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ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
―
―
ニ
コ
ス
・
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス（1936-1979

）

の
ば
あ
い
　

〔
序
〕

ニ
コ
ス
・
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
一
九
三
六
年
の
生
ま
れ
、
廣
松
渉
は

一
九
三
三
年
の
生
ま
れ
で
、
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
。
し
か
も
と
も
に
マ
ル
ク
ス

主
義
の
階
級
国
家
論
を
採
り
な
が
ら
、
両
人
の
理
論
内
容
は
大
い
に
異
っ
て
い

る
。
前
項
で
詳
述
し
た
如
く
、
廣
松
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
は
伝
統
的
、
古

典
的
な
色
彩
に
蔽
わ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
の
存
在
な
ど
は
殆
ん
ど
認
め

な
い
に
も
等
し
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
逆
に
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こ
れ
ま
で
不
在
・
不
毛
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主

義
国
家
論
の
重
要
性
を
強
調
し
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
す
べ
て
を
そ
の
学
的

構
築
に
注
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
国
家
論
が
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス

主
義
国
家
論
と
稱
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
故
か
、
一
時
わ
が
国
の
一
部
に

は
そ
れ
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

．
．
．
．
．
．

な
ど
と
喧
伝
す
る

む
き
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
が
私
に
は
当
時
か
ら
と
て
も
そ
う
と
は
思
え
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
、
再
生
・
復
興
に
価
す

る
だ
け
の
政
治
学
な
い
し
国
家
論
な
る
も
の
が
果
し
て
存
在
し
た
の
か
ど
う
か

甚
だ
疑
問
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
問
題
は
そ
の
国
家
論
の
理

論
内
容
で
あ
る
。

プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
の
生
れ
、
主
な
活
躍
の
舞
台
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ

っ
た
。
彼
に
は
多
数
の
著
書
、
論
文
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
お
お
よ
そ
次
の
三

つ
に
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
『
グ
ラ
ム
シ
―
―
サ
ル
ト

ル
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
あ
い
だ
で
。
国
家
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
研
究
の

諸
前
提
』（
一
九
六
五
年
）

（
1
）

、『
資
本
主
義
国
家
の
政
治
権
力
と
社
会
階
級
』

（
一
九
六
八
年
）

（
2
）

お
よ
び
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』（
一
九
七
八
年
）

（
3
）

で

あ
る
。
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
死
後
に
公
表
さ
れ

た
彼
の
政
治
学
研
究
プ
ラ
ン
に
は
、（
１
）
国
家
・
政
治
・
権
力
の
一
般
的
性

格
　
（
２
）
国
家
の
類
型
　
（
３
）
正
常
レ
ジ
ー
ム
と
例
外
レ
ジ
ー
ム
　
（
４
）

国
家
と
国
家
と
の
国
際
関
係
　
（
５
）
権
威
主
義
国
家
　
（
６
）
直
接
民
主
主

義
と
自
主
管
理
　
こ
れ
ら
六
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う（

4
）

。
私
が
本
稿

で
検
討
し
た
い
の
は
最
初
の
国
家
・
政
治
・
権
力
の
一
般
論
で
あ
る
。
そ
れ
が

近
代
国
家
の
最
重
要
な
原
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
あ
っ
た
が
、
も
は
や
「
正
統
マ

ル
ク
ス
主
義
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い（

5
）

」「
誰
ひ
と
り
と
し
て
、
な
に
か
神

聖
不
可
侵
の
ド
グ
マ
や
テ
キ
ス
ト
の
番
人
ぶ
る
こ
と
は
で
き
な
い（

6
）

」、
從
っ
て

自
分
は
「
正
眞
正
銘
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
名
に
お
い
て（

7
）

」
で
は
な
く

．
．
．
．

、「
私
じ

し
ん
の
名
で
書
き
、
語
る
こ
と
に
責
任
を
負
う（

8
）

」
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
こ

と
に
ま
こ
と
に
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。
今
で
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、

あ
ら
た
め
て
強
調
に
価
し
よ
う
。
た
だ
し
そ
の
説
く
所
、
論
説
の
内
容
は
、
極

め
て
極
め
て
晦
渋
の
一
語
に
尽
き
る
。
お
そ
ら
く
誰
し
も
誰
し
も
例
外
な
く
容

易
に
は
そ
れ
を
捕
足
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
と
は
ま
た
そ
の
質

を
異
に
し
た
難
解
さ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
そ
の
哲
学
用
語
・
概
念
の
難
解

性
に
多
く
悩
ま
さ
れ
る
の
だ
が
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
は
む
し
ろ
そ
の
さ
ほ
ど
体

系
的
と
は
い
え
ぬ
叙
述
法
、
例
え
ば
大
幹
た
る
中
心
テ
ー
マ
の
周
囲
に
中
枝
や

ら
小
枝
や
ら
が
そ
れ
こ
そ
叢
生
し
、
そ
の
結
果
肝
心
の
眼
目
の
見
分
け
が
な
か

な
か
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
で
も
言
え
ば
当
た
ら
ず
と
雖
も
遠
か
ら
ず

で
あ
ろ
う
か
。
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
イ
ー
ス
ト
ン
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
不
可
解
な
混

乱（
9
）

、
曖
昧（

10
）

、
不
明
瞭（

11
）

を
し
き
り
に
糾
弾
し
さ
え
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ー
ス
ト

ン
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
ブ
も
、「
そ
の
知
的
生
産
は
け

っ
し
て
読
み
や
す
く
は
な
く
（never

easy
to
read

）
理
解
の
む
ず
か
し
さ

は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
か
「
彼
の
著
作
は
不
可
解
な
言
語
（an

im
p
en
e-

trab
le
lan
g
u
ag
e

）
で
書
か
れ
て
い
る（

12
）

」
と
か
と
し
て
い
る
。
私
自
身
閉
口

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
以
下
多
く
の
長
い
引
用
文
で
も
明
ら
か
と
思
う
。

で
は
な
ぜ
我
々
は
こ
の
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
と
り
あ
げ
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
ジ
ェ
ソ
ッ
ブ
は
、「
そ
の
理
由
と
は
、
彼
は
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家

の
な
か
に
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
内
部
の
実
際
に
重
要
な
諸
問
題
に
立

ち
む
か
い
、
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
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あ
る（

13
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
私
は
む
し
ろ
そ
の
解
答
の
中
味
に
、
つ
ま
り
、
旧

来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
宿
痾
た
る
経
済
主
義
へ
の
批
判
に

発
す
る
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
確
立
へ
の
苦
闘
・
努
力
の
跡
に
求
め
た

い
。
そ
の
上
私
は
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
そ
の
足
跡
を
批
判
的
に
辿
る
中
で
、
い

わ
ば
反
面
教
師
と
し
て
の
彼
の
姿
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
思
う
。

つ
ま
り
経
済
主
義
批
判
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
お
い
て
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
経
済
主
義
批
判
な
る
も
の
が
マ
ル

ク
ス
主
義
の
中
で
果
し
て
可
能
か
ど
う
か
等
。
更
に
こ
の
よ
う
な
疑
義
の
底
に

あ
る
私
の
問
題
意
識
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
は
じ
め

国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
か
ら
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
も
な
く
直

ぐ
そ
の
分
離
を
否
定
し
放
棄
し
、
か
か
る
移
行
過
程
の
中
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
政
治
学
を
構
想
し
そ
の
構
築
に
努
め
た
そ
の
結
果
如
何
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

〔
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
〕

経
済
主
義
批
判
の
対
象
の
最
た
る
も
の
と

し
て
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
挙
げ
る
の
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
終
生

変
ら
な
い
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
よ
れ
ば
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
あ
っ
て
は
、「
国

家
は
、
支
配
階
級
に
よ
っ
て
、
こ
の
階
級
の
支
配
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
道
具
、

機
械
、
工
具
、
装
置
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
階
級
意
志
に
よ
っ
て
思
い
の

．
．
．

ま
ま
に
操
作
し
う
る

．
．
．
．
．
．
．
．

（
傍
点
―
原
文
）
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る（

14
）

」。
彼
は
こ

れ
を
主
意
主
義
・
主
意
論
と
名
づ
け
、
そ
れ
に
お
い
て
「
国
家
は
一
面
的
に
、

階
級
意
志
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
《
抑
圧
力
》
お
よ
び
《
暴
力
の
組
織
化
》

と
み
な
さ
れ
る（

15
）

」
と
す
る
。
私
の
所
謂
国
家
＝
暴
力
説
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
国
家
＝
支
配
階
級
の
支
配
の
た
め
の
機
関
・
道
具
観
を
支
え
て
い
る
の
が
経

済
主
義
だ
と
い
う
。
経
済
主
義
つ
ま
り
経
済
的
土
台
が
政
治
的
上
部
構
造
を
規

定
し
支
配
す
る
と
い
う
一
元
論
。「
こ
う
し
た
国
家
認
識
は
、
そ
れ
じ
た
い
、

上
部
構
造
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
純
粋
に
道
具
論
的
な
考
察
全

体
、
つ
ま
り
ス
タ
ー
リ
ン
に
あ
っ
て
見
事
な
定
式
化
を
み
て
い
る
把
握
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
上
部
構
造
の
領
域
は
そ
の
発
生
お
よ
び
そ
の
固
有
の
有
効
性

