑
圧
し
、

そ
し
て
そ
れ
般
え
に
ま
た
、
個
人
の
人
格
の
発
展
を
抑
圧
し
た
た
め
、
特
権
へ
と
変
質
し
た
。

か
く
て
、 

こ
の
権
利
の
た
め
の
不
十
分
な
平
等
主
義
の
解
釈
は
、

こ
ん
に
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
権
を
特
権
に
堕
落
さ
せ
て
い
る
が
、

こ
の 

よ
う
な
特
権
に
対
し
て
、
平
等
主
義
的
自
由
の
た
め
革
命
的
行
動
は
つ
ね
に
反
抗
す
る
。

こ
ん
に
ち
で
は
、

こ
の
行
動
は
、
社
会
主 

義
的
民
主
主
義
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
反
抗
し
て
い
る
。
昨
日
ま
で
は
そ
れ
は
、
資
産
を
も
っ
た
貴
族
お
よ
び
教
会
等
に
対
す
る
議 

会
制
民
主
主
義
と
し
て
反
抗
し
た
。
平
等
主
義
の
解
釈
と
そ
れ
に
対
応
す
る
市
民
的
自
由
と
を
同
等
に
考
え
る
歴
史
的
過
程
は
、

っ 

い
に
真
の
社
会
主
義
国
家
に
固
有
の
法
体
系
に
到
達
す
る
。

こ

の

体

系

の

な

か

で

は(

た
と
え
ば
、
経
済
の
面
で
は
、

企
業
の
自
由 

と
相
対
的
な
生
産
手
段
の
私
有
の
自
由
を
認
め
る
よ
う
な)

偽
り
の
平
等
主
義
の
解
釈
と
結
び
つ
い
た
市
民
的
自
由
は
根
絶
さ
れ
、
 

真
の
平
等
主
義
的
解
釈
と
結
び
つ
い
た
自
由(

そ
の
な
か
に
は
、

こ
ん
に
ち
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
身
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保
護
以
外
に
も
個
人
的
な
用
途
の
た
め
の
所
有
物
が
あ
る)

は
保
存
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
治
的
民
主
主
義
と
社
会
的
民 

主
主
義
、
市
民
的
自
由
と
平
等
主
義
的
自
由
の
対
立
は
解
消
す
る
。

こ

の

対

立

は

〈
社
会
主
義)

国
家
の
廃
止
と
そ
れ
に
と
も
な
う 

階
級
の
消
滅
を
前
提
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
平
等
主
義
的
自
由
の
勝
利
を
予
想
す
る
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
存
在
す
る
余
地
が 

な
い
。

こ

の

よ

う

な

状

況

は

「
自
由
で
平
等
な
成
員
の
社
会
」
、
す
な
わ
ち
、
「
各
人
か
ら
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
に
は
そ
の
必 

要

に

応

じ

ざ

をW

ソ
ト
ー
と
す
る
社
会
の
定
義
と
一
致
す
る
。

こ
の
共
産
主
義
の
古
典
的
性
格
は
、

こ

ん

に

ち

「
人
民
国
家
」
す 

な
わ
ち
こ
ん
に
ち
の
ソ
連
邦
の
う
ち
に
、
社
会
主
義
的
法
体
系
と
と
も
に
存
続
し
て
お
り
、

労
働
組
合
の
立
法
と
行
政
へ
の
直
接
的 

な
参
加
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
組
合
の
組
織
が
市
民
の
自
由
、
あ
る
い
は
市
民
的
自
由
の
領
域
に
属
す
る
以 

前
に
、
公
的
な
権
力
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

先
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
含
蓄
的
に
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
あ
の
古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た 

問
題
に
答
え
て
お
い
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、

い
ま
、

は
っ
き
り
と
い
お
う
で
は
な
い
か
。
政
治
革
命
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、
 

た
と
え
社
会
と
し
て
の
社
会
全
体
、
す
な
わ
ち
統
治
す
る
も
の
と
統
治
さ
れ
る
も
の
の
相
互
関
係
の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
る
社
会
—— 

—
逆
説
的
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
現
在
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
の
社
会
主
義
法
体
系
の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
た!

!

の
基
礎
を
築
い
た
と 

は
い
え
、
結
局
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
解
放
し
た
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
で
は
な
い
し
、

ま
っ
た
く
真
実
で
は
あ
り
え 

な
い
と
。

だ
か
ら
、
国
家
が
存
在
す
る
限
り
、

た
と
え
そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
で
あ
ろ
う
と
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
訓
誡
は
、
 

依
然
と
し
て
真
理
で
あ
る!
!

そ
れ
は
彼
の
時
代
の
絶
対
専
制
に
反
発
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
権
力
、

労 

動
者
の
権
力
に
つ
い
て
さ
え
も
適
用
さ
れ
う
る
の
だ
——

「
人
間
の
本
性
を
罵
っ
た
り
、

お
と
し
め
た
り
し
な
い
こ
と
は
何
よ
り
も 

重
要
で
あ％

」

だ
か
ら
人
間
の
人
間
的
な
解
放
は!
!

共
産
主
義
社
会
の
到
来
以
前
に
は
、

可
能
な
限
り!
!

政
治
的
自
由
と
社 

会
的
自
由
の
双
方
を
要
求
し
、
意
味
す
る
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
前
者
が
後
者
と
調
和
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
意
味
し
て
い
る
の 

で
あ
る
。 

〔免
取
慎
一
郎
訳
〕
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4 3 2 1 7

邦

訳

「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」(

大

月

書

店

版

全

集

、

第

一

巻)

三

二

〇
•

一
・
ヘ
ー
ジ 

邦

訳

「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、

序

説

」(

大

月

書

店

版

全

集

、

第

一

巻)

四
二
四
—

五
ベ
ー
ジ 

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」(

ー
ハ
八
四
年)

を
み
よ
。

そ
れ
は
、
普

通

の

労

働

に

よ

っ

て

生

産

さ

れ

る

商

品

の

分

配

に

お

け

る

「
平

等

」
な

尺

度

と

い

う

面

に

お

い

て

は

、

マ
ル
ク
ス
が
最
後
の

重

要

な

理

論

的

著

作

で

あ

る

『
ゴ

ー

タ

綱

領

批

判

』

に
お
い

て

述

べ

た

よ

う

に

、
ブ

ル

ジ

ョ

ア

経

済

の

剰

余

の

権

利

で

あ

る

。

(
5
)
 

『
国

家

と

革

命

』

江
、5

を
み
よ
。

そ
こ
で
は
——

「
寄

生

的

国

家

の

廃

絶

」

と

い

う

い

ま

も

重

要

な

意

義

を

も

つ

命

題

と

関

連

し

て 

上

に

引

用

し

た

マ

ル

ク

ス

の

テ

キ

ス

ト

が

見

出

さ

れ

る

。

(
6
)

同
右
、V

、4

(
7
)
 

F
o
z
s
.
c
e

 

e

 c

陞
ユ
ミ9
 T

u
r
i
n
"
1955.

(
8
)
 

こ

の

よ

う

な

「
合

理

化

」

を
、

平

等

主

義

的

自

由

の

優

勢

に

よ

り

廃

止

す

る

こ

と

が

、

レI

ニ
ン
の
言
明
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
意
味
で
の 

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

独

裁

で

あ

る

。

だ
か
ら

こ

の

こ

と

は

——

歴

史

的

出

来

事

を

「
絶

対

化

」

し
よ
う

と

望

ま

な

い

限

り

——

人
民
の
同
意
に
よ
る
プ
ロ 

レ
タ
リ
ア
の
平
和
的
な
政
権
掌

握

の

可

能

性

を

除

外

す

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

そ

れ

は

、

主

要

な

目

的

を

生

産

手

段

の

社

会

化

に

お

く

社

会 

主

義

革
命
を
、

必

然

的

に

特

徴

づ

け

る

わ

け

で

は

な

い

。

へ9
 )
 

B
o
b
b
l
o
p
.

 
9

(
)
 

エ
ン
ゲ
ル
ス
、

レ

ー

ニ

ン

が

『
国

家

と

革

命

』

で

引

用

し
て
い
る
。

15 14 13 12 11

£

 g
o
c
c
e
e
m
e
m
e
n
t

 d
e

 

一”
 u

'-s
s
 

(
p
a
r
i

巴 

Presses

 U
n
i
v
e
r
s
i
t

 
巴 r

e
s
"
1
9
6
1
)

M
ouskhy  and  Jedryka,  0

c
i
p

・176

c

17
I
b
i
d

♦
な
.2

3
4

c
r
 Napolitano'  11  m

toeo  coce

 penale  soeieco  (M
ilan

、
1963)

La  Teoa,  del  diritto  nelldniane  s
o
c
m
 (Tur:  Einaudi、

1952)
26

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
ハ
世
紀
の
絶
対
主

義

フ

ラ

ン

ス

と

議

会

主

義

イ

ギ

リ

ス

と

の

対

決

か

ら

生

じ

た

い

く

つ

か

の

、

と
り
わ
け
関
係

の
深
い
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、

そ

れ

は

い

か

に

も

ル

ソ

ー

ら

し

い

も

の

で

あ

る

。⑴

『
新

エ

ロ

イI

ズ
』n

、19
で
、

サ

ン
•

プ
ル
ー
は
ジ
ュ
リ
ー
に 

こ
う
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
イ

ギ

リ

ス

で

は

ま

っ

た

く

違

っ

て

い

ま

す

。.
.

ひ

と

び

と

は

政

治

に

参

加

し

て

い

る

の

で

、

人
間
の
公
的

な

地

位

は 

も

う

け

の

最

大

の

手

段

で

す

。
」
⑵

「
そ
の

理

由

か

ら

、
彼

〔
サ

ン

・

プ

ルI

〕

は
、

自

己

の

才

能

を

生

か

す

に

は

、

フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス 

を

選

ぶ

。
」(
J

・J

・

ル

ソ

ー

『
全

集

』
、

パ
リ
、

ー
九
六
一
年
、
第

二

巻

、

二
六
三
・
ヘ
ー
ジ
、

七

八

三

ペ

ー
ジ)

。 

こ

こ

で

は
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。⑶

イ

ギ

リ

ス

型

の

ブ

ル

ジ

ョ

ア

政

治

に

対

す

る

ル

ソ

ー

の

関

心

は(

中

流

の

成

上

り

者

の

〕
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社会主義の法哲学

個

人

的

な

長

所

が

、

社

会

的

に

承

認

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

に

か

か

っ

て

い

る 

「
ジ

ュ

リ

ー
(

身

分

の

高

い

ジ

ュ

リ

ー

、

貴

婦

人)

が
成
上
り
者
の 

妻
と
な
ろ

う

と

決

心

す

る

だ

ろ

う

か

。

イ

ギ

リ

ス

で

は.
.

フ

ラ

ン

ス

ほ

ど

慣

習

が

力

を

も

っ

て

い

な

い

と

は

い

え

、

も

の

ご
と
を
お
こ
な
う
の
に 

も
っ
と

名

誉

あ

る

仕

方

が

あ

る

。

人

民

が

政

治

に

参

加

し

て

い

る

の

で

、

人

間

の

公

的

な

地

位

は

最

大

の

も

う

け

の

手

段

で

あ

る

。
」⑹

成
上
り
者 

を

生

み

だ

す

中

流

階

級

が

主

張

す

る

平

等

主

義

の

な

か

で

だ

け

、
政

治

的

民

主

主

義

と

社

会

的

民

主

主

義

は

、

前

者

が

後

者

に

よ

っ

て

条

件

づ

け

ら 

れ
、

合

致

点

を

見

出

す

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

点

で

、

ル

ソI
は

フ

ラ

ン

ス

革

命

に

対

す

る

輝

し

い

責

任

を

わ

け

も

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

し
か
し 

こ
の
こ
と
が
、

ル

ソ

ー

の!

彼

の

社

会

的

—
民

主

聲

神

が

果

た

し

た
!

!

歴

史

的

影

響

力

の

す

べ

て

で

は

な

い

。

ル
ソ
ー
は
、

ブ
ル

ジ

淳

ア

的 

平

等

が

限

界

を

も

っ

て

い

る

こ

と

を

批

判

し

た

。

こ
の
限
界
は
、

利

益
(

と
労
働)

の

普

遍

的

な

平

等

主

義(

こ
れ
が
社
会
的
民
主
主
義
の
本
質
で 

あ

る)

に

よ

っ

て

克

服

さ

れ

た(

「
私

は

も

っ

と

も

低

い

階

層

の

ひ

と

び

と

の

利

益

を

尊

ぶ

」
〔
一
七
四
〇
年
、
『
ボ

ル

ド

へ

の

手

紙

』
〕)

。
そ
し
て
こ 

れ

ら

の

こ
と
か
ら
、

一
般
に
貧
し
い
者
が
、

金

持

に

従

属

し

て

い

る

こ

と

に

対

し

て

、

ル
ソ

ー

が

抱

い

て

い

た

批

判

が

証

明

さ

れ

る

。

そ

の

枇

判

は

、
 

マ

ル

ク

ス

に

よ

っ

て

『
資

本

論

』(
I
 • 3

・C

・
)
 

で

ル

ソI
自

身

が

目

的

と

し

た

よ

う

に

用

い

ら

れ

て

い

る

。⑹

こ

の

よ

う
に
し
て
、

二
つ 

の
政
治
的
な
方
法!

I

ブ

ル

ジ

ョ

ア

民

主

主

義

的

お

よ

び

社

会

的

民

主

主

義

的!