．
．
．
．
．
．

（
傍
点
―
原
文
）
の
点
で
《
土
台
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
》
を
構
成
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る（

16
）

」。
国
家
の
主
意
主
義
的
把
握
と
土
台
・
下
部
構
造
の
経
済

主
義
的
把
握
と
は
一
見
「
分
裂
」
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
実
は
「
お
互

い
に
か
わ
る
が
わ
る
補
完
し
あ
う
、
ま
さ
に
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
単
純
な
一

．
．
．
．

元
論
に
帰
着
す
る
他
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

（
傍
点
―
原
文
）

（
17
）

」
と
い
う
。

か
か
る
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
「《
主
意
主
義
＝
経
済
主
義
》
の
こ
う
し
た

不
変
の
理
論
的
構
造（

18
）

」
に
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
対
置
し
た
も
の
こ
そ
若
き
マ
ル

ク
に
よ
る
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
の
理
論
で
あ
る
。
曰
く
「
国
家
に
つ
い

て
の
当
初
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
問
題
設
定
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
マ
ル
ク

ス
が
近
代
の
政
治
的
国
家
を
扱
っ
て
い
る
彼
の
初
期
の
著
作
に
た
ち
帰
り
、
そ

れ
ら
初
期
の
著
作
と
、
と
り
わ
け
土
台
と
上
部
構
造
と
の
間
の
関
連
に
関
す
る

マ
ル
ク
ス
思
想
の
発
展
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
検
討
す

べ
き
で
あ
ろ
う（

19
）

」
と
。
更
に
云
う
。
重
要
な
の
で
、
い
さ
さ
か
長
き
に
失
す

る
が
引
用
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
現
代
国
家
の
政
治
的
諸
構
造
を
構
成
す
る
特
色
は
、
マ
ル
ク

ス
の
青
年
期
の
著
作
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、そ
の
中
で
マ
ル
ク
ス
は
、

現
代
国
家
の
検
討
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離

と
い
う
事
実
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が
わ
れ
わ
れ
に
述
べ
て
い
る
の

は
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
現
代
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
―
―
普
遍
、
、

お
よ
び
一
般
、
、

の

領
域
を
構
成
す
る
―
―
と
市
民
社
会
、
個
別
的
・
私
的
な
経
済
＝
社
会
的
必
要
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と
の
分
離
の
問
題
と
い
う
現
実
の
問
題
を
確
認
―
―
ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
そ
の
他

に
続
い
て
で
あ
る
が
、
ま
た
、
こ
う
し
た
確
認
は
彼
ら
に
あ
っ
て
は
異
な
っ
た

形
で
定
式
化
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
―
―
し
、
そ
の
問
題
を
誤
っ
た
や
り
方
で

解
決
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

20
）

」。

「
政
治
的
国
家
は
、
奴
隷
制
国
家
類
型
お
よ
び
封
建
制
国
家
類
型
の
場
合
の

様
に
、
支
配
的
諸
階
級
な
い
し
諸
分
派
の
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
経
済
＝
社

会
的
諸
利
害
の
力
に
よ
る
単
な
る
確
認
と
し
て
た
ち
現
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
利
害
は
、
国
家
の
客
観
的
諸
構
造
と
の
関
係
の
中
で
、

私
的
諸
利
害
の
《
直
接
的
》
形
態
を
と
っ
て
置
換
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

厳
密
に
政
治
的
な

、
、
、
、
、
、
、

間
接
的
形
態
を
ま
と
い
、
ま
た
、
社
会
全
体
の
総
利
害
を
体

現
す
る
も
の
と
し
て
た
ち
現
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
国
家
じ
し
ん
、
あ
る
特

権
的
《
私
人
》
の
《
公
的
》
支
配
が
成
立
す
る
場
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
普
遍
な
る
も
の
の
表
現
と
し
て
、
ま
た
、
支
配
的
諸
階
級
の
政
治
的
構

成
を
通
し
て
、
総
利
害
の
保
証
人
と
し
て
た
ち
現
れ
て
い
る
。
国
家
の
、
普
遍

化
を
め
ざ
す
政
治
的
諸
構
造
が
現
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
国
家

は
、
相
変
ら
ず
私
的
諸
利
害
の
間
の
諸
矛
盾
の
場
で
あ
る
市
民
社
会
か
ら
分
離

す
る（

21
）

」。

「
こ
う
し
た
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
と
い
う
認
識
は
、
マ
ル
ク
ス
の

《
階
級
的
国
家
》
と
い
う
認
識
へ
と
行
き
着
く
彼
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ず
っ
と
マ
ル
ク
ス
思
想
の
通
奏
音
を
な
し
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
後
の
著
作
に

お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
《
分
離
》
の
科
学
的
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
も
は
や
こ
の
《
分
離
》
は
類
と
し
て
の
人
間
の
《
疎
外
》
の

結
果
と
し
て
―
―
本
質
か
ら
分
離
さ
れ
た
現
象
と
し
て
―
―
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
特
定
の
生
産
様
式
か
ら
発
生
す
る
、
政
治
的
国
家
の
客
観
的
諸

、
、
、
、

構
造
、
、

の
特
有
の
実
体
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
く
。《
階
級
的
国
家
》
と
い
う
認

識
は
、
こ
う
し
た
国
家
と
市
民
社
会
と
の
区

別

視

デ
イ
ス
タ
ン
シ
ア
シ
オ
ンを
決
し
て
廃
す
る
こ
と
な

く
、
こ
の
区
別
視
の
内
部
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス

は
、
あ
る
社
会
的
階
級
の
特
殊
な
諸
利
害
、
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
か
ら
《
分

離
さ
れ
た
》
国
家
の
客
観
的
諸
構
造
が
照
応
し
て
い
る
諸
利
害
が
、
ど
の
よ
う

に
特
別
に
政
治
的
構
造
化
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
の
構
造
の
特
殊
性
は
、
国
家
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
、《
普
遍
な
る

も
の
》
の
中
で
私
的
諸
利
害
の
和
解
を
実
際
に
実
現
す
る
、
と
い
う
事
実
の
う

ち
に
あ
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
的
な
、
し
か
し
《
形
式
的
》

か
つ
《
抽
象
的
》
な
普
遍
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
普
遍
性
の
《
抽

象
性
》
お
よ
び
《
形
式
性
》
を
科
学
的
に

、
、
、
、

規
定
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
つ

ま
り
、
現
代
国
家
の
普
遍
化
構
造
が
も
つ
抽
象
的
か
つ
形
式
的
諸
性
格
は
、
そ

れ
じ
た
い
、
政
治
的
《
疎
外
》
を
構
成
す
る
諸
特
色
と
し
て
、
ま
た
、
国
家
の

《
具
体
的
》
本
質
の
《
抽
象
的
》
現
象
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

特
殊
な
現
実
的
構
造
の
諸
特
徴
と
し
て
、
土
台
の
客
観
的
与
件
に
還
元
さ
れ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
国
家
の
厳、

密
な
意
味
で
の
政
治
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
格
は
、
マ
ル
ク
ス
の
そ
の
後
の
著
作
に
お
い
て
は
、

客
観
的
な
構
造
化
諸
要
因
を
な
す
諸
価
値
の
特
殊
な
総
体
が
ま
と
う
普
遍
性
に

よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
＝
交
換
主
義
的
社
会
構
成
体
を
特
徴
づ
け
る
生
産
様
式

の
特
殊
《
類
型
》
か
ら
胚
胎
さ
れ
る
国
家
の
諸
制
度
と
い
う
政
治
的
上
部
構
造

と
土
台
と
の
間
の
特
殊
な
調
停
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
《
諸
価
値
》

の
総
体
は
、
た
だ
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
正
当
化
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
現
代
の
代
議
制
国
家
の
客
観
的
諸
構
造
の
潜
勢
条
件
と
し
て
の
機

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

四

（6）
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能
を
も
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
構
造
じ
た
い
、
資
本
主
義
的
＝
交
換
主
義
的

社
会
の
土
台
の
座
標
の
潜
勢
的
諸
条
件
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、

形
式
的
か
つ
抽
象
的
な
自
由
お
よ
び
平
等
と
い
う《
普
遍
的
》諸
価
値
で
あ
る

（
22
）

」。

か
く
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
な
ど
と
は
全
く
異
な
り
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
ロ
ッ
ク
、

カ
ン
ト
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
批
判
的
に
摂
取
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
止
揚
し
て
近
代

に
お
け
る
国
家
の
公
的
普
遍
性
と
市
民
社
会
の
私
的
特
殊
性
と
の
原
理
的
分
離

に
注
意
を
喚
起
し
た
と
述
べ
て
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
初
期
マ
ル
ク
ス
の
所
説
の

大
い
な
る
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
問
題
は
そ
の
分
離
．
．

の
意
味
で
あ
る
。再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

私
は
そ
れ
を
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
重
性
、
矛
盾
・
対
立
と
相
互
依
存
・
統

一
の
弁
証
法
的
関
係
と
理
解
す
る
の
だ
が
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
は
分
離
の
叙
述

は
あ
る
が
分
離
の
論
理
は
不
明
で
あ
る
。
先
ず
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
こ
う
云
う
。