I

の
相
互
の
違
い

が

理

解

さ

れ

よ

う

。

前

者

は

、

民
衆

を

国

家

的 

に

統

治

す

る

機
能
と
し
て
の
議
会
主
義
、

立

憲

主

義

で

あ

り

、
後

者

は

、

根

本

的

に

民

衆

に

よ

る

統

治

の

機

能

と

し

て

作

用

す

る

民

主

主

義

で

あ

る

。 

こ
の
二
つ
の
方
法
は
す

で

に

み

た

よ

う

に

、

た

だ

ソ

連

の

社

会

主

義

法

体

制

に

よ

っ

て

示

さ

れ

る

独

特

の

社

会

と

政

治

の

統

合

の

な

か

で

だ

け

両

立 

す
る
が
、

そ

の

統

合

は
(

マ

ル

ク

ス

『
ゴ

ー

タ

綱

領

批

判

』

ハ
七
五
年)

お

よ

び

レ

ー

ニ

ン

『
国

家

と

革

命

』

九

一

七

年)

に
記
さ
れ
て
い 

る
よ
う
に)

平

等

主

義

的

自

由

の

最

終

的

勝

利

を

み

る

あ

の

共

産

主

義

社

会

へ

の

序

曲

に

す

ぎ

な

い

の

で

あ

る

。

「
各

人

か

ら

そ

の

能

力

に

応

じ

て

、
 

各

人

へ

そ

の

必

要

に

応

じ

て

」
と

い

う

マ

ル

ク

ス

主

義

の

定

式

に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

共

産

主

義

は

、

す

べ

て

の

人

間

の

美

点

、

オ

熊

能

力
 

が

社

会

的

な

認

知

の

基

準

と

な

る

べ

き

だ

と

い

う

ル

ソ

ー

の

思

想

に

、

勝

利

の

帰

還

を

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

ま
た
、
『
人

間

不

平

等

起

源

論

』 

の
、

と

り

わ

け

次

の

よ

う

な

基

本

的•

結

論

的

な

一

節

の

弁

証

法

的

分

析

に

つ

い

て

は

、

私

の

『
ル
ソ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』(

ロ
ー
マ
、

ー
九
六
二
年
〕 

四
三
—

五

八
ペ
ー
ジ
、

お
よ
び
七
五
—

ハ
ハ
・
ヘ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

「
市
民
の
順
位
は
・
…:

国

家

に

対

し

て

彼

ら

に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

真

の

奉

仕 

に

も

と

づ

い

て

〔
す
な

わ

ち

、

彼

ら

の

才

能

や

能

力

に

比

例

し

て

〕

…
…

段

階

づ

け

ら

れ

る

べ

き

で

あ

る

。
」 

(

)

た
と
え
ば
、

す

べ

て

の

個

と

し

て

の

人

間

の

発

展

の

可

能

性

を

認

め

る

も

の

と

し

て

、

社

会

的

自

由

を

定

式

化

す

る

か

、

あ

る

い

は

国

家 

に

よ

る

個

人

へ

の

不

干

渉

を

保

証

す

る

も

の

と

し

て

自

由

を

定

式

化

す

る

と

い

う

こ

と

。

ー
九
五
三
年
三
月
二
十
一
日
の
イ
タ
リ
ア
選
挙
法
参
照
。

マ

ル

ク

ス

『
ゴ

ー

タ

綱

領

批

判

』

『
法

の

精

神

』

刈

、1
。
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三

重

革

命

帯ffi'次
の
書
簡
は
、

ー
九
六
四
年
三
月
二
十
二
日
、

三
重
革
命
に
関
す
る
特
別
委
員
会
よ
り
、

リ

ン

ド

ン

・
 B 
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統 

領
に
あ
て
て
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
も
な
く
こ
れ
に
対
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
返
答
が
、

大
統
領
特
別
法
律
顧
問
補
佐
官 

(A
ss

is
ta

nt

 

S
p
e
c
i
a
l

 
C
o
u
n
s
e
l

 

t
o

 

t
h
e

 R
e
s
i
d
e
n
t
)

リ
ー 

・
ホ
ワ
イ
ト
氏
か
ら
届
け
ら
れ
た
。

大
統
領
あ
て
の
こ
の
書
簡
エ
、 

三

重

革

命

と

題

さ

れ

た

「
報
告
書
」

と
と
も
に
、

上
院
と
下
院
の
、

与

野

党

の

幹

部

お

よ

び

労

働

長

官(
s
e
c
r
e
t
a
r
y

 

0
f

 

L
a
b
o
r
)

 

に
も
送
ら
れ
た
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

‘ 

ー
九
六
四
年
三
月
二
十
二
日 

親
愛
な
る
大
統
領

わ
れ
わ
れ
は
貴
下
の
ご
考
慮
を
わ
ず
ら
わ
し
た
く
、

一
通
の
覚
書
、

「
三
重
革
命
」
を
こ
こ
に
同
封
い
た
し
ま
す
。

こ
の
覚
書 

は
、

わ
が
国
民
の
将
来
を
予
知
し
よ
う
と
い
う
気
持
か
ら
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
覚
書
に
署
名
し
た
者
は
み
な
、 

ア
メ
リ
カ
国
民
も
そ
の
指
導
者
た
ち
も
み
ず
か
ら
の
周
囲
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
諸
変
化
の
大
き
さ
や
そ
れ
が
加
速
さ
れ
て
い
る
こ 

と
に
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
、

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

経
済
上
、
軍
事
上
、
社
会
上
の
こ
れ
ら
の
変
化
は
、

す

べ

て

「
三
重 

革
命
」

に
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
すQ
そ
し
て
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
非
常
に
近
い
将
来
、

わ
れ
わ
れ
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と 

に
か
か
わ
ら
ず
、

公
の
諸
方
策
が
、

現
在
提
示
さ
れ
あ
る
い
は
予
期
さ
れ
て
い
る
い
か
な
る
段
階
を
も
越
え
て
急
激
に
進
む
こ
と
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三重革命

を
強
く
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
わ
れ
わ
れ
は
確
信
し
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
最

近

発

表

さ

れ

た

貧

困

に

対

す

る

闘

い(
w
a
r

 

o
n

 

p
o
v
e
r
t
y
)

を
推
進
す
る
精
神
と
、
経
済
上
の
混
乱
や
オ 

—
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
新
し
い
委
員
会
を
、
高
く
評
価
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。

僭
越
な
が
ら
、

こ
の
覚
書 

は
、
な
ぜ
そ
う
し
た
戦
術
で
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
と
い
う
理
由
を
、
歴
史
的
見
地
か
ら
、

ま
た
技
術
的
見 

地
か
ら
述
べ
る
こ
と
よ
り
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
新
し
い
環
境
は
、

ま
っ
た
く
新
し
い
戦 

略
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

も

し

「
三
重
革
命
」

の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
諸
政
策
が
採
ら
れ
な
い
場
合
、

わ
が
国
民
は
、
未
曾
有
の
経
済
的
、
社
会 

的
混
乱
の
渦
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
信
し
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
の
士
尸
明
は
、

わ
れ
わ
れ
の
経
済
機
構 

の
な
か
で
激
烈
な
諸
変
化
が
な
ぜ
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
ら
諸
変
化
と
黒
人
の
完
全
な
権
利
を
要
求
す
る
運
動
の
増 

大
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

さ
ら
に
現
在
要
求
さ
れ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
最
小
限
度
の
公
的
な
ら
び
に
私
的
な
諸
方 

策
を
示
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ド

ナ

ル

ド

・G 
・
ア
ガ
ー
、

ド

ナ

ル

ド

・B 
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
博
士 

ジ
ェ
—

ム
ス
・
ボ
ッ
グ
ス
、

w
・H 
•

フ
ェ
リ
— 

ト
ッ
ド
・
ギ
ト
リ
ン
、 

ロ
ジ
ャ
—
•

へ
イ
ガ
ン 

ミ
カ
エ
ル
・
ハ
リ
ン
ト
ン
、 

ト

ム•

ヘ
イ
デ
ン 

ラ

ル

フ

・

ヘ

ル

シ

ュ

タ

イ

ン

、

プ

ラ

ン

シ

ス

・w 
・
ヘ
リ
ン
グ
博
士 

ヒ
ュ
ー
"B
"

ヘ
ス
タ
ー
、

ジ

ェ

ラ

ル

ド

・w 
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン 

ア
ー
ビ

ン

グ"
F
・ 
ロ
ー
ク
ス
、

グ
ン
ナ
ー 

・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル 

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ピ
ー
ル
、 

ミ

カ

エ

ル

・D 
•

リ
ー
ガ
ン
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パ

ン

・B 
・
セ
リ
グ
マ
ン
、 

ロ
バ
ー
ト
・
テ
ィ
ー
ボ
ル
ト 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワI
ジ
丨
、
 

ア
リ
ス
・
メ
ア
リ
ー 
•

ヒ
ル
ト
ン 

デ

ビ

ッ

ド

・ T 
・
ベ
イ
ズ
ロ
ン
、 

マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・
ガ
イ
ス
マ
ー
ル 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
グ
リ
ー

ン
、 

H 
・
ス
テ
ユ
ア
ー
ト•

ヒ
ュ
ー
ズ 

ラ
イ
ナ
ス
・
ポ
ー
リ
ン
グ
、 

ジ

ン

・

ウ

ィ

リ

ア

ム
•

ウ
ォ
—
ド

ホ

ワ

イ

ト

・

ハ

ウ

ス(

ワ
シ
ン
ト
ン)

ー
九
六
四
年
四
月
六
日 

親
愛
な
る
フ
ェ
リ
ー
殿

大
統
領
は
、
貴
下
の
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
覚
書
「
三
重
革
命
」
を
同
封
し
た
三
月
十
九
日
付
の
書
簡
に
対
し
、
感
謝 

の
意
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。 

〇

こ
の
数
カ
月
間
、
大
統
領
は
貴
下
の
覚
書
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題!
!

貧
困
、
失
業
、
技
術
変
化
等
——

に
対
し
、
 

多
く
の
方
策
を
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。

大
統
領
は
、
貧
困
に
対
し
て
容
赦
な
き
闘
い
を
挑
む
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
の
機
関
に
委
ね
ら
れ
、 

そ
し
て
貴
下
も
ご
承
知
の
通
り
、

こ
の
闘
い
を
続
行
す
る
た
め
に
必
要
な
武
器
を
要
求
す
る
大
規
模
の
新
し
い
法
案
を
議
会
に
提 

出
さ
れ
ま
し
た
。

大
統
領
は
ま
た
、

十
二
月
二
十
一
日
、
国
防
お
よ
び
軍
備
縮
小
が
経
済
に
及
ぼ
す
衝
撃
に
関
す
る
委
員
会(

t
h
e

 

C
o
m
m
i
H
e
e

 o
n

 E
c
o
n
o
m
i
c

 I
m
p
a
a
o
i

 

D
e
f
e
n
s
e

 a
n
d

 D
i
s
a
r
m
a
m
e
n
t
)

を
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
・
、
国
防
費 

の
変
化
に
よ
っ
て
経
済
が
受
け
る
衝
撃
を
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
行
政
府
部
内
の
諸
活
動
に
関
し
、 

中
央
の
総
括
お
よ
び
整
合
を
お
こ
な
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

大
統
領
は
、
技
術
変
化
が
経
済
に
及
ぼ
す
衝
撃
を
研
究
し
、

そ
し
て
、
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三重革命

擀
—
磊
の
利
点
を
充
分
に
確
保
し
、
技
術
の
も
た
ら
す
ど
ん
な
害
悪
を
も
最
小
限
に
く
い
と
め
る
た
め
の
政
策
を
進
め
る
た
め
に
、 

大
統
領
直
属
の
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
議
会
に
要
請
さ
れ
ま
し
た
。

技
術
の
急
速
な
進
歩
と
、
経
済
活
動
の
方
向
と
位
置
に
関
す
る
急
激
な
変
化
と
は
、

わ
が
国
民
に
対
し
て
種
々
の
問
題
を
提
起 

し
、
闘
い
を
挑
ん
で
い
ま
す
。
貴
下
の
委
員
会
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
ま
っ
た
く
新
鮮
な
見
方
を
進
ん
で
と
る
こ
と
を
、

は 

っ
き
り
と
表
明
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
与
す
る
行
政
府
内
の
ひ
と
び
と
は
す
べ
て
、
貴
下
の
委
員
会
の
お
こ 

な
っ
た
分
析
と
提
案
と
に
し
か
る
べ
き
深
い
考
慮
を
払
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

リ
ー

•

ホ
ワ
イ
ト

大
統
領
特
別
法
律
顧
問
補
佐
官 

W • H 
・
フ
ェ
リ
—
殿

「
三
重
革
命
」
に
関
す
る
特
別
委
員
会

三
重
革
命

こ
の
声
明
は
、

い
ま
や
人
類
は
現
存
の
価
値
や
制
度
に
つ
い
て
根
本
的
な
再
検
討
を
必
要
と
す
る
歴
史
的
局
面
に
立
っ
て
い
る
と 

い
う
認
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
、
別
個
の
、

し
か
も
相
互
に
強
め
合
う
三
つ
の
革
命
が
進
行
し
っ 

っ
あ
る
。
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三重革命

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
・
生
産
の
新
し
い
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
。

こ
の
新
し
い
時
代
の
組
織
原
理
は
、

工
業
時
代
の
組
織
原
理 

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

工
業
時
代
の
組
織
原
理
が
農
業
時
代
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

サ
イ 

パ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
は
、
計
算
機
と
自
動
操
作
の
自
動
制
御
機
械
と
の
結
合
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
人
間
の
労
働
を
し
だ
い
に
ル 

要
と
し
な
く
な
る
ほ
と
ん
ど
無
限
の
生
産
能
力
を
も
っ
た
一
つ
の
体
系
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
よ
す
で
こ
、 

経

済

的•

社
会
的
体
制
を
そ
れ
自
身
の
要
求
に
適
合
す
る
よ
う
再
組
織
し
つ
つ
あ
る
。

兵
器
革
命
・
種
々
の
新
し
い
型
の
兵
器
が
開
発
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
兵
器
は
、
戦
い
に
勝
利
を
も
た
ら
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る 

が
、
文
明
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
強
力
な
兵
器
は
、
国
際
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
筑 

争
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
よ
う
や
く
に
し
て
認
識
し
つ
つ
あ
る
。

戦
争
は
究
極
的
に
は
無
益
で
あ
る
と 

い
う
知
識
が
、

つ
ね
に
存
在
す
る
全
面
的
破
壊
の
脅
威
を
和
ら
げ
て
は
い
る
。

「
戦
争
の
な
い
世
界
」

の
必
要
は
、

た
と
え
そ
れ
を 

達
成
す
る
過
程
が
、
長
い
、
報
い
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

人
権
革
命
・
全
人
類
が
、
人
間
の
完
全
な
権
利
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
い
ま
や
明
白
で
あ
る
。

こ
の
要
求
は
、

ア
メ
リ
カ

に

ぶ

、 

て
は
、
市
民
権
獲
得
の
運
動
と
し
て
表
明
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
価
値
あ
る
も
の
と
し 

て
尊
重
さ
れ
、
何
び
と
も
そ
の
人
種
の
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

そ
う
し
た
社
会
的
・
政
治
的
制
度
の
確
立
を
め
ざ
す
世 

界
的
範
囲
の
運
動
の
、

一
地
域
で
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
声
明
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
革
命
的
現
象
の
う
ち
、

と
く
に
第
一
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
。

こ
れ
よ
わ
れ 

わ
れ
が
他
の
二
つ
の
革
命
の
重
要
性
を
低
く
評
価
す
る
か
ら
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
府
の
態
度
と
政
策
に
お
け
る
根
本
的 

な
改
変
が
と
く
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
革
命
が
同
時
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
作
用
し
あ
い
な
が
ら
発 

展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、

と
わ
れ
わ
れ
は
断
言
す
る
。

至
高
の
課
題
で
あ
る
平
和
を
正
し
く
論
じ
、

か
つ
解
決
で
き 

る
雰
囲
気
を
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
つ
く
り
だ
す
た
め
に
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
正
し
く
対
処
し
、
人
権
を
す
べ
て
の
ア
メ
リ

力
人
に
与
え
る
た
め
の
政
策
を
と
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

黒
人
た
ち
は
、

ア
メ
リ
カ
の
経
済
的•

社
会
的
生
活
に
彼
ら
が
完
全
に
参
加
す
る
権
利
を
、

た
だ
た
ん
に
正
義
の
問
題
と
し
て
要 

求
す
る
。
彼
ら
は
、

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
は
、
適
当
な
雇
用
の
機
会
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

す

な

わ

も

「
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
大
行
進
」

は
、
自
由
シ
職
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
職
に
対
す
る
黒
人
た
ち
の
要
求
は
、

い
ま 

も
な
お
満
た
さ
れ
て
は
い
な
い
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
経
済
か
ら
締
め
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
多
く
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
で
、
 

最
も
深
い
痛
手
を
受
け
て
い
る
の
は
黒
人
で
あ
る
。

黒
人
の
失
業
率
が
低
下
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
望
み
え
な
い
。

黒
人
た
ち
に
職 

を
約
束
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
結
局
何
十
万
と
い
う
黒
人
を
残
酷
に
擞
く
危
険
な
虚
言
に
終
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
こ 

と
は
、
年
齢
の
た
め
や
、

不
適
切
な
教
育
の
た
め
に
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
被
害
を
こ
う
む
り
や
す
い
白
人
に
つ
い
て
も
同
様
で 

あ
る̂市

民
権
を
要
求
す
る
運
動
は
、
現
在
の
社
会
制
度
に
よ
っ
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
え
な
い
。

黒
人
た
ち
は
つ
と
め
て
地
域
社
会 

の
一
員
と
な
ろ
う
と
し
て
、

「
労

働

”
所
得
」

と
い
う
伝
統
の
な
か
に
加
わ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
伝
統
は
、
 

こ
’
ま
で
特
権
を
与
え
ら
れ
て
き
た
白
人
労
働
者
に
対
し
て
さ
え
、

消
え
つ
つ
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
能
率
が
高
く
、

し
だ
い
に 

面
格
の
低
下
し
て
ゆ
く
機
械
の
た
め
に
、
職
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
現
在
、

ー
九
四
六
年
の
雇
用
法(Employment

 A
c
t
)

に
示
さ
れ
た
原
理
に
も
と
づ
い
て
動
い
て
い
る
。
す
な
わ 

ち
、
す
べ
て
の
国
民
は
、
希
望
す
れ
ば
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

そ
し
て
そ
の
職
は
、
生
活
を
維
持
し
家
族
を
養
う
に
充
分
な
資
財 

を
提
供
す
る
、

と
い
う
原
理
で
あ
る
。

そ
れ
は
職
を
も
っ
こ
と
が
、
経
済
資
源
の
配
分
に
あ
ず
か
り
う
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
メ
カ 

二
ズ
ム
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
職
の
な
い
ひ
と
び
と
は
、

辛
う
じ
て
生
活
を
支
え
う
る
最
低
限
の
所
得
し
か
得
ら
れ
ず
、

「
最
小 

消
費
者
」
と
し
て
の
み
機
能
し
う
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
無
力
な
消
費
者
た
ち
に
必
要
な
、

そ
し 

て
も
し
彼
ら
が
可
能
な
ら
購
入
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
は
生
産
さ
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
は
ひ
い
て
は
他
の
労
働

225 224

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



三重革命

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
・
生
産
の
新
し
い
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
。

こ
の
新
し
い
時
代
の
組
織
原
理
は
、

工
業
時
代
の
組
織
原
理 

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

工
業
時
代
の
組
織
原
理
が
農
業
時
代
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

サ
イ 

パ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
は
、
計
算
機
と
自
動
操
作
の
自
動
制
御
機
械
と
の
結
合
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
人
間
の
労
働
を
し
だ
い
に
ル 

要
と
し
な
く
な
る
ほ
と
ん
ど
無
限
の
生
産
能
力
を
も
っ
た
一
つ
の
体
系
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
よ
す
で
こ
、 

経

済

的•

社
会
的
体
制
を
そ
れ
自
身
の
要
求
に
適
合
す
る
よ
う
再
組
織
し
つ
つ
あ
る
。

兵
器
革
命
・
種
々
の
新
し
い
型
の
兵
器
が
開
発
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
兵
器
は
、
戦
い
に
勝
利
を
も
た
ら
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る 

が
、
文
明
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
強
力
な
兵
器
は
、
国
際
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
筑 

争
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
よ
う
や
く
に
し
て
認
識
し
つ
つ
あ
る
。

戦
争
は
究
極
的
に
は
無
益
で
あ
る
と 

い
う
知
識
が
、

つ
ね
に
存
在
す
る
全
面
的
破
壊
の
脅
威
を
和
ら
げ
て
は
い
る
。

「
戦
争
の
な
い
世
界
」

の
必
要
は
、

た
と
え
そ
れ
を 

達
成
す
る
過
程
が
、
長
い
、
報
い
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

人
権
革
命
・
全
人
類
が
、
人
間
の
完
全
な
権
利
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
い
ま
や
明
白
で
あ
る
。

こ
の
要
求
は
、

ア
メ
リ
カ

に

ぶ

、 

て
は
、
市
民
権
獲
得
の
運
動
と
し
て
表
明
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
価
値
あ
る
も
の
と
し 

て
尊
重
さ
れ
、
何
び
と
も
そ
の
人
種
の
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

そ
う
し
た
社
会
的
・
政
治
的
制
度
の
確
立
を
め
ざ
す
世 

界
的
範
囲
の
運
動
の
、

一
地
域
で
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
声
明
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
革
命
的
現
象
の
う
ち
、

と
く
に
第
一
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
。

こ
れ
よ
わ
れ 

わ
れ
が
他
の
二
つ
の
革
命
の
重
要
性
を
低
く
評
価
す
る
か
ら
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
府
の
態
度
と
政
策
に
お
け
る
根
本
的 

な
改
変
が
と
く
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
革
命
が
同
時
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
作
用
し
あ
い
な
が
ら
発 

展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、

と
わ
れ
わ
れ
は
断
言
す
る
。

至
高
の
課
題
で
あ
る
平
和
を
正
し
く
論
じ
、

か
つ
解
決
で
き 

る
雰
囲
気
を
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
つ
く
り
だ
す
た
め
に
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
正
し
く
対
処
し
、
人
権
を
す
べ
て
の
ア
メ
リ

力
人
に
与
え
る
た
め
の
政
策
を
と
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

黒
人
た
ち
は
、

ア
メ
リ
カ
の
経
済
的•

社
会
的
生
活
に
彼
ら
が
完
全
に
参
加
す
る
権
利
を
、

た
だ
た
ん
に
正
義
の
問
題
と
し
て
要 

求
す
る
。
彼
ら
は
、

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
は
、
適
当
な
雇
用
の
機
会
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

す

な

わ

も

「
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
大
行
進
」

は
、
自
由
シ
職
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
職
に
対
す
る
黒
人
た
ち
の
要
求
は
、

い
ま 

も
な
お
満
た
さ
れ
て
は
い
な
い
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
経
済
か
ら
締
め
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
多
く
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
で
、
 

最
も
深
い
痛
手
を
受
け
て
い
る
の
は
黒
人
で
あ
る
。

黒
人
の
失
業
率
が
低
下
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
望
み
え
な
い
。

黒
人
た
ち
に
職 

を
約
束
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
結
局
何
十
万
と
い
う
黒
人
を
残
酷
に
擞
く
危
険
な
虚
言
に
終
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
こ 

と
は
、
年
齢
の
た
め
や
、

不
適
切
な
教
育
の
た
め
に
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
被
害
を
こ
う
む
り
や
す
い
白
人
に
つ
い
て
も
同
様
で 

あ
る̂市

民
権
を
要
求
す
る
運
動
は
、
現
在
の
社
会
制
度
に
よ
っ
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
え
な
い
。

黒
人
た
ち
は
つ
と
め
て
地
域
社
会 

の
一
員
と
な
ろ
う
と
し
て
、

「
労

働

”
所
得
」

と
い
う
伝
統
の
な
か
に
加
わ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
伝
統
は
、
 

こ
’
ま
で
特
権
を
与
え
ら
れ
て
き
た
白
人
労
働
者
に
対
し
て
さ
え
、

消
え
つ
つ
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
能
率
が
高
く
、

し
だ
い
に 

面
格
の
低
下
し
て
ゆ
く
機
械
の
た
め
に
、
職
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
現
在
、

ー
九
四
六
年
の
雇
用
法(Employment
 A

c
t
)

に
示
さ
れ
た
原
理
に
も
と
づ
い
て
動
い
て
い
る
。
す
な
わ 

ち
、
す
べ
て
の
国
民
は
、
希
望
す
れ
ば
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

そ
し
て
そ
の
職
は
、
生
活
を
維
持
し
家
族
を
養
う
に
充
分
な
資
財 

を
提
供
す
る
、

と
い
う
原
理
で
あ
る
。

そ
れ
は
職
を
も
っ
こ
と
が
、
経
済
資
源
の
配
分
に
あ
ず
か
り
う
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
メ
カ 

二
ズ
ム
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
職
の
な
い
ひ
と
び
と
は
、

辛
う
じ
て
生
活
を
支
え
う
る
最
低
限
の
所
得
し
か
得
ら
れ
ず
、

「
最
小 

消
費
者
」
と
し
て
の
み
機
能
し
う
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
無
力
な
消
費
者
た
ち
に
必
要
な
、

そ
し 

て
も
し
彼
ら
が
可
能
な
ら
購
入
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
は
生
産
さ
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
は
ひ
い
て
は
他
の
労
働
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者
か
ら
職
を
奪
う
結
果
に
な
り
、
所
得
と
消
費
を
縮
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
不
当
に
高
い
失
業
水
準
は
、

も
し
軍
事
費
お
よ
び
宇
宙
開
発
の
た
め
の
支
出
が
ひ
き
つ
づ
き
国
民
総
生
産(

す
な
わ
ち
生 

産
さ
れ
る
全
財
貨
、
全
サ
ー
ビ
ス)

の
一
〇
パ
—

セ
ン
ト
を
吸
収
し
な
け
れ
ば
、
何
倍
に
も
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
約
六
〇
〇
万
か
ら 

ハ
〇
〇
万
の
ひ
と
び
と
が
軍
事•

宇
宙
開
発
活
動
の
た
め
の
支
出
に
よ
っ
て
直
接
に
雇
用
さ
れ
、
少
な
く
と
も
ほ
ぼ
同
数
の
ひ
と
び 

と
が
、

こ
れ
ら
の
支
出
の
間
接
の
結
果
と
し
て
職
を
得
て
い
る
。

こ
こ
数
年
、
軍
事
・
宇
宙
開
発
の
予
算
は
、
国
民
生
産
の
よ
り
多 

く
の
部
分
を
吸
収
し
、
経
済
に
対
す
る
強
力
な
支
柱
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
核
兵
器
の
発
達
に
よ
り
、
戦
争
は
国
際
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
可
能
な
手
段
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
が 