「
現
代
国
家
は
、
社
会
全
体
の
総
利
害
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
、《
国
民

ナ
シ
オ
ン

》
と

い
う
こ
の
《
政
治
団
体

コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
イ
ク
》
を
実
体
化
す
る
も
の
と
し
て
た
ち
現
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
現
代
国
家
は
こ
う
し
て
、
他
の
国
家
諸
類
型
と
の
関
連
で
、
あ
の
基
本
的

特
殊
性
を
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
な
る
も
の
お
よ
び
一
般
的
な
る
も
の
の
領
域
と

し
て
現
れ
る
と
い
う
特
殊
性
、
諸
個
人
＝
政
治
的
人
格
の
《
普
遍
的
》
共
同
体

へ
の
統
合
を
妨
げ
る
自
然
的
位
階
か
ら
彼
ら
を
解
き
放
つ
と
い
う
特
殊
性
を
帯

び
て
い
る（

22
）

」
…
…
…
…
…
「
支
配
の
構
造
は
も
は
や
《
支
配
的
諸
階
級
の
経

済
＝
社
会
的
諸
利
害
＋

プ
ラ
ス

抑
圧
の
国
家
》
と
い
う
不
変
構
造
で
は
な
く
、
階
級

的
国
家
で
あ
り
続
け
つ
つ
も
、
社
会
の
形
式
的
か
つ
抽
象
的
な
《
総
利
害
》
を

代
表
す
る
と
い
う
現
実
的
機
能
を
も
同
時
に
担
う
政
治
的
国
家
と
の
関
連
で
そ

れ
ら
の
利
害
が
ま
と
う
べ
き
普
遍
的
か
つ
仲
介
的
形
態
に
照
応
し
て
い
る
。
封

建
型
あ
る
い
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
型
の
経
済
＝
職
能
的
国
家
に
お
い
て
は
、
支
配
的

諸
階
級
の
経
済
＝
社
会
的
諸
利
害
は
、
そ
の
ま
ま
、
経
験
的
直
接
性
の
う
ち
に
、

ま
さ
に
架
空
の
《
正
当
化
》
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
与
え
ら
れ
た
、
国
家
＝

力
フ
オ
ル
スに
よ
る
確
認
を
得
る
。
つ
ま
り
、
市
民
社
会
と
国
家
、
経
済
と
政
治
は
、

国
家
が
軍
国
主
義

カ
ポ
ラ
リ
ザ
シ
オ
ン

化
お
よ
び
社
会
に
対
す
る
《
直
接
的
》
支
配
を
通
じ
て
支
配

的
諸
階
級
の
《
私
的
》
な
経
済
＝
職
能
的
諸
利
害
を
押
付
け
る
限
り
に
お
い
て
、

密
接
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
現
代
国
家
は
、
支
配

的
諸
階
級
の
厳
密
な
意
味
で
の
政
治
的
諸
利
害
に
照
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
れ
ら
の
階
級
の
経
済
＝
社
会
的
諸
利
害
は
、
こ
の
国
家
の
《
普
遍
化
を
め

ざ
す
》
客
観
的
諸
制
度
と
の
関
係
に
お
い
て
、『
普
遍
的
発
展
、
す
べ
て
の

《
国
民
的
》
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
展
の
推
進
力
と
み
な
さ
れ
、
示
さ
れ
て
い
る（

23
）

』

の
で
あ
る
。」
と
。

近
代
国
家
は
階
級
国
家
で
あ
り
続
け
て
も
、
前
近
代
の
よ
う
に
支
配
階
級
の

私
的
な
経
済
的
利
害
を
身
分
制
と
力
に
よ
り
公
的
に
押
し
つ
け
る
直
接
支
配
と

は
異
な
り
、
普
遍
的
・
一
般
的
な
国
民
国
家
つ
ま
り
間
接
的
政
治
支
配
の
政
治

的
国
家
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
近
代
国
家
が
、
階
級

国
家
に
し
て
且
つ
普
遍
的
な
い
わ
ば
超
階
級
的
法
治
国
家
で
あ
る
と
い
う
特
有

の
矛
盾
的
二
重
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
ス

タ
ー
リ
ン
主
義
の
如
き
経
済
主
義
的
・
道
具
主
義
的
な
国
家
把
握
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
う
は
云
い
な
が
ら
も
一
方
で
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
こ
の
よ
う
に
断
言
す

る
。「
さ
ま
ざ
ま
の
私
的
利
害
の
和
解
と
そ
れ
ら
の
矛
盾
の
綜
合
に
基
礎
を
置

く
、
国
家
の
普
遍
性
は
ひ
と
つ
の
幻
想
で
し
か
な
く
、
ま
た
、
市
民
社
会
に
対

す
る
現
実
の
地
位
お
よ
び
機
能
と
で
は
な
く
、
こ
の
市
民
社
会
特
有
の
座
標
―

―
具
体
的
諸
個
人
―
―
の
疎
外
的
抽
象

、
、
、
、
、

と
相
関
を
も
つ
《
虚
偽
》
の
形
式
で
し

か
な
い
。
現
代
国
家
の
政
治
的
普
遍
性
は
、《
完
全
な
政
治
的
超
実
体
化
行
為
》、
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《
忘
我
》、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
民
社
会
が
そ
れ
じ
た
い
市
民
社
会
と
し
て
分
離
す

る
行
為
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
国
家
と
し
て
の

、
、
、
、
、
、

国
家
の
抽
象
化

は
も
っ
ぱ
ら
現
代
に
属
し
て
お
り
、
…
…
政
治
的

、
、
、

国
家
の
抽
象
化
は
現
代
の
産

物
で
あ
る
』。
し
た
が
っ
て
現
代
国
家
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
私
的
諸
利
害

に
照
応
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
さ
し
く
自
己
の
姿
を
く
ら
ま
す
《
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
》
投
射
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
利
害
の
領
域
で
あ
る
、
と
《
自
称
》
し
て

い
る
の
で
あ
る（

24
）

」
と
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
普
遍
性
な
る
も
の
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
幻
想
で
あ
り
忘
我
で
あ
り
自
称
に
過
ぎ
な
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
私
的
利
害
を
隠
す
虚
妄
と
欺
瞞
の
体

系
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
れ
で
は
折
角
の
国
家
的
普
遍
性
の
指
摘
も
そ
れ

だ
け
の
こ
と
、
単
な
る
ヴ
ェ
ー
ル
に
終
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
思
う
に
彼
は
一
方
で
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的

経
済
主
義
を
激
し
く
批
判
し
つ
つ
も
、
他
方
で
依
然
、
土
台
―
上
部
構
造
論
つ

ま
り
市
民
社
会
が
国
家
を
規
定
す
る
と
い
う
思
考
か
ら
離
れ
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
事
実
例
え
ば
彼
は
次
の
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
き
わ
め
て
肯
定
的
に
引
用

し
て
い
る
。「
土
台
に
お
け
る
実
践
（B

asis-A
rb
eit

）
と
上
部
構
造
に
お
け

る
実
践
（Ü

b
erb
au
-A
rb
eit

）
と
の
間
の
関
係
は
、
二
義
的
な
も
の
と
し
て

の
後
者
が
同
時
に
調
整
原
理
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
あ
る（

25
）

」

と
。
調
整
機
能
を
代
表
し
て
る
と
は
い
え
、
明
ら
か
に
国
家
は
土
台
に
対
し
て

二
義
的
存
在

．
．
．
．
．

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
に
も
な
る
。

「
市
民
社
会
の
原
子
的
分
解
こ
そ
ま
さ
に
、
現
代
国
家
の
可
能
条
件
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
国
家
は
、
こ
う
し
た
分
子
化
に
基
礎
を
置
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
経
済
＝
社
会
的
規
定
か
ら
分
離
さ
れ
た
諸
個

人
＝
政
治
的
人
格
と
し
て
の
人
間
＝
被
統
治
者
た
ち
を
政
治
的
に
籠
絡
す
る
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
る
抽
象
化
お
よ
び
形
式
性
に
よ
っ
て
し
か
普
遍
な
る
も
の

の
領
域
へ
と
到
達
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
市
民
社
会
か
ら
分
離
す
る
の
で
あ
る

（
26
）

」。

市
民
社
会
に
お
け
る
経
済
的
・
社
会
的
支
配
階
級
が
、
被
統
治
者
・
一
般
大

衆
を
「
政
治
的
に
籠
絡
す
る
（
う
ま
く
言
い
く
る
め
て
他
人
を
自
分
の
思
う
通

り
に
す
る
）
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
」
た
め
に
、
具
体
的
な
市
民
社
会
的
存

在
か
ら
抽
象
的
・
形
式
的
な
法
的
、
政
治
的
人
間
の
領
域
た
る
国
家
を
分
離
し

た
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
で
は
自
由
・
平
等
の
人
権
、
権
力
分
立
等
の

近
代
に
お
け
る
人
間
の
政
治
的
解
放
は
す
べ
て
先
述
の
如
き
欺
瞞
の
体
系
に
な

っ
て
し
ま
う
。
な
る
ほ
ど
結
果
論
と
し
て
は
か
か
る
事
も
現
実
に
否
定
す
べ
く

も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
国
家
と
市
民
社
会
と
の
近
代
的
分
離
の
論
理
だ
と
は