少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、

こ
れ
ら
の
支
出
は
し
だ
い
に
批
判
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

ー
九
六
四
年 

は
じ
め
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
、
あ
る
種
の
軍
事
支
出
の
削
減
を
命
じ
た
。
国
防
長
官
マ
ク
ナ
マ
ラ
ほ
、
造
船
所
、
軍
用
空
港
、
 

陸
軍
基
地
な
ど
の
閉
鎖
を
実
行
し
つ
つ
あ
り
、
議
会
は
、
宇

宙

開

発

局(
N
a
t
i
o
n
a
l

 

S
p
a
c
e

 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)

に
対
し
経
費
の
節 

減
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
済
に
対
す
る
強
力
な
支
柱
が
将
来
ど
う
な
る
か
は
、

一
年
前
と
同
様
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
も
明 

ら
か
で
は
な
い
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
生
産
に
お
け
る
革
命
と
し
て
の
諸
特
徴
を
明
瞭
に
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
も
の
と
ま
っ
た
く 

異
な
っ
た
技
術
の
発
展
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
生
産
機
構
の
新
し
い
原
理
の
出
現
、
人
間
と
環
境
と
の
関
係
の
根
本
的
な
再
構
成
、 

利
用
し
う
る
潜
在
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
の
飛
躍
的
増
加
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

農
業
革
命
、
産
業
革
命
、

サ
イ
バ
ネ
—

シ
ョ
ン
革
命
の
あ
い
だ
の
根
本
的
差
異
は
、
革
命
が
展
開
し
た
速
度
に
あ
る
。

農
業
革
命 

は
、
数
千
年
前
、
中
東
に
お
い
て
は
じ
ま
っ
た
。

そ
し
て,

狩
猟
、
採
集
の
生
活
か
ら
定
着
し
た
農
業
へ
と
移
行
す
る
ま
で
に
数
世
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三重革命

紀
を
要
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
産
業
革
命
が
出
現
し
て
以
来
い
ま
だ
二
百
年
た
ら
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
生
産
技
術
に
関
す
る 

直
接
か
つ
正
確
な
知
識
は
、
人
類
の
大
半
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
情
報
の
こ
の
迅
速
な
伝
播
は
、
広
範
囲
の
工
業
化
を
も
た
ら
す
主 

要
な
要
因
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シW

ン
革
命
の
主
な
局
面
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
み
そ
の
展
開
を
み
せ
て
い
る
が
、

そ
の
影
響 

は
、

ほ
と
ん
ど
た
だ
ち
に
全
工
業
世
界
、

さ
ら
に
非
工
業
世
界
の
多
く
の
地
域
に
み
ら
れ
、

は
や
く
も
そ
れ
に
対
す
る
分
析
が
お
こ 

な
わ
れ
、
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
は
、

全
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
新
し 

い
時
代
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
国
民
は
、
最
初
に
そ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
つ
つ
あ
る
国
民
な
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ 

カ
国
民
が
サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
い
か
に
扱
う
か
は
、
他
の
地
域
で
の
こ
の
現
象
の
展
開
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

わ
が 

国
は
、
世
界
の
観
覧
に
供
す
べ
く
、
機
械
と
人
間
の
ド
ラ
マ
が
最
初
に
演
ぜ
ら
れ
る
舞
台
な
の
で
あ
る
。 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
基
本
的
な
問
題
は
、

消
費
者
と
し
て
の
ひ
と
び
と
の
権 

利
を
守
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
と
ら
れ
て
き
た
一
般
的
メ
カ-
ー
ズ
ム
が
効
力
を
失
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
ま
で
経
済 

資
源
は
、
雇
用
の
機
会
を
得
よ
う
と
ほ
ぼ
同
等
の
条
件
で
競
い
あ
う
機
械
と
人
間
と
に
対
し
て
、
生
産
へ
の
寄
与
を
基
準
に
し
て
分 

配
さ
れ
て
き
た
。

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
化
し
た
諸
機
構
が
展
開
す
る
に
つ
れ
て
、
機
械
の
体
系
は
人
間
の
協
力
な
し
に
、
潜
在
的
に 

無
限
の
生
産
力
を
も
つ
に
い
た
る
。
機
械
は
人
間
か
ら
職
を
奪
い
、
資
源
の
な
か
の
、

よ
り
多
く
の
部
分
を
吸
収
す
る
。

一
方
、
機 

械
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
人
間
は
、
最
低
限
度
の
、
生
産
と
無
関
係
な
、
政

府

の

救

済

一
^

業
保
険
、
社
会
保
障
、
福
祉
年
金
な 

ど
——

を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
政
府
の
救
済
手
段
も
、
歴
史
的
矛
盾
、
す
な
わ
ち
潜
在
生
産
力 

が
ア
メ
リ
カ
全
国
民
の
必
要
を
満
た
し
て
あ
ま
り
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
の
相
当
の
部
分
が
し
ば
し
ば
貧
困
の
限
界
以
下
の 

最
低
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
矛
盾
を
お
お
い
か
く
す
こ
と
が
し
だ
い
に
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
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産
業
体
制
は
貧
困
を
追
放
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
の
矛
盾
の
存
在
は
、
在
来
の
経
済
分
析
で
は
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

一
般
の
経
済
学
の
接
近
方
法
で
は
、
 

潜
在
的
需
要
は
不
当
に
低
く
見
積
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
、

そ
し
て
そ
の
潜
在
的
需
要
は
、
も
し
そ
れ
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、 

仕
事
の
数
を
増
加
さ
せ
、
仕
事
に
就
く
ひ
と
び
と
に
所
得
を
与
え
る
働
き
を
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
現
代
の
経
済
分
析
の 

多
く
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
消
費
者
と
産
業
の
必
要
を
満
た
し
、
充
分
な
公
的
サ
ー
ビ
ス
——

学
校
、
公
園
、 

道
路
、
住
宅
、
見
苦
し
く
な
い
都
市
、
清
潔
な
水
と
空
気-
-

を
提
供
す
る
に
は
、

用
い
う
る
す
べ
て
の
労
働
力
、

お
よ
び
産
業
の 

す
べ
て
の
生
産
能
力
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
需
要
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
基
本
的
な
方
法
に
よ
っ
て
増
加 

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
世
界
各
地
の
貧
困
に
追
い
や
ら
れ
た
何
十
億
と
い
う
ひ
と
び
と
の
生
活
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
資
金 

と
機
械
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
需
要
は
望
ま
れ
る
ど
ん
な
程
度
に
ま
で
も
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
現
在
貧
困 

に
追
い
や
ら
て
い
る
ひ
と
び
と
は
、
食
物
と
住
居
、
衣
類
と
機
械
、

そ
の
ほ
か
産
業
の
進
ん
だ
国
々
の
国
民
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ 

と
と
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
物
を
欠
い
て
い
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
が
、

こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
公
共
部
門
へ
資
金
を
配
分
す
る
可
能
性
を
増
加
さ
せ
、
内
外
の
貧
困 

の
追
放
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
現
在
の
産
業
体
制
は
、

こ
れ
ら
の
可
能
性
が
現
実
と
な
り 

う
る
た
め
の
、
適
当
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
何
ら
備
え
て
い
な
い
。
現
在
の
産
業
体
制
は
、
財
貨
を
、
量
的
に
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
よ 

う
で
き
る
だ
け
能
率
的
に
生
産
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
財
貨
を
購
買
す
る
カ
の
配
分
は
、
 

ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
な
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
有
効
需
要
の
配
分
、
す
な
わ
ち
、

消
費
す
る
権
利
の
付
与
の
た
め
の
、
唯
一 

の
主
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、

「
職
"

所
得
」
と
い
う
環
が
存
在
し
て
き
た
が
、

い
ま
や
そ
れ
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
化
し
た 

生
産
機
構
の
ほ
と
ん
ど
無
限
の
可
能
性
に
対
し
、

主
要
な
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三重革命

近
年
、
政
府
は
資
源
を
よ
り
よ
く
配
分
し
、
失
業
お
よ
び
不
完
全
雇
用
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、

い
く
つ
か
の
法
案
を
提
出
し
た
。 

そ
れ
ら
の
法
案
の
あ
る
も
の
は
立
法
化
さ
れ
た
が
、
多
く
の
も
の
は
、
議
会
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ど
の
場
合
に 

も
議
会
は
、

そ
れ
ら
の
法
案
が
資
源
配
分
お
よ
び
生
産
増
進
に
関
す
る
伝
統
的
な
諸
原
理
と
異
な
る
と
い
う
理
由
で
反
対
し
た
の
で 

あ
る
。
均
衡
予
算
論
者
や
利
益
団
体
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
議
員
た
ち
は
、

サ
イ
バ
ネI

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
豊
富
と 

い
う
事
実
に
対
処
す
る
の
に
、
貧
困
と
い
う
理
念
に
も
と
づ
い
た
経
済
機
構
が
ひ
き
つ
づ
き
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
是
と
し
た
。

こ
の 

時
間
つ
ぶ
し
で
無
益
な
批
判
は
、
議
会
の
運
営
を
遅
れ
さ
せ
、

三
重
革
命
の
相
互
に
関
連
し
合
っ
た
効
果
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
と
な 

っ
た
の
で
あ
る
。

経
済
上
の
大
問
題
は
生
産
を
い
か
に
増
大
さ
せ
る
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
も
た
ら
し
う
る
豊
富
さ
を
い 

か
に
配
分
す
る
か
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
財
貨
や
サ
—
ビ
ス
の
潜
在
的
豊
富
さ
の
適
切
な
配
分
が
な
さ
れ
る 

で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、

消
費
者
の
権
利
を
保
証
す
る
た
め
に
と
ら
れ
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、

根
本
的
な
変
化
が
緊
急
に
も 

た
ら
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

サ
イ
バ
ネI

シ
ョ
ン
革
命
の
実
態
と
統
計

サ
イ.

ハ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
と
と
も
に
展
開
し
て
ゆ
く
現
象
の
正
確
な
速
度
、
あ
る
い
は
、

そ
の
現
象
の
全
貌
に
つ
い
て
述
べ
る 

こ
と
は
、
責
任
あ
る
観
察
者
な
ら
ば
、
あ
え
て
試
み
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
革
命
の
い
く
つ
か
の
側 

面
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

•

サ
イ
バ
ネ
—

シ
ョ
ン
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
生
産
性
の
上
昇
率
は
高
ま
っ
た
。

•

貧
困
を
前
提
と
す
る
産
業
経
済
体
制
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
機
構
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
生
産
さ
れ
る

229

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



潜
在
的
可
能
性
の
あ
る
、
豊
富
な
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
配
分
に
は
役
立
た
な
い
。

•

か
く
て
過
大
な
余
剰
生
産
能
力
と
高
水
準
の
失
業
と
が
過
去
六
年
以
上
も
共
存
し
て
き
た
。

•

高
水
準
の
失
業
の
根
底
と
な
る
原
因
は
、
機
械
の
能
力
が
、
多
く
の
人
間
が
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
能
力
以
上
の
速
さ
で
高
ま 

る
か
ら
で
あ
る
。

•

永
久
に
貧
困
で
あ
り
、
永
久
に
職
の
な
い
階
級
が
、
潜
在
的
豊
富
さ
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
。

右
に
述
べ
た
事
態
の
証
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

a 
機
械
組
織
の
効
率
の
増
加
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
が
は
じ
め
て
顕
在
化
し
た
ー
九
六
〇
年
以
来
、
人
時
間
当
り
生
産 

性
が
そ
れ
以
前
よ
り
い
っ
そ
う
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。

ー
九
六
一
年
、

六
二
年
、

六
三
年
に
お
い
て
、
人
時
間 

当
り
の
生
産
性
は
、
年

平

均

三•

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合
で
上
昇
し
た
。

こ
れ
は
過
去
の
総
平
均
よ
り
も
、

ま
た
戦
後
の
平
均 

上
昇
率
よ
り
も
か
な
り
高
率
で
あ
る
。

企
業
に
と
っ
て
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
し
だ
い
に
魅
力
あ
る
も
の
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
現
在
の
初 

期
段
階
に
お
い
て
さ
え
、
費
用
は
非
常
に
削
減
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
果
、

耐
久
性
の
あ
る
機
械
の
価
格
は
、
機
械
が
と
っ
て
代
わ 

っ
た
労
働
者
の
現
行
一
年
当
り
賃
金r

f
ス
ト
の
三
分
の
ー
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
人
時
間
当
り
生
産
性
の
増
加
率
は
、
今
後
も
よ
り 

急
速
に
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

®
 

こ
こ
数
年
の
あ
い
だ
に
、
需
要
は
急
速
に
増
加
し
て
、

い
ま
や
人
と
機
械
設
備
の
全
生
産
能
力
を
使
用
し
う
る
ま
で
に
な
つ 

て
い
る
。

し
か
し
、
有
効
需
要
を
さ
ら
に
増
加
さ
せ
る
と
い
う
課
題
は
、
年
と
と
も
に
困
難
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
失
業
を 

現
在
よ
り
ふ
や
さ
な
い
た
め
に
は
、
年
三
〇
〇
億
ド
ル
の
国
民
総
生
産
の
増
加
が
必
要
で
あ
り
、
失
業
率
を
望
ま
し
い
水
準
に
ま
で 

引
き
下
げ
る
に
は
、
四0
0
億
か
ら
六
〇
〇
億
ド
ル
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
。

3
L  

ー

九

六

〇

需

に

お

け

る

公

式

の

失

業

率

は

、

五
・
五
パ
—

セ
ン
ト
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
が
、

ー
〇
代
の
労
働
者
の
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三重革命

失
業
率
は
着
々
と
上
昇
し
、

い
ま
や
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、

黒
人
の
ー
〇
代
労
働
者
の
そ
れ
は
、
約
三Q
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ 

る
。

そ
し
て
、
少
数
民
族
の
ー
〇
代
労
働
者
で
は
、
時
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

黒
人
の
失
業
率
は
、
職 

業
、
教
育
程
度
、
年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
、

つ
ね
に
臼
人
の
二
倍
で
あ
り
、
他
の
少
数
民
族
の
失
業
の
状
態
も
、
同
様
に
悪
い
。

不 

況
地
域
で
の
失
業
率
は
、

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

失
業
は
統
計
が
示
す
よ
り
も
は
る
か
に
悪
い
状
態
に
あ
る

こ
れ
ら
公
式
の
統
計
数
字
は
、
失
業
の
実
態
を
き
わ
め
て
過
少
に
評
価
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

公
式
の
数
字
は
、

不
完
全
雇
用 

あ
る
い
は
水
増
し
雇
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
が
、

ー
九
六
二
年
に
お
い
て
、
公
に
は
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
称
せ
ら
れ
る
労
働
力 

の
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
完
全
就
業
を
望
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
職
し
か
得
て
い
な
か
っ
た
。

さ
ら 

に
失
業
率
算
出
の
さ
い
に
は
、
あ
る
人
が
最
近
積
極
的
に
職
を
求
め
た
場
合
に
の
み
そ
れ
を
失
業
者
と
し
て
数
え
る
た
め
、
就
業
を 

望
ん
で
も
雇
用
の
機
会
は
な
い
と
あ
き
ら
め
て
職
を
求
め
な
い
ひ
と
び
と
の
数
は
統
計
に
表
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
失
業
率
が
高
い
グ
ル
ー
プ
——

年
少
者
、
老
人
、
少
数
民
族
—
!

の
あ
い
だ
で
は
、
失
業
率
は
一
般
に
実 

際
よ
り
低
く
見
積
ら
れ
て
い
る
。
農
業
、
鉱
業
、

工
業
の
不
況
地
域
の
ひ
と
び
と
の
多
く
は
、

公
式
の
定
義
に
よ
れ
ば
職
を
得
て
い 

る
こ
と
に
な
る
が
、
現
実
に
は
は
な
は
だ
不
完
全
に
し
か
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
、
も
し
ほ
か
で
仕
事
を
得 

る
見
通
し
が
あ
れ
ば
移
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
職
に
就
く
こ
と
を
望
み
な
が
ら
働
い
て
い
な
い
ひ
と
び
と
の
数
は
、
公
式
の
統
計
数 

字
に
示
さ
れ
た
四
〇
〇
万
人
に
対
し
て
、
実
際
に
は
八
〇
〇
万
人
以
上
で
あ
る
と
み
て
差
支
え
な
い
。 

さ
ら
に
重
大
な
こ
と
は
、

労
働
力
と
な
る
こ
と
を
自
発
的
に
や
め
た
ひ
と
び
と
の
数
が
、

一
定
に
と
ど
ま
ら
ず
恒
常
的
に
増
加
の 

一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
就
職
を
あ
き
ら
め
よ
う
と
心
に
決
め
、
再
び
職
を
得
る
こ
と 

は
け
っ
し
て
な
い
と
い
う
事
実
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
一
度
決
め
て
し
ま
う
と
、

そ
れ
は
経
済
上
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も
、

ま
た
社
会
的
、

心
理
的
に
も
、
も
と
に
も
ど
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
年
老
い
た
労
働
者
は
、

み

ず

か

ら

を

「
引
退
し
た
」 

と
よ
ぶ
。
彼
は
、
社
会
保
障
を
受
け
て
い
る
身
分
を
捨
て
な
け
れ
ば
仕
事
に
就
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
だ
な
お
最
盛 

期
に
あ
る
労
働
者
が
、
救
済
を
受
け
る
側
に
立
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る̂

ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
、
救
済
を
受
け
る
者
と
な
る
条 

件
を
満
た
そ
う
と
す
る
と
、
個
人
の
立
場
に
根
本
的
な
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
、

い
っ
た
ん
救
済
を
受
け
る
者
と
な
る
と
、

こ
れ
を
逆 

に
も
と
へ
も
ど
す
こ
と
は
つ
ね
に
困
難
で
あ
り
、

ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

ー
〇
代
の
若
者
た
ち
、

と 

く
に
中
途
退
学
学
生
や
黒
人
た
ち
は
、
彼
ら
が
労
働
力
と
な
り
う
る
余
地
は
な
い
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
彼 

ら
は
現
実
に
他
に
と
る
べ
き
道
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
と
そ
の
家
族
と
は
、

ア

メ

リ

カ

の

人

口

の

「
貧
困
」
階
層 

の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
労
働
力
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
ひ
と
び
と
の
割
合-

い
わ
ゆ
る
労
働
力
化
率-
-

の
減
少
と
い
う
統
計 

上
の
証
拠
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

近
時
、

見
か
け
上
は
失
業
率
が
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
安
定
し
て
い
る
こ
と 

は
、

そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
誤
解
の
も
と
と
な
る
。

そ
れ
は
、
働
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
ひ
と
び
と
の
た
め
に
、

経
済
が
職
を
つ
く 

り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
そ
の
尺
度
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、

労
働
力
市
場
か
ら
身
を
ひ
い
た
ひ
と
び 

と
の
失
意
と
敗
北
の
表
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

㈣
 

現
在
の
産
業
体
制
は
、
も
し
能
率
的
に
機
能
す
れ
ば
、
私
的
企
業
部
門
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
数
の
新
し
い
職
が
つ 

く
り
だ
さ
れ
る
、

と
い
う
前
提
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
九
五
七
—

一
九
六
二
年
の
あ
い
だ
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
新
し 

い
職
の
半
分
以
上
は
、
公
共
部
門
——

と
く
に
教
職
部
門
に
お
い
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
的
企
業
部
門
に
お
い
て 

は
、

サ
ー
ビ
ス
業
を
除
い
て
い
ま
や
ほ
と
ん
ど
職
は
つ
く
り
だ
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
前
記
の
期
間
に
お
い
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た 

四
三
〇
万
の
職
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
〇
万
だ
け
が
私
的
企
業
自
身
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
る
種 

の
サ
ー
ビ
ス
産
業
へ
適
用
す
る
こ
と
は
、

い
ま
だ
は
じ
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
非
常
に
有
効
で
あ
ろ
う
と
多
く 

の
権
威
者
が
予
想
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
し
た
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
す
る
と
、
私
的
企
業
に
お
い
て
は
働
き
口
が
顕
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三重革命

著
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

㈤
 

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
は
機
械
の
質
の
水
準
を
高
め
る
。

こ
ん
に
ち
生
産
さ
れ
て
い
る
機
械
は
、
平
均
し
て
高
校
卒
の
人
間
に 

等
し
い
能
力
を
も
っ
て
い
る
、

と
最
近
ワ
ー

ツ
労
働
長
官
は
述
べ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
人
間
が
そ
う
し
た
機
械
と
競
う
こ
と
に
な 

る
な
ら
ば
、

人
間
は
少
な
く
と
も
高
校
を
卒
業
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
労
働
省
は
、
現
在
の
傾 

向
に
も
と
づ
い
て
、
高
等
学
校
か
ら
の
中
途
退
学
者
は
こ
の
ー
〇
年
間
に
全
学
生
の
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
す
る
と
み
て
い
る
。 

因 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
経
済
的
に
み
て
恒
久
的
に
不
振
で
あ
る
階
級
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
国
民
の
約
五
分
の 

ー
、

三
八〇
〇
万
人
が
な
お
貧
困
な
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
最
下
層
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
ひ
と
び
と
が
受
け
取
る
所
得
は
、

ー
九
四 

四
年
に
は
全
体
の
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、

ー
九
六
四
年
に
は
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
が
っ
て
い
る
。 

ワ
ー
ツ
労
働
長
官
は
最
近
、

こ
の
傾
向
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
怒
濤
の
よ
う
に
お
し
寄
せ
る
人
口
増
加
と
疾
走
す 

る
テ
ク
ノ n

ジI

と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
労
働
力
を
、

一
千
万
の
も
て
る
者
と
百
万
の
も
た
ざ
る
者
と
に
引
き
裂
き
つ
つ
あ
る
。

六
九 

〇〇

万
人
の
雇
用
を
擁
す
る
わ
れ
わ
れ
の
経
済
に
お
い
て
は
、
要
求
さ
れ
る
技
術
を
身
に
つ
け
た
ひ
と
び
と
は
経
済
上
の
機
会
と
所 

得
を
得
る
カ
と
を
享
受
し
、
他
方
そ
う
し
た
技
術
を
も
た
な
い
ひ
と
び
と
は
、
新
し
い
打
ち
勝
ち
が
た
い
問
題
——

生
産
者
と
し
て 

も
消
費
者
と
し
て
も
、
永
久
に
経
済
生
活
に
参
加
し
え
な
い
と
い
う
問
題̂
^
^

に
直
面
し
て
い
る
。

ひ
と
び
と
を
こ
の
よ
う
に
分
割 

す
る
こ
と
は
、
人
間
の
ボ
タ
山
を
つ
く
り
だ
す
恐
れ
が
あ
る
。

裕
福
な
、
技
術
を
身
に
つ
け
た
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
国
民
の
な
か
に
、 

貧
し
い
、
技
術
を
も
た
な
い
、
職
の
な
い
別
の
国
民
が
ふ
え
て
ゆ
く
事
実
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ま
さ
に
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ 

る
」

と
。
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必
要
と
さ
れ
る
新
し
い
合
意

こ
れ
ら
の
統
計
数
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
事
態
が
動
か
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、 

い
ま
や
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
を
最
小
限
度
に
ま
で
引
き
下
げ
、
現
在
の
生
産
体
制
が 

す
べ
て
そ
の
ま
ま
存
続
し
う
る
よ
う
な
方
策
を
案
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
ま
だ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
現 

在

の

産

業

の

生

産

体

制

が

事

態

に

適

応

す

る

時

間

を

与

え

る

た

め

に

技

術

変

化

の

速

度

を

落

と

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

極

端

な 

意
見
さ
え
、
何
人
か
の
権
威
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
産
業
の
生
産
体
制
は
も
は
や
存
続
し
え
な
い
と
信
ず
る
。

そ
し
て
、
技
術
変
化
を
個
人
に 

益
あ
る
も
の
と
し
、

一
般
の
福
祉
に
役
立
つ
も
の
と
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
技
術
変
化
の
過
程
を
受
け
い
れ
、
技
術
変
化
を
合
理
的 

に
そ
し
て
人
間
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
新
し
い
政
治
経
済
の
科
学
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
助
長
し
、
計
画 

的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
も
た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
点
は
、 

と
り
わ
け
英
明
な
政
策
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
自
身
こ
そ
は
、

こ
の
移
行
過
程 

に
お
い
て
生
ず
る
困
難
を
最
小
限
度
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
と
用
具
と
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
主
要
な
変
化
は
、
予
見
し
う
る
将
来
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
制
度
の
上
に
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ん
に 

ち
、

ア
メ
リ
カ
国
民
は
、

三
つ
の
同
時
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
革
命
を
支
配
し
て
い
る
か
に
み
え
な
が
ら
、

こ
れ
ら
三
つ
の
革
命
の
渦 

中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
現
象
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
、

と
り
わ
け
テ
ク
ノ
ワ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
、
真
の
理
解 

を
欠
く
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
能
率
的
で
は
あ
る
が
、
人
間
性
不
在
の
社
会
が
、

わ
れ
わ
れ
の
怠
慢
か
ら
出
現
す
る
の
を
容
認
す 

る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
未
来
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
も
ち
た
い
と
ね
が
う
社
会
を
意
識
的
に
形
成
す
る
こ
と
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三重革命

が
必
要
で
あ
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
に
対
し
次
の
よ
う
な
歴
史
的
問
題
に
答
え
る
よ
う
迫
る
の 

で
あ
る
。
生
活
の
物
的
基
礎
が
人
間
の
諸
活
動
以
外
の
も
の
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
人
間
の
役
割
は
果
た
し
て
何
で
あ
ろ 

う
か
。
各
個
人
に
対
し
て
、
資
源
を
獲
得
す
る
手
段
を
配
分
す
る
さ
い
に
、

そ
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
職
に 

就
く
こ
と
以
外
に
、
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
正
当
な
権
利
を
要
求
す
る
道
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。 

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
社
会
は
も
は
や
、

た
ん
に
反
復
を
繰
り
返
す
、
意

味

の

な

い(

そ
れ
ゆ
え
不
必
要
な)

労
苦
を 

個
人
に
課
さ
ず
に
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。

い
ま
や
社
会
は
、
市
民
を
解
放
し
、
幅
広
い
範
囲
の
活
動
の
な
か
か
ら
、
市
民
が
自
分
自 

身
で
職
業
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
活
動
は
、

わ
れ
わ
れ
の
価
値
体
系
や
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で 

受

け

い

れ

て

き

た

「
仕
事
」

の
様
式
か
ら
生
ま
れ
育
っ
た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し 

て
、

こ
こ
に
述
べ
た
事
柄
に
つ
い
て
合
意
し
な
い
限
り
、

わ
が
国
民
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
人
間
の
向
上
発
展
の
た
め
に
約
束 

す
る
す
べ
て
の
も
の
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

行
動
の
た
め
の
提
案

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
新
し
い
合
意
に
い
た
る
た
め
に
は
、