決
し
て
云
え
ぬ
。

そ
れ
で
も
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
国
家
的
普
遍
性
の
中
に
含
ま
れ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
性
の
重
要
性
を
力
説
す
る
。
要
点
は
具
体
的
に
国
家
の
暴
力
と
同
意
と
の
関

係
で
あ
る
。
曰
く
、「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
の
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
被
支

配
的
諸
階
級
に
対
す
る
政
治
的
権
力

、
、
、
、
、

の
特
殊
な
性
格
、
つ
ま
り
政
治
的
権
力
が

結
晶
化
す
る
強
制
的
諸
関
係
に
連
接
し
た
《
同
意
》
的
諸
関
係
の
性
格
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
が
諸
上
部
構

造
と
土
台
と
の
間
の
諸
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
概
念
構
成
の
ゆ
え

に
、
こ
の
概
念
は
当
初
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
理
解
―
―
こ
れ
は
一
度
と
し

て
こ
の
国
家
と
い
う
機
関
を
単
な
る
《
抑
圧
力
》
や
、《
暴
力
手
段
あ
る
い
は

暴
力
装
置
》、
階
級
意
志
の
心
理
＝
社
会
的
形
式
を
ま
と
っ
た
派
生
物
た
る

《
物
理
的
》
圧
制
に
還
元
し
た
こ
と
は
な
い
―
―
を
受
け
継
い
で
い
る
限
り
に

お
い
て
、
説
明
可
能
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
《
力
》
お
よ
び
《
暴
力
》

と
い
う
要
素
は
、
階
級
に
分
裂
し
、
搾
取
に
基
づ
い
て
い
る
社
会
の
中
で
の
社

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

六
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会
生
活
総
体
の
一
般
的
で
区
別
な
い
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
要
素

は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
特
殊
な
上
部
構
造
の
領
域
の
形
成
過
程
、
特
殊
性
お
よ

び
固
有
の
有
効
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

じ
っ
さ
い
、
力、
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
現
代
国
家
の
う
ち
に
は
、
国
家

そ
の
も
の
の
出
現
以
来
始
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
過
程
の
結
末
が
、
つ
ま
り
、
市
民

社
会
と
国
家
と
の
現
代
的
分
離
と
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
結
末
が

認
め
ら
れ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン
が
ま
さ
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

国
家
の
出
現
は
、
自
分
自
身
を
武
力
と
し
て
組
織
す
る
集
団
と
は
も
は
や
一
致

し
な
い
《
警
察
力
》
機
関
の
形
成
に
照
応
し
て
い
る
。
組
織
さ
れ
た
物
質
的
暴

力
行
使
の
こ
う
し
た
国
家
の
手
中
へ
の
集
中
は
、
こ
の
暴
力
を
独
占
し
て
い
る

現
代
国
家
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る（

27
）

」。
し
か
し
、「
こ
の
国
家
の
客

観
的
諸
制
度
は
力
関
係
に
《
由
来
》
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
組
織
さ
れ

た
暴
力
の
独
占
は
政
治
的
国
家
の
出
現
に
照
応
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に

お
い
て
《
法
律
国
家
》
の
特
殊
な
諸
構
造
を
媒
介
と
し
て
現
れ
る
。
こ
う
し
た

暴
力
の
独
占
、
そ
し
て
暴
力
の
行
使
が
帯
び
る
具
体
的
諸
形
態
は
じ
じ
つ
、
そ

れ
ら
じ
た
い
、《
自
由
＝
隷
従
》、《
平
等
＝
不
平
等
》
と
い
う
現
代
の
政
治
的

諸
関
係
―
―
こ
れ
ら
の
関
係
の
う
ち
に
、
現
代
的
諸
制
度
と
い
う
一
般
的
枠
組

の
内
部
で
の
今
日
の
階
級
的
搾
取
が
位
置
し
て
い
る
―
―
を
前
提
と
し
て
い

る
。
か
く
し
て
今
日
の
《
政
治
的
》
支
配
の
諸
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル

に
お
い
て
、
法
律
国
家
の
《
合
憲
的
》
暴
力
と
い
う
暴
力
の
特
殊
な
形
態
を

《
ま
と
っ
た
》
同
意
と
指
導
の
諸
関
係
と
し
て
た
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
直
接
的
な
抑
圧
の
諸
関
係
は
、
政
治
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
諸
関

係
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
階
級
の
形
成
に
照
応
す
る
国
家
に
お

い
て
は
じ
っ
さ
い
、
客
観
的
諸
制
度
は
《
市
民
》
の
あ
る
種
の
《
同
意
》
―
―

こ
れ
じ
た
い
強
制
と
い
う
鎧
を
つ
け
て
い
る
―
―
な
く
し
て
は
機
能
し
え
な

い
。
こ
の
同
意
は
、
国
家
に
よ
る
搾
取
の
被
支
配
的
諸
階
級
に
対
す
る
具
体
的

表
現
―
―
階
級
的
＝
人
民
＝
代
表
制
か
ら
な
る
―
―
で
し
か
な
い
の
で
あ
る（
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」

と
。
近
代
国
家
で
は
、
暴
力
自
体
も
法
治
国
家
に
お
け
る
合
法
的

．
．
．

暴
力
つ
ま
り

同
意
と
指
導
の
関
係
と
し
現
わ
れ
る
と
い
う
の
だ
。
明
ら
か
に
こ
こ
で
は
暴
力

よ
り
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
更
に
彼
は
こ
の
暴
力

と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
の
関
係
か
ら
近
代
に
お
け
る
政
治
権
力
の
矛
盾
に
も
言
及
し

て
い
る
。「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
領

域
に
お
い
て
、
今
日
の
政
治
的

、
、
、

階
級
搾
取
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
矛
盾
的
な
こ

れ
ら
の
ま
と
ま
り
、
す
な
わ
ち
、
指
導
＝
支
配
、
組
織
化
＝
力
、
正
統
性
＝
暴

力
、
同
意
＝
強
制
と
い
っ
た
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
限
り
に
お
い
て
、
重
大
な
機
能
を
帯
び
て
い
る
。
…
…
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
、

市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
に
支
配
さ
れ
て
い
る
社
会
の
中
で
の
《
政
治
的
権

力
》
一
般
が
も
つ
こ
れ
ら
の
矛
盾
的
性
格
が
実
際
に
帯
び
る
具
体
的
諸
形
態
の

検
討
が
可
能
と
な
る
。
し
か
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
目
標
の
も
つ
重
要
性
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
社
会
学
お
よ
び
政
治
学
が
か
か
え
る
根

本
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
組
織
化
、
同
意
、
指
導
等
々
の
形
式
的

特
徴
に
よ
っ
て
、
政
治
的
権
力
の
特
殊
性
お
よ
び
、
諸
階
級
に
分
裂
し
た
社
会

に
お
け
る
《
政
治
的
権
力
》
す
べ
て
が
も
つ
階
級
的
支
配
と
い
う
性
格
を
再
び

問
題
と
し
う
る
《
権
力
》
概
念
、
と
り
わ
け
《
権
威
》
概
念
―
―
国
家
に
適
用

さ
れ
た
り
、
非
制
度
的
な
《
人
間
諸
関
係
》
に
適
用
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
双

方
に
適
用
さ
れ
た
り
す
る
―
―
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か（

29
）

」

と
。政

治
権
力
は
、
指
導
と
支
配
、
組
織
化
と
力
、
正
統
性
と
暴
力
、
同
意
と
強
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制
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
的
統
一
、
弁
証
法
的
存
在
だ
と
正
鵠
を
射
た
言
明
を
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
視
点
か
ら
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
彼
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を

学
ん
だ
師
グ
ラ
ム
シ
を
批
判
す
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
暴
力
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
関
係

を
、
両
者
の
矛
盾
的
統
一
で
は
な
く
そ
の
算
術
的
相
補
関
係
と
し
て
説
き
、
ま

た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
よ
り
は
暴
力
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の

点
に
つ
い
て
み
れ
ば
グ
ラ
ム
シ
の
誤
り
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を
規
定
し
よ
う

と
し
、
現
代
社
会
の
支
配
と
搾
取
の
諸
構
造
の
中
で
、
国
家
お
よ
び
《
法
的
》

政
府
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
、
要
す
る
に
、
政
治
的
国
家
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的

な
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
で
は
な
く
、
政
治
学
か
ら
借
用
し
た
用
語

で
あ
る
政
治
社
会
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
直
接
的
な
支
配
権
力

、
、
、
、
、
、
、
、

―
―
力
と
強
制

、
、
、
、

―
―
と
、
知
的
・
道
徳
的
指
導
お
よ
び
組
織
化

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

＝
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
間
接
的
権
力

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
を
原
則
的
に
区
別
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
後
者
の
間
接

的
権
力
は
、
ふ
つ
う
《
私
的
》
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
諸
組
織
―
―
教
会
、

教
育
、
文
化
的
諸
制
度
そ
の
他
―
―
総
体
を
媒
介
に
市
民
社
会
の
中
で
行
使
さ

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
搾
取
を
行
う
権
力
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
性
格
の
重