ま
ず
第
一
に
、
職
と
所
得
と
の
あ
い
だ
の
伝
統
的
な
つ
な
が 

り
が
断
ち
切
ら
れ
つ
っ
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

豊
富
の
経
済
は
、

一
般
に
仕
事
と
い
わ
れ
て
い
る 

も
の
に
従
事
し
て
い
る
と
い
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
市
民
た
ち
に
快
適
な
経
済
的
不
安
の
な
い
生
活
を
保
証
し
う
る
も 

の
で
あ
る
。
人
間
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
富
と
同
じ
く
、
機
械
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
富
も
や
は
り
富
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
わ
れ 

わ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
社
会
が
、
す
べ
て
の
個
人
、
す
べ
て
の
家
族
に
対
し
、

ふ
さ
わ
し
い
所
得
を
権
利
の
問
題
と
し
て
与
え
る
た 

め
に
、

そ
の
社
会
に
適
し
た
立
法
上
行
政
上
の
諸
組
織
を
通
し
て
い
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
約
束
を
実
施
す
る
よ
う
強
く
主
張
す
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る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
に
将
来
出
現
す
る
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
秩
序
に
と
っ
て
必
須
で
あ
り
、

ま
た
唯
一 

の
政
策
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

こ
の
政
策
に
よ
っ
て
、
現
在
雇
用
の
不
足
の
た
め
に
貧
困
な
状
態
に
あ
り
、
あ
る
い
は
ま 

も
な
く
そ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
る
で
あ
ろ
う
四
分
の
ー
の
国
民
が
、
豊
富
な
社
会
の
成
員
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

所
得
を
得 

る
と
い
う
い
ま
だ
果
た
さ
れ
な
い
権
利
が
国
民
す
べ
て
に
等
し
く
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
市
民
あ
る
い
は
住
民
が
実
際 

に

餓

死

す

る

こ

と

の

な

い

よ

う

に

企

て

ら

れ

た

一̂

業
保
険
か
ら
救
済
手
当
に
い
た
る
——

さ
ま
ざ
ま
の
よ
せ
あ
つ
め
の
福
祉
政 

策
は
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

正
直
に
い
え
ば
わ
れ
わ
れ
も
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
体
系
に
お
け
る
こ
う
し
た
変
化
の
諸
結
果
を
す
べ
て
予
見
し
て
い
る
わ
け
で
は 

な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
豊
富
を
配
分
す
る
さ
い
に
は
、

そ
の
配
分
は
、
貧
困
を
基 

礎
と
し
た
経
済
体
制
の
も
と
で
の
基
準
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
基
準
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で 

あ
る
。

そ
し
て
時
が
た
つ
な
ら
ば
、
所
得
を
得
る
権
利
の
確
立
は
、

三
重
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
け 

る
価
値
体
系
の
再
構
成
の
た
め
の
、

た
ん
に
第
一
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

現
在
の
体
假
は
、
私
的
利
益
を
も
た
ら
す
諸
活
動
を
助
長
す
る
が
、

わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
富
と
生
活
の
質
と
を
豊
か
に
す
る
よ
う 

な
諸
活
動
を
無
視
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、

こ
れ
ま
で
の
国
家
の
政
策
は
、
人
間
の
福
祉
よ
り
は
生
産
過
程
の
繁
栄
に
重
点 

を
お
い
て
き
た
が
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
は
、

こ
の
傾
向
を
逆
転
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

生
産
過
程
よ
り
は
む
し
ろ
人 

間
に
重
点
を
お
い
た
公
共
の
政
策
や
研
究
に
よ
っ
て
、

一
般
に
非
経
済
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
多
く
の
創
造
的
な
活
動
と
創
造
的
な 

関
心
と
が
、
も
は
や
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
必
要
の
な
い
多
く
の
ひ
と
び
と
の
も
つ
時
間
と
仕
事
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
に 

な
る
、

と
わ
れ
わ
れ
は
信
ず
る
。
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三恵革命

社
会
は
全
体
と
し
て
、
新
し
い
型
の
建
設
的
な
、

み
の
り
豊
か
な
、
人
格
を
高
め
る
よ
う
な
活
動
を
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
れ
ら
の
活
動
の
う
ち
の
主
な
も
の
は
、

ひ
と
び
と
を
物
に
で
は
な
く
、

ひ
と
び
と
を
ひ
と
び
と
に
結
び
つ
け
る
、
教
育
あ
る
い
は 

学
習
の
よ
う
な
活
動
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
、

教
育
は
、

元
来
、
利
潤
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た 

の
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。

教
育
は
、

こ
の
移
行
の
時
代
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
公
共
部
門
を
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
、
 

第
一
に
そ
し
て
最
も
明
確
に
適
合
す
る
活
動
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
ひ
と
び
と
の
数
が
し
だ
い
に
減
少
し
て
ゆ
く
と
き
、

一
国
民
の
あ
い
だ
で
、

長
期
的
に
み
て
ど
の 

よ
う
に
人
間
の
活
動
が
変
化
し
、
ど
の
よ
う
に
人
間
が
生
産
に
関
与
す
る
仕
方
が
変
化
す
る
か
を
予
言
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に 

と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
完
全
雇
用
体
制
に
と
っ
て
代
わ
る
と
思
わ
れ
る
所
得
配
分
の
総
合
的
な
型
を
予
見
す 

る
こ
と
も
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
た
が
ら
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

三
世
代
あ
る
い
は
四
世
代
後
に
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
社
会 

に
つ
い
て
、

た
ん
な
る
思
い
っ
き
で
述
べ
る
よ
う
な
種
類
の
思
弁
的•

空
想
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
未
来
の
姿
の
概
要
は
、
現
在
す 

で
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
失
業
、

不
充
分
な
所
得
、
意
に
満
た
な
い
生
活
と
い
う
問
題
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て 

い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
は
、

不
利
な
立
場
に
あ
る
ひ
と
び
と
す
べ
て
の
要
求
——

す
な
わ
ち
権
利
——

を 

主
張
し
て
抵
抗
運
動
を
続
け
て
い
る
。

黒
人
た
ち
の
要
求
の
声
は
、

こ
ん
に
ち
、
最
も
根
強
い
声
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
黒
人
た
ち
の 

背
後
に
は
、
数
百
万
の
貧
困
に
苦
し
む
ひ
と
び
と
が
存
在
し
、

そ
し
て
彼
ら
は
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
正
し
く
理
解
さ
れ
用
い 

ら
れ
る
な
ら
ば
、
窮
乏
か
ら
脱
し
相
応
な
生
活
へ
向
か
う
道
と
な
り
う
る
こ
と
を
知
り
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

移
行
過
@1)

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
環
境
上
お
よ
び
生
活
方
式
上
の
急
激
な
変
革
は
、

一
夜
に
し
て
な
し
遂
げ
ら
れ
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る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
変
革
を
通
常
の
市
場
の
機
能
に
委
ね
た
の
で
は
、
物 

心
両
面
の
困
窮
と
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
政
治
的
混
乱
と
を
招
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
困
窮
状
態
は
、

す
で
に
失
業
者
た
ち 

の
あ
い
だ
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
、
救
済
金
を
受
け
て
い
る
者
た
ち
、

さ
ら
に
そ
の
孫
の
世
代
に
ま
で
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
認
め 

ら
れ
る
。

そ
し
て
、
品
位
の
あ
る
生
活
ど
こ
ろ
か
、
安
定
し
た
生
活
さ
え
を
社
会
が
な
ん
ら
約
束
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
若
者 

や
老
人
た
ち
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
見
う
け
ら
れ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
移
行
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
職
を
奪
わ
れ
た
ひ
と
び
と
、
経
済
体
制
の
外
へ
投
げ
出
さ
れ
た
ひ
と
び
と
に
希
望
を
与
え
る
も
の
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
政
治
上
・
社
会
上
の
諸
制
度
に
つ
い
て
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
時
代
に
お
い
て
不
可
欠
な
諸
変 

革
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
、

ひ
と
び
と
を
奮
い
立
た
せ
る
基
礎
を
整
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
す
べ
て
を
尽
く
す
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
必
要
な
見
通
し
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で 

あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
こ
と
を
提
案
す
る-
-

㈠
 

わ
れ
わ
れ
の
教
育
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
の
強
力
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

と
く
に
恒
常
的
に
不
十
分
な
教
育
し
か
受
け
て
い 

な
い
ひ
と
び
と
の
要
求
を
念
頭
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

わ
れ
わ
れ
は
、
教
育
、
研
究
開
発
の
分
野
に
お
い
て
数
万
の 

雇
用
が
、

こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
と
く
に
若
年
層
の
た
め
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

年
間
ー
〇
万
人
の
新
規 

教
員
を
訓
練
す
る
た
め
の
連
邦
政
府
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
で
あ
る
。

㈡
 

公
共
事
業
の
振
興
。
ダ
ム
、
貯
水
池
、
港
湾
、
水
お
よ
び
大
気
汚
染
対
策
の
た
め
の
施
設
、

公
共
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施 

設
、
等
を
建
設
す
る
公
共
事
業
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
し
、
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
年
間
一
〇
億
ド
ル
の
公
共
事
業
費
支 

出
に
よ
っ
て
、

一
五
万
な
い
し
二
〇
万
の
職
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
年
間
二
〇
億
ド
ル
以
上
が
こ
の
方
面
に
支
出
さ 

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
こ
の
支
出
が
、
経
済
的
に
不
振
の
地
域
、
あ
る
い
は
へ
き
地
の
救
済
を
目
的
と
す
る
資
金
の 

一
部
と
し
て
支
出
さ
れ
る
な
ら
ば
い
っ
そ
う
好
ま
し
い
。

㈢
 

公
的
・
私
的
を
合
せ
て
、
年
間
七
〇
—

ー
〇
〇
万
戸
を
目
標
と
す
る
低
コ
ス
ト
住
宅
建
設
の
強
力
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
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三重革命

㈣
 

都
市
お
よ
び
都
市
相
互
間
の
高
速
交
通
機
関
を
発
展
さ
せ
、

か
つ
そ
の
た
め
の
融
資
を
お
こ
な
う
こ
とQ

巨
大
都
市
に
関
し 

て
拡
大
し
つ
つ
あ
る
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

㈤
 

石
炭
不
況
地
域
に
お
け
る
豊
富
な
石
炭
を
利
用
し
て
公
営
の
発
電
所
を
建
設
し
、
低
コ
ス
ト
の
電
力
を
重
工
業
地
区
、
住
宅 

地
区
へ
送
る
こ
と
。

的 

閉
鎖
さ
れ
た
軍
事
基
地
を
、
地
域
社
会
の
た
め
、

ま
た
は
教
育
機
関
の
た
め
に
再
利
用
す
る
こ
と
。 

的

移

行

期

に

生

じ

る

負

担

を

公

平

に

配

分

し

、
同
時
に
所
得
の
再
配
分
を
お
こ
な
わ
し
め
る
た
め
の
税
制
の
大
幅
な
改
革
。

こ 

の
た
め
に
は
、

超
過
利
潤
税
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

補
助
金
や
特
別
免
税
計
画
は
、
多
く
の
産
業
が
人
力
か 

ら
機
械
カ
へ
と
移
行
す
る
さ
い
に
生
ず
る
人
間
の
困
窮
状
態
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

外 

労
働
組
合
は
、

こ
の
時
期
に
多
く
の
方
面
で
重
大
か
つ
意
義
あ
る
役
割
を
演
じ
る
。

⑷

 

就
業
者
の
み
な
ら
ず
、
技
術
変
化
に
よ
っ
て
仕
事
を
失
っ
た
者
の
た
め
に
、
団
体
交
渉
を
利
用
す
る
こ
と
。

⑹

 

住
宅
、

リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
、

お
よ
び
組
合
が
す
で
に
協
定
し
て
い
る
健
康
や
福
利
厚
生
に
関
す
る
同
様
の
プ
ロ
グ 

ラ
ム
、
等
の
よ
う
な
給
与
以
外
の
特
別
手
当
を
得
る
た
め
の
交
渉
を
お
こ
な
う
こ
と
。

©

 

巨
額
の
年
金
や
福
祉
の
た
め
の
基
金
を
用
い
て
労
働
組
合
が
投
資
を
お
こ
な
う
さ
い
に
発
言
権
を
も
ち
、
投
資
政
策
を
打 

ち
出
す
こ
と
。

そ
れ
ら
の
政
策
は
、
投
資
の
対
象
と
な
る
企
業
の
、
社
会
的
効
用
と
社
会
的
機
能
と
を
主
要
な
決
定
基
準
と
し
て 

立
て
ら
れ
る
こ
と
。

⑷

 

失
業
し
て
い
て
意
見
を
発
表
し
え
な
い
ひ
と
び
と
が
、
彼
ら
自
身
の
経
済
的
運
命
に
関
し
て
ふ
た
た
び
発
言
で
き
る
よ
う 

に
、
失
業
者
を
再
組
織
す
る
こ
と
。

お
よ
び
、

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
専
門
的
労
働
者
を
組
織
す
る
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
。 

㈤
 

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
ず
る
困
難
を
最
小
限
に
く
い
と
め
る
た
め
、

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
速
度
と
方
向
と
を
調 

整
す
べ
く
政
府
の
許
認
可
権
限
を
活
用
す
る
こ
と
。

こ
の
報
告
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
目
標
に
向
か
っ
て
の
可
能
な
限
り
す
み
や
か 

な
移
行
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
、
課
税
権
と
同
様
に
最
低
賃
金
決
定
権
を
利
用
す
る
こ
と
。
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こ
れ
ら
の
提
案
は
、
完
全
な
も
の
、