要
性
を
識
別
し
え
た
と
は
い
え
、
グ
ラ
ム
シ
は
い
ぜ
ん
国
家
を
《
強
制
お
よ
び

暴
力
の
道
具
》
と
す
る
叙
述
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
解
に
執
着
し
て
い
た
た

め
に
、
こ
の
権
力
の
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
を
相
補
的
な
諸
関
係
を
き
り
結
ぶ
も

の
と
し
て
し
か
捉
え
え
な
か
っ
た
。
…
…
グ
ラ
ム
シ
は
、
か
な
り
曖
昧
な
用
語

で
あ
る
こ
の
相
補
的
関
係
を
、《
政
治
的
権
力
》
と
し
て
の
支
配
の
権
力
の
今

日
に
お
け
る
特
殊
な
構
成
の
内
部
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
支
配
の
権

力
の
さ
ま
ざ
ま
の
相
―
―
主
要
な
相
、
二
義
的
な
相
―
―
の
う
ち
に
位
置
付
け

た
の
で
は
な
い
。
グ
ラ
ム
シ
は
じ
っ
さ
い
、《
政
治
的
》
権
力
を
制
度
的
な
政

治
的
権
力
＝
力
と
非
制
度
的
な
政
治
的
権
力
＝
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
に
区
分
し
、
か

く
し
て
《
政
治
》
の
特
殊
性
を
解
体
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度
的
権
力
の

諸
構
造
に
適
用
さ
れ
る
に
せ
よ
、
非
制
度
的
な
政
治
的
諸
関
係
に
適
用
さ
れ
る

に
せ
よ
、《
政
治
》
と
い
う
用
語
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
固
有
の
理
論
的
＝
実

践
的
特
殊
性
―
―
こ
れ
じ
た
い
、
今
日
の
社
会
構
成
体
の
《
支
配
》
の
権
力
の

座
標
軸
の
矛
盾
的
統
一
体
に
還
元
さ
れ
る
―
―
し
か
も
ち
え
な
い（
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」
と
。

異
議
な
し
と
云
う
べ
き
か
。
か
か
る
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
と
っ
て
、
近
代
国
家

は
す
ぐ
れ
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家

．
．
．
．
．
．
．

で
は
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
国
家
と
先
述
し
た
幻
想
・
忘
我
・
自
称
の
欺
瞞
の
体
系
と
の
関
係
は
ど

う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
理
解
に
苦
し
む
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
近
代

国
家
に
お
け
る
欺
瞞
・
虚
妄
と
普
遍
性
と
の
矛
盾
の
社
会
科
学
的
な
解
明
が
問

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
の
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
近
代
国
家
論
は
、
最
初
の
『
グ
ラ

ム
シ
―
―
サ
ル
ト
ル
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
あ
い
だ
で
。
国
家
に
お
け
る
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
の
研
究
の
諸
前
提
』
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
未
だ
曲
り
な
り

に
も
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

大
前
提
は
わ
ず
か
二
年
後
の
『
政
治
権
力
と
社
会
階
級
』
で
あ
っ
さ
り
放
棄
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
の
放
棄
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
に
譲
る
と
し
て
、
プ
ー
ラ

ン
ザ
ス
は
こ
の
著
書
で
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を
わ
れ
わ
れ
は
…
…
国
家
に
適
用

し
な
い（

31
）

」
と
断
言
す
る
に
至
る
。
つ
ま
り
、
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
の
放

棄
イ
コ
ー
ル
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
の
放
棄
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
『
国

家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
に
お
い
て
更
に
疑
問
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
確
に
そ

の
姿
を
現
わ
す
。
も
は
や
そ
こ
で
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
概
念
、
用
語
す
ら
見

あ
た
ら
な
い
。
国
家
の
公
的
普
遍
性
の
表
現
と
し
て
代
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
法

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
近
代
国
家
は
普
遍
的
、
抽
象
的
な
法
な
く
し
て
は
存
在
し
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な
い
の
は
確
か
だ
。
だ
が
国
家
は
暴
力
な
し
に
も
存
立
し
え
な
い
。
ど
こ
ろ
か

．
．
．
．

、

暴
力
は
法
の
上
を
行
く
、
と
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
云
う
。
明
ら
か
に
ア
ク
セ
ン
ト

は
法
よ
り
は
暴
力
に
移
り
、
し
か
も
先
に
見
た
正
統
性
と
暴
力
、
同
意
と
強
制

と
の
矛
盾
的
統
一
は
消
え
て
無
く
な
っ
て
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
よ
る
そ
の

若
干
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。「
近
代
の
権
力
・
支
配
は
、
も
は
や
物
理
的
暴
力

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
の
が
、
今
は
や
り
の

幻
想
で
あ
る
。
た
と
え
物
理
的
暴
力
が
、
日
常
的
な
権
力
行
使
の
中
で
、
以
前

と
同
じ
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
暴
力
は
相
変

わ
ら
ず
、
い
や
以
前
に
も
ま
し
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
国
家

に
よ
る
暴
力
の
独
占
こ
そ
が
、
そ
の
内
部
で
は
同
意
を
形
成
す
る
多
様
な
手
続

き
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
支
配
の
諸
形
態
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

…
…
物
理
的
暴
力
は
、
単
に
同
意
と
も
た
れ
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
同
意
と
物
理
的
暴
力
と
は
、
同
意
の
増
加
が
暴
力
の
減
少
に
照

応
す
る
よ
う
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
、
等
質
で
測
定
可
能
な
二
つ
の
量
と
し
て

存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
暴
力
＝
テ
ロ
ル
が
常
に
決
定
的
な
位
置
を
占
め
る
の

は
、
単
に
そ
れ
が
予
備
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
危
機
的
な
状
況
に
し

か
公
然
と
現
れ
な
い
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
物
理

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
暴
力
は

、
、
、
、

、
常
に
権
力
の
諸
技
術
と
同
意
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
基
礎
を
構
成
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
お
り

、
、
、

、
ま
た
そ
れ
は

、
、
、
、
、

、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
か
つ
規
律
の
機
構
の
網
目
ス
ク
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ー
ン
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
お
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、暴
力
が
直
接
に
行
使
さ
れ
な
い
時
で
さ
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

支
配
が
い
き
わ
た
っ
て
い
る
社
会
体
の
物
質
性
を
形
作
っ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る

（
32
）

」。

「
い
か
な
る
国
家
も
法
律
と
共
通
す
る
本
質
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ

ゆ
え
法
律
は
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
法
律
以
前
に
存
在
す
る
純
粋
な
強
力
と

し
て
の
国
家
に
よ
る
功
利
主
義
的
創
造
物
で
は
な
い
と
し
て
も
、国
家
こ
そ
が
、

階
級
に
分
裂
し
た
社
会
に
お
い
て
、
ま
さ
に
国
家
の
合
法
的
暴
力
と
い
う
側
面

の
下
で
、
要
す
る
に
強
力
や
物
理
的
抑
圧
の
所
有
者
と
し
て
、
常
に
法
律
に
優

越
し
て
い
る
の
で
あ
る（

33
）

」。「
明
白
な
こ
と
は
、
国
家
の
活
動
、
役
割
、
そ
し

て
場
所
は
、
法
あ
る
い
は
法
的
規
定
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
…
…

（
ａ
）
国
家
の
活
動
お
よ
び
そ
の
具
体
的
作
動
は
、
法
律
＝
規
範
の
形
態
を

常
に
と
っ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
つ
ま
り
、
法
的
体
系
化
お
よ
び
法
秩

序
を
免
れ
て
い
る
国
家
の
諸
実
践
・
諸
技
術
の
総
体
が
絶
え
ず
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
諸
実
践
・
諸
技
術
が
《
無
秩
序

ア

ノ

ミ

ク

》
で
あ
り
、

強
い
意
味
で
専
制
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
な
く
て
、
法
秩
序
と
は
相
対
的
に
異
な
っ
た
論
理
に
、
つ
ま
り
、
階
級
闘
争

に
お
け
る
諸
階
級
間
の
力
関
係
の
論
理
―
―
法
律
は
距
離
を
お
い
て
、
し
か
も

種
別
的
な
記
録
簿
の
上
で
こ
の
論
理
を
承
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
―
―
に
従

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
ｂ
）
国
家
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
法
律
の
外
部
で
行
動
す
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
じ
し
ん
の
法
律
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
制
定
し
た

法
律
＝
規
範
に
違
反
し
て
活
動
す
る
。
い
か
な
る
法
体
系
も
そ
の
多
岐
性
そ
の

も
の
の
中
で
は
、
国
家
が
組
織
す
る
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
変
数
と
し
て
描
か
れ

て
お
り
、
国
家
＝
権
力
が
自
分
じ
し
ん
の
法
律
の
無
視
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ

は
国
家
理
由

、
、
、
、

raison
d
'

É
tat

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で

は
、
合
法
性
が
非
合
法
性
と
い
う
《
付
属
物
》
に
よ
っ
て
絶
え
ず
補
強
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
非
合
法
性
は
、
常
に
国
家
が
設
定

し
た
合
法
性
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

…
…
最
後
に
、
国
家
に
よ
る
自
分
じ
し
ん
の
法
律
に
対
す
る
純
然
た
る
侵
害
に
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つ
い
て
は
語
る
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
侵
害
も
ま
た
、
荒
々
し
い
違
反
の
よ

う
に
み
え
よ
う
と
も
（
あ
ら
か
じ
め
法
律
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
の
だ
か
ら
）、
や
は
り
国
家
の
構
造
的
作
動
そ
の
も
の
の
一
部
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
国
家
も
、
そ
の
制
度
的
骨
格
に
お
い
て
、
同
時
に

法
に
従
っ
て
、
か
つ
法
に
違
反
し
て
機
能
す
る
（
そ
し
て
、
支
配
的
諸
階
級
が

機
能
す
る
）
よ
う
に
組
織
さ
れ
る
。
国
家
の
機
構
全
体
の
援
助
の
下
に
行
な
わ

れ
る
支
配
的
諸
階
級
の
違
法
行
為
の
確
率
が
、国
家
機
構
の
中
で
予
想
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
組
込
ま
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
多
く
の
法
律
は
、
ま
さ

に
法
律
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う（

34
）

」。「
結
局
の

と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
階
級
《
独
裁
》
で
あ
る
、
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
言

葉
を
ま
さ
に
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
通
常
理
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
を
超
越
し
た
権
力

と
い
う
意
味
―
―
こ
こ
で
は
、
法
律
と
い
う
用
語
は
暴
力
お
よ
び
強
力

フ
オ
ル
ス

と
対
立

し
た
も
の
と
し
て
普
通
の
意
味
に
と
ら
れ
て
い
る
―
―
で
理
解
し
て
は
な
ら
な

い
。
国
家
は
、
い
か
に
独
裁
的
な
国
家
で
あ
ろ
う
と
、
法
な
し
に
は
存
在
し
な

い
し
、
ま
た
、
法
律
お
よ
び
合
法
性
の
存
在
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
野
蛮

あ
る
い
は
専
制
を
妨
げ
た
こ
と
は
一
度
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
。《
独
裁
》
が
、

合
法
性
お
よ
び
非
合
法
性
の
、
し
た
が
っ
て
非
合
法
性
に
よ
っ
て
穴
を
あ
け
ら

れ
た
合
法
性
の
単
一
の
機
能
的
秩
序
と
し
て
す
べ
て
の
国
家
は
組
織
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
こ
そ
ま
さ
に
、

マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

35
）

」。

も
し
仮
り
に
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
暴
力
と
法
と
の
、
強

力
と
同
意
と
の
対
立
・
矛
盾
と
相
互
依
存
・
相
互
滲
透
の
二
重
構
造
の
弁
証
法

的
論
理
に
お
い
て
把
握
す
る
と
す
れ
ば
、
肯
定
で
き
る
所
が
決
し
て
無
い
わ
け

で
は
な
い
。
だ
が
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
場
合
に
は
、
暴
力
の
一
方
的
優
位
の
上
に
、

法
的
普
遍
性
は
そ
の
暴
力
の
從
属
的
下
位
存
在
に
墮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
国
家
＝
暴
力
説
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
国
家
論
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
い
、
か
な
り
暴
力
説
寄
り
と
な
っ
て
い
る

と
云
え
よ
う
。
先
の
グ
ラ
ム
シ
批
判
は
一
体
そ
も
誰
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

ま
る
で
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
国
家
バ
イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
移
行
し
た
か
の
如

く
で
は
あ
る
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
彼
は
、
遂
に
は
否
定
さ
る
べ
き

国
家
暴
力
（
の
優
位
）
を
い
つ
で
も
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
彼
の
基
本
的

な
市
民
社
会
バ
イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
動
か
な
い
。
た
だ
彼
は
国
家
理
性

raison
d
'

É
tat

の
現
存
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
論
描
写
し
た
の
だ
。

し
か
し
私
は
そ
れ
を
採
ら
な
い
。暴
力
と
同
意
と
の
矛
盾
的
統
一
に
つ
い
て
は
、

と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
（
１
）」
東
経
大
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〔
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
の
放
棄
〕

こ
の
よ
う
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
バ
イ
ア
ス
的
国
家
観
か
ら
暴
力
バ
イ
ア
ス
的
国
家

観
へ
の
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
変
貌
は
、
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
の
放
棄
と
共
に

顕
著
に
な
る
。
し
か
し
実
は
そ
の
根
、
萌
芽
は
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
を
力

説
し
て
い
た
初
期
か
ら
す
で
に
腰
を
据
え
て
い
た
の
で
あ
る
。何
を
か
く
そ
う
、

そ
れ
は
先
述
し
た
〈
土
台
―
上
部
構
造
〉
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
ブ
ハ
ー
リ
ン
を

引
用
し
た
彼
は
、
土
台
に
対
す
る
上
部
構
造
の
第
二
義
性

．
．
．
．

を
疑
う
こ
と
は
全
く

無
か
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
論
と
土
台
―
上
部

構
造
論
と
で
は
か
み
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
こ
の
両
者
を
共

存
せ
し
め
よ
う
と
し
て
な
ら
ず
、
結
局
前
者
を
捨
て
て
し
ま
う
。
な
ん
の
挨
拶

も
な
し
に
あ
っ
さ
り
と
。
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
プ
ー

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

一
〇
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ラ
ン
ザ
ス
は
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
区
別
―
―
こ
れ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
自
身

の
著
作
の
支
え
で
あ
り
、
ま
た
デ
ラ
・
ヴ
ォ
ル
ペ
派
か
ら
直
接
借
り
受
け
た
も

の
で
も
あ
っ
た
―
―
は
非
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
主
張
を

受
け
入
れ
、
ま
た
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
が
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
よ
り
一
般
的
に
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
的
構
造
主
義
の
認
識
論
的
主
張
を
受
け
入
れ
、
か
く
し
て
フ
ラ
ン

ス
の
知
的
ム
ー
ド
の
一
般
的
変
化
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
国
家
に
関
す
る
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
当
初
の
考

え
の
公
刊
に
続
く
二
年
後
の
著
作
に
お
い
て
登
場
を
み
た（

36
）

」
と
。
プ
ー
ラ
ン

ザ
ス
自
身
は
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
の
放
棄
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
資
本
主
義
国
家
に
関
す
る
説
明
原
則
の
問
題
は
、
国
家
に
つ
い
て
の

マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
に
多
く
の
問
題
を
提
示
し
て
き
た
が
、
そ
の
中
心
的
テ

ー
マ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
資
本
主
義
国
家
を
含

む
経
済
的
な
も
の
の
現
実
的
諸
特
徴
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
一
連
の
解
答
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は

多
く
の
異
っ
た
〔
理
論
的
〕
変
種
を
通
し
て
、
あ
る
不
変
な
も
の
を
も
っ
と
も

し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
市
民
社
会

、
、
、
、

」
の
概
念

、
、
、

と
そ
の
国
家
と
の
分
離
へ
の
引
照

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る（

37
）

」。「
こ
れ
ら
の
解
答
の
な
か
の
不

変
の
も
の
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
生
産
様
式

の
経
済
に
お
け
る
、
生
産
の
行
為
者
の
諸
個
人
と
し
て
の
出
現
で
あ
る
。
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
ま
さ
に
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
真
の
特
徴
と
し
て
把
握

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
る

、
、
、

、
こ
の
生
産
の
行
為
者
の
個
人
化
が
近
代
国
家
の
構
造
の
地
盤
を
構
成

す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
個
人
―
行
為
者
の
全
体

が
市
民
社
会
を
い
わ
ば
社
会
的
諸
関
係
に
お
け
る
経
済
的
な
も
の
を
構
成
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
は
、
こ
れ
ら
の
経

済
的
諸
個
人
、
す
な
わ
ち
交
換
的
競
争
的
社
会
の
主
体
に
対
す
る
固
有
の
意
味

で
の
政
治
的
上
部
構
造
の
役
割
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
十
八
世
紀
の
政
治
理
論
か
ら
借
用
し
た
こ
の
よ
う
な
市
民
社
会

概
念
は
、
ま
さ
に
、『
欲
望
の
世
界
』
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
の
主
体

と
し
て
認
識
さ
れ
る
『
具
体
的
個
人
』
と
『
種
的
人
間
』
（l'

《h
o
m
m
e

générique

》）
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
歴
史
主
義

的
問
題
設
定
の
相
関
物
を
含
ん
で
い
る
。
近
代
国
家
の
そ
こ
に
由
来
す
る
吟
味

は
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
疎
外
、
、

と
い
う
図
式
、
す
な
わ
ち
、
主
体
（
具
体
的
諸
個
人
）
の
そ
の
客
観
化
さ
れ
た

本
質
（
国
家
）
に
対
す
る
関
係
と
い
う
図
式
の
上
に
植
付
け

プ

ラ

ケ

ら
れ
る
。
…
…
こ

の
よ
う
な
理
解
が
、
資
本
主
義
国
家
の
科
学
的
検
討
を
不
可
能
に
さ
せ
る
よ
う

な
ひ
じ
ょ
う
に
重
大
な
結
果
に
導
く
こ
と
に
注
意
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ

う
。（

ａ
）
こ
の
理
解
は
国
家
と
階
級
闘
争
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
を
妨
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
生
産
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
始
め
か
ら
、
構
造
の

支
え
手

シ
ュ
ポ
ー
ル

と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
―
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
、
個