あ
る
い
は
明
確
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

こ
の 

提
案
の
企
図
す
る
の
は
、
社
会
的
に
役
立
つ
諸
企
業
に
対
し
て
現
在
支
出
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
毎
年
さ
ら
に
数
十
億
ド
ル
多
く
の
支 

出
を
お
こ
な
い
、
政
府
に
対
し
て
は
、
危
機
の
時
代
に
例
外
は
あ
っ
た
が
、
現
在
ま
で
に
与
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
大
き
な
役
割
を 

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
現
在
を
危
機
の
時
代
と
考
え
る
。

そ
の
危
機
と
は
す
な
わ
ち
、

三
重
革
命
で
あ
る
。

そ
し
て
こ 

の
移
行
に
関
し
て
広
く
採
用
さ
れ
る
べ
き
哲
学
は
、

わ
れ
わ
れ
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
諸
制
度
は
、
人
間
の
利
用
に
供
せ
ら 

れ
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
、
特
別
の
経
済
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
信 

念
に
も
と
づ
い
て
う
ち
た
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
哲
学
の
中
核
は
、
政
府
は
、
生
存
、
自
由
、
幸
福
の
追
求
を
可
能
に 

す
る
た
め
に
、
人
間
の
な
か
に
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
創
造
的
、
積
極
的
な 

手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。

変
革
は
統
御
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

〇

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
歴
史
的
発
見
は
、
国
民
の
経
済
的
運
命
は
統
御
し
う
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ー
九
四
六
年
の 

雇
用
法
を
め
ぐ
る
論
議
以
来
、

ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
は
、
自
国
の
社
会
的
・
経
済
的
福
祉
に
対
し
、
根
本
的
に
責
務
を
も
っ
こ
と
が 

し
だ
い
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
統
御
の
本
質
は
計
画
で
あ
る
。

公
的
機
関
に
よ
る
一
般
の
福
祉
の
た
め
の
計
画
こ
そ
、
民
主
主
義
に 

も
と
づ
く
要
求
で
あ
る
。
会
社
の
よ
う
な
私
的
機
関
に
よ
る
そ
れ
自
身
の
福
祉
の
た
め
の
計
画
は
、

一
般
の
福
祉
の
増
大
に
自
動
的 

に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
サ
イ
バ
ネ
ー
シW
ン
が
職
に
与
え
た
衝
撃
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

技
術
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
は
、
議
会
で
も
認
識
さ
れ
、
長

期

的

お

よ

び

短

期

的

「
混
乱
」

を
扱
っ 

た
提
案
、

不
況
地
域
、

「
衝
撃
を
受
け
た
」
地
域
に
関
す
る
立
法
、
機
械
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
労
働
者
の
再
訓
練
に
関
す
る
立
法
、
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三重革命

等
の
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
提
案
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
方
策
は
、
考

え

方

に

お

い

て

「
移
行
的
な
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

お 

そ
ら
く
こ
う
し
た
理
由
で
、

こ
れ
ら
の
方
策
は
緩
和
し
よ
う
と
し
た
諸
状
況
に
対
し
て
あ
ま
り
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

し
か
し
こ
の
立
法
の
根
本
的
な
弱
点
は
、
効
力
の
な
さ
で
は
な
く
、
支
離
滅
裂
さ
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ば
ら
ば
ら
な
方
策
は
、

け
っ 

し
て
深
い
病
を
い
や
す
た
め
の
計
画
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、

い
わ
ば
、
う
わ
べ
の
傷
を
お
ざ
な
り
に
治
療
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い 

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

計
画
に
あ
た
る
当
局
は
、
社
会
各
層
の
ひ
と
び
と
が
表
明
す
る
要
求
を
と
り
あ
げ
、
選
ば
れ
た
代
表
者
た
ち
の
民
主
的
論
議
に
よ 

っ
て
徐
々
に
そ
れ
を
人
間
の
要
求
と
し
て
ま
と
め
て
ゆ
く
、

そ
う
し
た
組
織
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

計
画
に
あ
た
る
特
別
の
機
関
の
第
一
の
仕
事
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、 

•

技
術
革
新
の
異
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
社
会
的
、
経
済
的
影
響
を
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
—

夕 

を
蒐
集
す
る
こ
と
。

•

公
的
お
よ
び
私
的
発
議
に
よ
り
、

サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
助
成
し
、
奨
励
す
る
た
め
の
方
策
を
提
案
す
る
こ
と
。

•

社
会
の
要
求
に
対
応
し
た
人
的
資
源
、
自
然
的
資
源
の
適
正
な
配
分
に
努
め
る
こ
と
。

•

貧
困
に
基
礎
を
お
く
経
済
体
制
の
内
部
で
の
完
全
雇
用
が
基
準
目
標
と
さ
れ
る
社
会
か
ら
、
生
産
的
労
働
と
い
う
伝
統
的
な
意 

味
の
も
と
で
の
失
業
か
、
あ
る
い
は
、
豊
富
の
経
済
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
、
社

会

的

に

価

値

は

あ

る

が

「
非
生
産
的
な
」

さ
ま 

ざ
ま
の
種
類
の
仕
事
へ
の
雇
用
か
が
基
準
と
な
る
よ
う
な
社
会
へ
の
移
行
が
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
の
諸
方
策
を
発
展
さ
せ
る 

こ
と
。

い
い
か
え
れ
ば
、
も
は
や
財
貨
や
サ}

ビ
ス
を
生
産
す
る
必
要
の
な
い
ひ
と
び
と
が
、
自
分
自
身
を
満
た
し
、

さ
ら
に
社
会 

的
に
有
益
な
さ
ま
ざ
ま
の
職
業
に
み
ず
か
ら
の
道
を
見
出
す
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
。

•

国
防
支
出
お
よ
び
国
防
関
連
支
出
に
か
わ
る
代
案
を
策
定
す
る
こ
と
。

そ
れ
は
、

一
般
の
資
源
の
よ
り
合
理
的
な
利
用
法
と
し 

て
、
市
民
、

企
業
家
、

労
働
者
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
好
感
を
も
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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•

国
内
計
画
と
対
外
計
画
と
を
統
合
す
る
こ
と
。

技
術
革
命
は
、
実
質
的
に
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
内
問
題
と
世
界
の
問
題
と
を 

結
び
つ
け
た
。

工
業
諸
国
と
後
進
諸
国
と
の
あ
い
だ
の
大
い
な
る
不
平
等
は
、

長
期
に
わ
た
っ
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。 

全
体
を
通
じ
て
の
目
的
は
、
民
主
的
統
制
に
よ
る
計
画
機
関
が
、
経
済
生
活
を
意
識
的
、
合
理
的
に
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
変
化
し
た
体
制
の
な
か
で
は
、
新
し
い
計
画
機
関
は
、

あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
府!

I

地
方
、
地
域
、
連
邦
——

で
活
動 

し
、
機
関
の
運
営
に
お
い
て
は
、
民
主
的
参
加
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
機
関
は
、

公
共
生
活 

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
改
善
の
要
求
に
、
方
向
と
内
容
と
を
与
え
る
仕
事
を
受
け
も
つ
で
あ
ろ
う
。

計
画
機 

関
は
、

み
に
く
い
都
市
、
汚
染
し
た
大
気
と
水
、

不
適
切
な
教
育
制
度
、
失
わ
れ
て
ゆ
く
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
資
源
や
物
的
資
源
、
 

低
水
準
の
医
療
、
無
計
画
な
経
済
発
展
、
等
に
対
す
る
抗
議
も
と
り
あ
げ
、

そ
の
抗
議
を
一
般
的
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
働
く
結
集 

し
た
力
と
な
す
道
を
示
す
で
あ
ろ
う̂

わ
れ
わ
れ
は
、

「
共
同
市
場
」

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
国
の
計
画
機
関
の
記
録
に
大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、 

ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
ら
の
機
関
の
長
所
と
短
所
と
を
学
び
と
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

計
画
化
の
重
要
な
帰
結
の
一
つ
は
、
公
共
部
門
へ
の
投
資
に
積
極
的
に
歩
を
進
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
方
面
へ
の
よ
り
多
く 

の
投
資
が
奨
励
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
は
そ
れ
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

こ
の
部
門
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ 

る
も
の
は
、

一
般
的
福
祉
の
内
容
の
重
要
な
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
し
て
第
三
に
は
、

豊
か
な
社
会
は
容
易
に 

そ
れ
ら
の
必
要
を
満
た
す
余
裕
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
や
移
行
の
時
期
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、 

完
全
雇
用
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
諸
活
動
を
提
示
す
る
こ
と
は
人
を
欺
く
こ
と
と
な
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

サ
イ.
ハ 

ネ
ー

シ
ョ
ン
の
効
果
は
、
私
的
部
門
に
お
い
て
と
同
様
、

公
共
部
門
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
計
画
化
の
主
要
な
目 

標
は
、

公
共
部
門
に
お
け
る
サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
を
実
現
す
る
一
つ
の
手
段
た
る
こ
と
に
あ
る
。

計
画
機
関
の
中
核
を
な
す 

前
提
は
、

わ
れ
わ
れ
の
声
明
の
中
核
と
な
る
前
提
と
共
通
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
国
民
は
、

財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
が
、
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三圍革命

所
得
配
分
の
唯
一
の
手
段
で
は
な
く
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
主
要
な
手
段
で
も
な
い
よ
う
な
社
会
に
向
か
っ
て
移
行
し
つ
つ
あ
る
と 

い
う
も
の
で
あ
る
。

変
革
の
民
主
化

人
類
は
、
国
際
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
制
度
化
さ
れ
た
武
力
を
最
終
的
に
廃
棄
し
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
よ
り
よ
い 

世
界
に
導
く
政
治
的
、

道
徳
的
な
代
替
物
を
見
出
す
、

と
い
う
一
つ
の
方
向
を
、
兵
器
の
革
命
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
示
し
て
い
る
よ 

う
に
思
わ
れ
る
。

黒
人
の
革
命
は
、

黒
人
た
ち
が
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
に
平
等
な
資
格
で
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
究
極
的
に
参 

加
す
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。

サ
イ
バ
ネ
ー

シ
ョ
ン
革
命
は
、
民
主
的
価
値
に
お
い
て
も
物
的
価
値
に
お
い
て
も
、
質
的
に
よ
り 

豊
か
な
生
活
を
提
供
す
る
。

人
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
決
定
を
お
こ
な
わ
せ
、

そ
れ
ら
の
決
定
が
人
間
の
生
活
を
か
た
ち
づ
く
る
よ
う
な
、
 

そ
う
し
た
社
会
秩
序
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
、

い
ま
や
こ
れ
ま
で
よ
り
も
大
で
あ
る
。

満
た
さ
れ
ぬ
労
働
の
絆
か
ら
解
放
さ
れ
た
人 

間
は
市
民
と
な
り
、
彼
ら
自
身
と
な
り
、
彼
ら
自
身
の
歴
史
を
つ
く
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
約
束
は
強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
実
現
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
前

述

の

「
民
主
主
義
的
展 

望

」
を
明
ら
か
に
し
、

よ
り
可
能
に
す
る
こ
と
と
、

そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
民
主
主 

義
的
生
活
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
技
術
の
変
化
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的
に
そ
の
理
想
に
向
か
っ
て
行
動
し
、
 

そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
生
き
た
形
で
実
現
し
育
て
て
ゆ
く
制
度
を
つ
く
る
人
間
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
の
い
う
民
主
主
義
と
は
、

自
覚
を
も
っ
た
人
間
と
し
て
み
ず
か
ら
の
生
活
を
理
解
し
、
表
現

し

、
決
定
す
る
こ
と
の
で 

き
る
男
女
の
構
成
す
る
社
会
を
意
味
す
る
。

民
主
主
義
は
、
富
が
人
民
に
よ
っ
て
人
民
の
た
め
に
配
分
さ
れ
、
広
範
な
社
会
の
利
益 

に
供
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
の
な
か
に
の
み
根
を
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
。
豊
富
の
時
代
の
出
現
と
と
も
に
、
人
間 

は
、
も
は
や
、

み
ず
か
ら
を
人
間
の
制
御
と
理
解
を
越
え
た
社
会
の
力
と
社
会
の
決
定
の
囚
人
で
あ
る
と
感
ず
る
必
要
の
な
い
、

み
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ず

か

ら

参

加

す

る

真

の

民

主

主

義

に

対

す

る

経

済

的

基

盤

を

も

つ

に

い

た

っ

た

の

で

あ

る

。 

〔
新

山

春

子

訳

〕 

(
1
)

こ
こ
に
署
名
し
た
す
べ

て

の

ひ

と

び

と

が

、
移

行

期

に

関

す

る

こ

の

見

解

を

支

持

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

ロ
バ
ー
ト
・
テ
ィ
ー
ボ
ル 

卜
と
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ボ
ッ
グ
ス
は
、

次

の

よ

う

な

見

方

を

と

る

。

す

な

わ

ち

、

移

行

期

に

お

け

る

主

要

な

原

理

は

、
来

る

べ

き

社

会

で

は

ふ

つ

う

、 

仕

事

は

人

間

で

な

く

て

機

械

が

お

こ

な

う

よ

う

に

な

る

で

あ

ろ

う

こ

と

、

人

間

の

活

動

は

、

新

し

い

型

の

「
仕

事

」
と

「
余

暇

」

に
向
け
ら
れ
る
で 

あ

ろ

う

こ

と

、

の

二

つ

で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

彼

ら

の

見

方

に

よ

れ

ば

、

こ

の

節

で

素

描

さ

れ

る

特

定

の

諸

提

案

は

、

移
行
期 

か

ら

豊

富

の

時

代

に

向
か
っ
て
進
む
た
め
よ
り
も
、

貧

困

の

経

済

体

制

の

も

つ

諸

問

題

に

対

処

す

る

た

め

に

適

当

な

も

の

で

あ

る

、

と
い
う
こ
と
に 

な
る
。
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監
訳
者
あ
と
が
き

本

書

は
S
o
c

守一

球

H
u
m
a
n
i
s
m
》

§
 

i

寻

宦号
-

看m
p

o
-

u
m

"

 e
d

彳ed

 b
y

 E
r
i
c
h

 F
r

o
m

m

の
邦
訳
の
後
半
で
あ
る
。

す
で
に 

上

巻

の

「
あ
と
が
き
」
で
、
本
書
の
目
標
や
寄
稿
者
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
簡
略
に
紹
介
し
て
お
い
た
の
で
、

こ
こ
で
は
少
し
内 

容
に
立
ち
入
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
の
寄
稿
者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
抑
圧
か
ら
人
間
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
強
烈
な
意
志
と
確
固
と
し
た 

姿
勢
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
稿
者
が
生
き
て
い
る
歴
史
的•

社
会
的
な
現
実
の
相
違
、
直
面
し
て
い
る
抑
圧
形
態 

の

相

違

に

対

し

、
問
題
意
識
に
か
な
り
の
相
違
も
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、

そ
う
し
た
共
通
点
と
相
違
占
川
と
を
含
む
問
題
状
況
の 

な
か
で
、

と
く
に
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
二
、

三
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

第
一
に
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、

ポ

ー
ラ
ン
ド
、

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
い
う
、
す
で
に
社
会
主
義
体
制
を
と
っ
て
二
十
年
に 

お
よ
ぶ
経
験
を
経
た
諸
国
に
お
い
て
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
生
ん
だ
国
家
権
力
に
よ
る
抑
圧
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
を
解 

放
し
て
ゆ
く
か
、
社
会
主
義
の
も
た
ら
す
新
し
い
疎
外
形
態
を
、

ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
し
て
ゆ
く
か
、

と
い
う
問
題
が
大
き
く
と 

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

ダ
ニ
ロ 

・
べ
ヨ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、

「
人
間
関
係
に
お
け
る
革
命
と
人
間
自
身
の
な
か
で
の
転
換
が
、
 

社
会
主
義
の
目
標
な
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
な
の
で
は
な
い
」

と
断
言
し
、

ス
タ
ー
リ
ン
を
技
術
主
義 

的
合
里
匕
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
し
、
プ

レ

ド

ラ

グ"

ヴ
ラ
ニ
ッ
キ
ー
は
、
社
厶
玄
主
義
が
国
家
権
力
の
止
揚
を
め
ざ
し 

な
が
ら
も
、
国
家
潼
力
と
官
僚
制
の
上
に
さ
し
あ
た
り
築
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
む
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

「
疎
外
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の
問
題
は
社
会
主
義
の
中
心
的
課
題
」

で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。

ア

ダ

ム

・

シ

ャ

フ

も

「
人
間
の
哲
学
」

へ
と
マ
ル
ク
ス
主 

義
が
復
帰
し
つ
つ
あ
る
要
因
と
し
て
、
社
会
主
義
体
制
の
な
か
で
新
し
い
生
活
様
式
を
創
造
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
第 

-

に
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
社
会
主
義
の
な
か
で
の
新
し
い
「
民
主
主
義
」

と
い
う
問
題
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き 

動
き
だ
と
い
え
よ*

ド
イ
ツ
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
、

イ
リ
ン
グ
・
フ
ェ
ッ
チ
ャ
ー
、

イ
タ
リ
ア
の
ガ
ル
ヴ
ァ
ノ 

・
デ
ル 

ラ
•

ヴ
キ
ル
ベ
ら
が
、

近
代
市
民
社
会
の
遺
産
で
あ
る
自
由
を
、

社
会
主
義
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
受
け
継
ぐ
べ
き
か
、

と
い
う 

問
題
を
追
求
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
も
共
通
の
問
題
意
識
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
資
本
主
義
諸
国
か
ら
の
寄
稿
者
の
な
か
に
は
、

テ

ク

ノP
ジ
ー
の
急
激
な
発
展
、

そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
計
画
と
い
う 

側
面
を
重
視
し
、

そ
こ
で
の
人
間
疎
外
に
い
か
に
対
抗
す
る
か
を
問
題
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

フ
ロ
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
 

「
豊
富
の
な
か
の
疎
外
」

と
い
う
問
題
が
、

「
貧
困
の
な
か
の
疎
外
」

と
緊
密
に
か
ら
み
あ
い
つ
つ
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

バ 

—
ト
ラ
ン
ド
・
ラ

s>
セ
ル
は
彼
一
流
の
皮
肉
を
こ
め
て
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
の
な
か
で
は
勤
勉
の
エ
ー
ト
ス
が
失
業
の
増
大
を 

生
む
と
説
き
、

マ
チ
ル
ド
・
ニ
ー

ル

は

「
人
間
尊
重
の
要
素
」

と

「
疎
外
の
要
素
」

と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
二
側
面
を
鋭
く
対
照 

さ
せ
て
い
る
。
巻

末

の

「
三
重
革
命
」

は
ア
メ
リ
カ
の
直
面
す
る
サ
イ
バ
ネ
ー
シ
ョ
ン
革
命
、
兵
器
革
命
、
人
種
差
別
に
反
対
す
る 

人
権
革
命
の
様
相
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、

そ

の

具

体

的

対

策

を

提

案

し

て

い

る(

こ

の

概

略

の

内

容

は

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

ー
 

九
六
五
年
三
月
一
四
日
号
に
紹
介
さ
れ
だ
こ
と
が
あ
る)

。

こ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
は
社
会
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る 

も
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
ミ
ハ
イ
ロ 

・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、

テ

ク

ノP
ジ
ー
の
急
速
な
発
展
を
も
っ
ぱ
ら
批
判
す
る
ば
か
り
の
ヒ 

ニ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
拒
け
、

「
科
学
技
術
の
進
歩
の
合
理
的
な
制
御
、
科
学
技
術
の
否
定
的
で
非
人
間
的
な
結
果
の
実
践
的
な
廃
棄
」 

を
課
題
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。

第
三
に
、
寄
稿
者
全
体
を
通
じ
、

「
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

の
原
点
と
し
て
は
、

『
経

済

学
•

哲
学
草
稿
』

を
は
じ
め
と 

す
る
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
著
作
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、

『
経
済
学
批
判
要
綱
』

や

『
資
本
論
』

と
の
結
び
つ
き
の 

な
か
で
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、

い

わ

ゆ

る

「
後
期
」

か

ら

切

り

離

し

て

「
初
期
」

の

マ

ル

ク

ス

を

讃

美

す

る

「
原
始
マ
ル
ク
ス
主
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監訳者あとがき

義

」

の
誤
り
に
陥
っ
て
い
な
い
点
も
、
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ

し

て

カ

レ

ル

・

共

シ

ー

ク

が

「
人
間
の
哲
学
」

を
人
間
以
外 

の
存
在
に
つ
い
て
の
哲
学
と
結
び
つ
け
る
必
要
を
説
き
、

イ

ワ

ン

・
ス

ヴ
ィ
タ
ー
ク
が
人
間•

社
会
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
の
諸 

成
果
を
包
み
こ
ん
だ
科
学
的
人
間
学
の
必
要
を
説
い
て
い
る
こ
と
も
、

興
味
ぶ
か
い
。

ま
た
フ
ロ
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析 

の

接

点

と

し

て

「
社
会
的
性
格
」

の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、

こ

れ

も

ま

た

新

し

い

意

味

の

「
人
間
の
哲
学
」

を

孽

す

る

手

が
 

か
り
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

*

本
書
は
ア
メ
リ
カ
で
か
な
り
広
い
読
者
の
関
心
を
集
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

貝e N
e
w

 Y
o
r
k

 R
e
e
§
 Sc

ie
nc

e

行S
o

み 

V
i
r
g
i
n
i
a  

K
・

ざR B
邑L

e
貢

m
萍
き
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
書
評
を
掲
載
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
最
も
充
実
し
た
内
容
を
も
っ
と
思
わ 

れ
るG 
•

リ

ヒ

ト

ハ

イ

ム

の

書

評(

貝e

累

題

さ

Ree
搭
所
載)

を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
は
ま
ず
問
う
。 

「
一
つ
の
観
念
が
肉
を
ま
と
っ
て
具
現
し
、

生
活
の
様
式
と
な
る
と
き
、

そ
の
観
念
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
か
。 

同
様
に
ま
た
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
目
標
を
も
つ
運
動
が
政
権
を
掌
握
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
以
来
の
政
治
哲
学
者
た
ち
を
困
惑 

さ
せ
て
き
た
古
来
の
難
問
に
直
面
す
る
と
き
、

こ
の
運
動
に
は
何
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
」

と
。
究
極
的
目
標
を
放
棄
し
修
正
し
て 

妥
協
を
す
る
か
、

そ
れ
と
も
何
ご
と
も
生
じ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
口
を
拭
っ
て
し
ま
う
か
。
世
界
の
偉
大
な
宗
教
の
歴
史
や
ル
ネ 

サ
ン
ス
以
来
の
西
欧
自
由
主
義
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
文
明
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
約
束
あ
る
い
は
救
済
の
約
束
に
も
と
づ
い
て 

い
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
約
束
は
け
っ
し
て
果
た
さ
れ
は
し
な
い
が
、

こ
の
約
束
な
し
に
は
い
か
な
る
進
歩
も
あ
り
え
な
か
っ
た
こ 

と
を
教
え
て
く
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
そ
の
約
束
を
十
分
果
た
し
え
な
か
っ
た
後
の
時
期
に
思
索
し
た 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
懐
疑
主
義
で
も
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
幻
想
を
通
じ
て
現
実
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
共
産 

主
義
は
そ
の
う
ち
で
最
も
新
し
く
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
の
前
置
き
は
、

ま

さ

に

「
懐
疑
的
」

な
態
度
の
表
明
と
も
と
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

マ
ル 

ク

ス

の

思

想

の

現

実

化(

社
会
主
義
革
命
、
社
会
主
義
体
制
の
実
現)

が
な
し
遂
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
妥
協
が
生
じ
、 

新
し
い
疎
外
の
諸
形
態
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
が
、

い
ま
や
再
び
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
原
点
に
遡
り
、

そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、 

こ
の
現
実
の
疎
外
諸
形
態
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
私
に
は
思 

わ
れ
る
。

リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
は
続
い
て
各
論
文
に
つ
き
簡
単
な
紹
介
と
評
価
を
試
み
て
い
る
が
、
彼
が
高
く
評
価
し
て
い
る
の
は
、

マ
ル
ク
ー 

ゼ
、

カ
メ
ン
カ
、

フ
ェ
ッ
チ
ャ
ー
、

リ
ュ
ベ
ル
の
各
寄
稿
、

ポ

ー

ラ
ン
ド
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、

チ

ェ

コ

ス

ロ

ヴ

ァ

キ

ア

の

「
新 

マ
ル
ク
ス
主
義
」
哲
学
者
の
寄
稿
で
あ
り
、
他
に
ア
ー
ベ
ン
ト
ロ 

ー
ト
、

ラ
ッ
セ
ル
、

ト
マ
ス
、

テ
ィ
ト
マ
ス
ら
の
寄
稿
を
と
り
あ 

げ
て
い
る
。

リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
が
本
書
全
体
を
通
じ
重
要
視
し
て
い
る
の
は
、①

東

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
思
想
と
西
側
の
そ
れ
と 

を
比
較
で
き
る
こ
と
、②

東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
想
家
が
ス
タ
ー
リ
ン
や
レ
ー
ニ
ン
か
ら
自
由
に(

全
面
的
と
は
い
え
な
い
が)

思
索 

し
て
い
る
こ
と
、③

東
ヨt

ロ
ッ
パ
で
新
し
い
社
会
組
織
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、④

シ
ャ
フ
の
よ 

う
な
正
統
的
立
場
の
哲
学
者
が
一
般
の
ひ
と
び
と
の
幸
福
や
個
人
の
役
割
に
つ
い
て
論
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、⑤

ー
九
一 

七
年
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
革
命
実
現
以
前
に
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
で
提
起
さ
れ
て
い
た
社
会
主
義
の
思
想
お
よ
び
運
動
の
諸
問
題
は
、

「
近
道
」 

を
提
示
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
革
命
以
後
、
耒
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
究 

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、⑥

イ
タ
リ
ア
が
社
会
主
義
者
と
共
産
主
義
者
と
の
協
同
を
実
現
す
る
場
所
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、

な
ど
で 

あ
る
。

リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
の
視
野
は
や
は
り
ア
メ
リ
カ
風
の
眼
鏡
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
本
書
の
内 

容
を
か
な
り
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
の
う
ち
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
、

レ
オ
ポ
ル
ド
・
セ
ン
ゴ
ー
ル
、

バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ 

ル
、

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
各
論
文
は
、

す
で
に
他
の
と
こ
ろ
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
三
十
三
の
論
文
は
、 

本
書
の
た
め
に
新
た
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

248

E. Fromm (Ed.), Shakaishugi humanizumu 
Vol. 2., Tokyo (Kinokuniyashoten) 1967



監訳者あとがき

本
書
の
邦
訳
が
、

わ

が

国

で

の

「
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
深
め
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
希
い
つ
つ
。

ー
九
六
七
年
六
月
六
日

城

塚

登
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