人
―
主
体
か
ら
出
発
し
て
社
会
階
級
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
他

方
、
国
家
が
最
初
か
ら
こ
の
経
済
的
な
個
人
―
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
の
関
係
に
置

か
れ
る
た
め
に
、
国
家
を
階
級
と
階
級
闘
争
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
こ
と
が
不

可
能
に
な
る
。

（
ｂ
）
こ
の
理
解
は
、
資
本
主
義
国
家
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
一
切
の
一
連

、
、
、
、
、

の
現
実
的
諸
問
題

、
、
、
、
、
、
、

を
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
問

題
設
定
の
下
に
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
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り
わ
け
、
経
済
と
政
治
の
種
差
的
自
律
性
、
こ
れ
ら
の
審
級
に
対
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
も
の
の
作
用
、
階
級
闘
争
の
領
域
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
諸
構

造
の
間
の
関
係
の
影
響
範
囲

ア
ン
シ
ダ
ン
ス

を
考
え
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う（

38
）

」。

相
不
変
分
り
に
く
い
文
章
の
羅
列
で
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
よ
く
説
明
し

て
い
な
い
た
め
、
読
者
は
当
然
誤
解
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
さ

れ
て
い
る
の
は
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
で
は
全
く
な
く
、
実
は
市
民
社
会

、
、
、
、

と
い
う
概
念
が
い
け
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
と
云
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
も
市
民
社
会
を
マ
ル
ク

ス
に
從
っ
て
す
ぐ
れ
て
経
済
的
社
会
と
見
て
い
る
の
だ
が
、
市
民
社
会
の
主
体
．
．

が
個
人

．
．
．

と
し
て
認
識
さ
れ
個
人
―
主
体
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
故
に
、「
こ
の

よ
う
な
理
解
が
資
本
主
義
国
家
の
科
学
的
検
討
を
不
可
能
に
さ
せ
る
よ
う
な
ひ

じ
ょ
う
に
重
大
な
結
果
に
導
く
こ
と
に
注
意
」
せ
よ
と
警
告
す
る
。
で
は
な
ぜ

個
人
主
体
か
ら
出
発
す
る
の
が
ダ
メ
な
の
か
。
そ
れ
は
「
国
家
を
階
級
と
階
級

闘
争
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」
か
ら
だ
と
す
る
。
つ
ま

り
市
民
社
会
概
念
に
は
階
級
お
よ
び
階
級
闘
争
が
欠
落
し
て
い
る
と
云
う
の

だ
。
從
っ
て
曰
く
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
含
意
を
強
く
お
び
て
い
る
市
民
社

会
と
い
う
用
語
を
や
め
て
、
そ
れ
を
生
産
お
よ
び
再
生
産
の
社
会
的
諸
関
係
と

い
う
用
語
に
お
き
か
え
る（

39
）

」
と
。
同
じ
こ
と
だ
が
次
の
文
も
参
照
。

「
私
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
理
論
に
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
特
徴
と

そ
の
当
時
思
わ
れ
た
こ
の
特
徴
は
、
現
在
も
持
続
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
マ

ル
ク
ス
が
国
家
に
関
し
て
根
本
的
に
は
曖
昧
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
。
詳
述
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、

一
方
で
資
本
主
義
国
家
を
政
治
的
支
配
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
い
う
主
体
の
独

裁
）
に
還
元
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、『
な
ぜ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
政
治

的
支
配
に
照
応
す
る
の
が
、
他
の
国
家
で
は
な
く
ま
さ
に
こ
の
資
本
主
義
国
家

な
の
か
』
と
い
う
適
切
な
問
題
を
提
示
し
て
き
た
。
が
他
方
で
彼
ら
は
、
資
本

の
流
通
や
『
普
及
し
た

、
、
、
、

』
商
品
交
換
の
領
域
の
う
ち

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
国
家
の
基
礎
を
見
い
だ

そ
う
と
し
た
。
こ
の
分
析
の
概
略
は
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
商
品
の
『
私
的
』
所
有
者
―
―
こ
の
私
的
所
有
は
唯
一
法
的
水
準

で
の
み
把
握
さ
れ
る
―
―
間
の
交
換
で
あ
り
、
労
働
力
売
買
の
契
約
で
あ
り
、

等
価
交
換
で
あ
り
、
抽
象
的
交
換
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
が
、《
抽
象
的
》
・

《
形
式
的
》
自
由
や
平
等
が
現
れ
る
土
俵
で
あ
り
、
そ
し
て
交
換
社
会
か
ら
孤

立
さ
せ
ら
れ
、
法
的
＝
政
治
的
《
個
人
＝
人
格
》
と
し
て
設
定
さ
れ
た
諸
分
子

―
―
類
と
し
て
の
個
―
―
が
現
れ
る
土
俵

テ
ラ
ン

で
あ
り
、
商
品
交
換
者
の
凝
集

コ
エ
ジ
オ
ン

体

系
と
し
て
の
形
式
的
・
抽
象
的
規
範
や
法
が
現
れ
る
土
俵
で
あ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
国
家
と
経
済
と
の
相
対
的
分
離
は
、
国
家
と
例
の
《
市
民
社
会
》
と

の
分
離
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
孤
立
し
た
諸
個
人
間
の
需
要
や
交
換
の
場

所
で
あ
る
市
民
社
会
は
、
そ
れ
じ
た
い
個
人
化
さ
れ
た
法
的
主
体
の
契
約
団
体

と
し
て
現
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の

分
離
を
、商
品
交
換
の
中
枢
に
宿
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、

す
な
わ
ち
例
の
商
品
の
物
神
性
に
由
来
す
る
国
家
の
物
神
化

フ
エ
テ
イ
シ
ザ
シ
オ
ン

＝

物

化

レ
イ
フ
イ
カ
シ
オ
ン

に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
は
数
多
く
の
変

種
が
あ
る
が
、
そ
の
骨
組
は
同
じ
ま
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
う
し
た
理
解
は
、

主
と
し
て
イ
タ
リ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
潮
流
（
ガ
ル
ヴ
ァ
ー
ノ
・
デ
ッ
ラ
・

ヴ
ォ
ル
ペ
、
Ｕ
・
チ
ェ
ッ
ロ
ー
ニ
な
ど
）
に
よ
っ
て
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
概
念
は
今
日
で
も
驚
く
べ
き
生
命
力
を
保

っ
て
い
る
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
国
家
に
関
す
る
Ｈ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
つ
い

最
近
の
著
作
を
あ
げ
る
に
留
め
て
お
く
。

私
は
か
つ
て
、
こ
う
し
た
理
解
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
部
分
的
に
誤
っ
た

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ

う
し
た
理
論
は
国
家
の
基
礎
を
流
通
関
係
や
商
品
交
換
（
こ
れ
は
、
い
わ
ば
マ

ル
ク
ス
主
義
以
前
の
見
解
で
あ
る
）
に
求
め
て
お
り
、
資
本
の
拡
大
再
生
産
の

サ
イ
ク
ル
全
体
に
規
定
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
生
産
関
係
に
見
い
だ
そ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
国
家
に
関
す
る
研
究
を

非
常
に
貧
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
そ
の
う
え
こ
の
理
解
は
、
資
本
主
義
国

家
の
制
度
的
種
別
性
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
は
い
え
、
国
家
＝
市
民
社
会

と
国
家
＝
階
級
闘
争
と
の
連
接
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
社
会
的
諸
階
級
は

そ
の
基
礎
を
生
産
諸
関
係
の
う
ち
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解

は
、
国
家
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
て
は
い
な
い
と

い
う
訳
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
資
本
の
流
通
の
領
域
も
ま
た
、
国
家
に
対

し
て
固
有
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
理

解
は
本
質
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る（

40
）

」。
す
な
わ
ち
、
個
人
主
体
か
ら
出
発
す
る

発
想
は
経
済
の
流
通
・
商
品
交
換
関
係
に
基
礎
を
お
き
、「
資
本
の
拡
大
再
生

産
の
サ
イ
ク
ル
全
体
に
規
定
的
な
位
置
を
占
め
て
生
産
関
係
に
見
い
だ
そ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
」
が
故
に
「
国
家
＝
市
民
社
会
と
国
家
＝
階
級
闘
争
と
の

連
接
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
社
会
的
諸
階
級
は
そ
の
基
礎
を
生
産
諸
関
係

の
う
ち
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
云
う
。

「
一
方
に
お
け
る
資
本
主
義
国
家
に
固
有
の
諸
制
度
―
―
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
―
―
（
形
式
的
平
等
お
よ
び
自
由
、
公
・
私
の
区
別
、
政
治
的
個
人
お
よ

び
人
格
の
観
念
の
出
現
、
資
本
主
義
的
司
法
体
系
）、
他
方
で
の
《
経
済
》、
こ

の
両
者
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
何
人
か
の
マ

ル
ク
ス
主
義
的
研
究
者
が
、
主
と
し
て
流
通
の
領
域
（
資
本
主
義
的
商
業
関
係
、

労
働
力
の
売
買
、
私
的
所
有
者
間
の
交
換
関
係
そ
の
他
）
に
依
拠
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
私
は
こ
う

考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
産
諸
関
係
が
（
生
産
諸
力
と
し
て
の
《
生
産
諸
力
》

の
過
程
の
）
単
な
る
結
晶
化
＝
反
映
と
み
な
さ
れ
る
限
り
は
（
ま
た
そ
の
よ
う

に
み
な
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
）、
経
済
と
国
家
と
の
諸
関
係
に
関
し
て
の
、

資
本
の
再
生
産
サ
イ
ク
ル
総
体
の
中
で
の
流
通
に
対
し
て
生
産
の
も
つ
マ
ル
ク

ス
主
義
的
優
位
性
を
こ
の
よ
う
に
無
視
す
る
こ
と
は
、
時
と
し
て
一
種
の
前
向

き
の
逃
げ
口fu

ite
en
av
an
t

、
あ
る
い
は
む
し
ろ
後
ず
さ
りretou

r
en

arrière

を
な
し
て
い
た
、
と
。
要
す
る
に
、
生
産
諸
関
係
の
概
念
の
経
済
主

義
的
貧
弱
化
に
直
面
し
て
の
反
動
を
な
し
て
い
た
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。
と

こ
ろ
で
私
は
、
今
や
国
家
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
の
中
心
を
移
動
さ

せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
国
家
特

有
の
諸
制
度
総
体
を
、
ま
ず
第
一
に
生
産
諸
関
係
お
よ
び
資
本
主
義
的
な
社
会

的
分
業
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
次
い
で
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
の
再
生
産
と

関
連
さ
せ
な
が
ら
、
ず
っ
と
厳
密
か
つ
包
括
的
な
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
す（

41
）

」。

そ
し
て
更
に
注
目
す
べ
き
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
、国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
、

公
と
私
と
の
区
別
を
、
国
家
以
前
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
国
家
以
後
に
国
家

に
よ
っ
て
法
的
に
創
出
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
把
握
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。「
じ
っ
さ
い
、《
私
的
》
と
《
公
的
》
と
の
間
の
区
別
は
純
粋
に
法

律
的
な
区
別
で
あ
る
。《
市
民
社
会
》
と
《
国
家
》
と
の
間
の
境
界
地
と
し
て
、

す
な
わ
ち
国
家
が
形
成
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、
公
・
私
の
間
の
ほ
と
ん
ど

存
在
論
的

オ
ン
ト
ロ
ジ
ク

と
も
い
え
る
《
法
律
以
前
》
の
区
別
を
持
ち
出
す
考
え
方
と
は
逆
に
、

実
際
に
法
律
―
―
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味
で
は
国
家
そ
の
も
の
―
―
こ
そ
が
こ

う
し
た
区
別
を
樹
ち
立
て
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

42
）

」
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こ
れ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
資
本
主
義
国
家
と
市
民
社

会
と
の
区
別
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
純
然
た
る
法
律
的
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表

現
で
あ
る（

43
）

」
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
自
身
も
国
家

を
単
な
る
受
動
的
な
ら
ぬ
「
構
成
的
要
素
」
と
し
て
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
は
経
済
的
＝
社
会
的
現
実
の
単
な
る
登
録
者
で
は
な
い
。
つ
ま
り
国
家

は
、
不
断
に
社
会
的
細
分
化
＝
個
人
化
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会

的
分
業
を
組
織
す
る
構
成
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
な
細
分
化
＝
個
人

化
は
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
手
続
き
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
つ
ま

り
国
家
は
、
経
済
的
＝
社
会
的
単
子

モ
ナ
ド

を
法
律
的
・
政
治
的
な
個
人
＝
人
格
＝
主

体
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
個
人
化
を
確
立
し
、
制
度
化
し
て

い
る
の
で
あ
る（

44
）

」
つ
ま
り
、
国
家
が
、
人
間
存
在
を
一
箇
の
人
格
主
体
た
る

法
的
個
人
と
し
て
構
成
・
確
立
・
制
度
化
す
る
と
云
う
。
な
る
ほ
ど
法
的
、
政

治
的
に
は
そ
う
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
消
え
て
い
る
の
は
市
民
社
会

で
あ
る
。
本
来
個
々
独
立
た
る
裸
の
市
民
社
会
的
人
間
が
存
在
し
て
い
て
こ
そ

法
的
人
格
主
体
と
し
て
の
個
も
可
能
な
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
遂
に
実
在

的
市
民
社
会
の
否
定
、
そ
の
単
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
存
在
た

る
所
以
が
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
市
民
社
会
を
追
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
と
市
民
社
会
の

分
離
を
放
棄
し
た
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
対
し
て
、
一
九
七
九
年
私
は
次
の
よ
う
に

書
い
た
。「
彼
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル（

45
）

に
同
じ
て
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

以
前
の
青
年
期
マ
ル
ク
ス
の
労
作
を
成
熟
期
の
そ
れ
か
ら
切
断
し
、
と
く
に
市

民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
を
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
初
期
マ
ル
ク
ス
時
代
の
単
な

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
図
式
と
し
て
退
け
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
ヴ
ォ
ル
ペ
ら
の

イ
タ
リ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
学
派
に
重
視
さ
れ
る
こ
の
分
離
理
論
が
、
国
家
を

支
配
階
級
の
単
な
る
手
段
と
み
な
す
通
俗
的
な
道
具
説
に
対
し
て
重
要
な
批
判

的
機
能
を
有
し
、ま
た
独
創
的
な
問
題
提
起
を
行
っ
た
側
面
を
も
認
め
つ
つ
も
、

そ
れ
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
政
治
と
経
済
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
種
差

的
自
律
性
と
い
う
真
の
問
題
と
混
同
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
に
お
け
る

資
本
主
義
国
家
の
科
学
的
検
討
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
、
極
め
て
重
大

な
結
果
に
導
く
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
い
わ
ゆ

る
市
民
社
会
概
念
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
裸
の
個
人
、
経
済
的
個
人
―
―
主
体

へ
の
分
解
面
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
直
接
生
産
者
の
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
を

見
落
し
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
階
級
対
立
、
階
級
闘
争
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
国

家
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な
側
面
が
脱
落
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
と
い
う
。
プ

ー
ラ
ン
ザ
ス
に
よ
れ
ば
、
生
産
者
の
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
と
い
う
科
学
的
規

定
こ
そ
が
、
ま
さ
に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て
政
治
と
経
済
と
の
種
差

的
自
律
性
従
っ
て
又
階
級
の
経
済
闘
争
と
階
級
の
政
治
闘
争
の
自
律
性
を
生
み

出
す
の
で
あ
っ
て
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
離
で
は
全
く

な
い
。
こ
の
よ
う
に
さ
き
に
は
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
が
マ
ル
ク
ス
に
お

け
る
不
変
の
枠
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
い
ま
は
経
済
と
政
治
と
の
種
差
的
自
律

性
が
そ
れ
に
代
っ
て
現
れ
る
。
だ
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
市
民
社
会
と

国
家
と
の
分
離
と
い
う
発
想
は
、
直
接
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
未
だ
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
思
考
に
止
ま
っ
て
い
た
若
き
マ
ル
ク
ス
の
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
後
の
『
資
本
論
』
に
至
る
成
熟
せ
る
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
も
は
や

弊
履
の
如
く
投
げ
捨
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
確
か
に
市
民

社
会
と
国
家
と
の
分
離
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
発
想
に
は
、
当
然
と
は

い
え
そ
の
よ
っ
て
来
る
根
因
の
科
学
的
分
析
は
未
だ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
後
年

の
二
重
の
意
味
で
の
自
由
な
労
働
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
な
わ
ち
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
と
人
格

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

一
四
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的
に
自
由
と
い
う
意
味
で
の
賃
労
働
者
つ
ま
り
労
働
力
の
商
品
化
の
発
見
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
根
底
に
お
く
か
ら
こ
そ
、
近

代
資
本
制
社
会
は
、
古
代
、
中
世
の
前
資
本
制
社
会
と
も
ま
た
来
る
べ
き
社
会

主
義
社
会
と
も
異
っ
て
、
政
治
と
経
済
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
抽
象
化
、
自
律
化
を

有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
科
学
的
認
識
は
成
熟
期
マ
ル
ク
ス
の
も
の
に
違
い
な

い
。
だ
が
し
か
し
そ
れ
は
青
年
期
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重

性
の
シ
ェ
ー
マ
と
は
全
く
異
質
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
そ

れ
は
た
だ
市
民
社
会
自
体
お
よ
び
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
に
つ
い
て
の
マ

ル
ク
ス
の
社
会
科
学
的
認
識
が
深
化
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
以
上
で
は
な
い
の

で
あ
っ
て
、
両
者
の
分
離
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
根
本
的
把
握
そ
の
も
の
が
捨

て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
自
体
、
一
方
に
お
け
る
自
由
な
人
格
的
個
人
関
係
と

他
方
に
お
け
る
生
産
手
段
の
所
有
を
め
ぐ
る
階
級
関
係
と
い
う
二
重
性

、
、
、

を
明
確

に
内
包
し
て
い
る
が
、
し
か
し
初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
市
民
社
会
は
決
し

て
単
に
裸
の
利
己
的
人
間
ど
う
し
の
個
人
的
関
係
と
し
て
の
み
把
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
す
で
に
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
以
前
の

『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
に
お
い
て
市
民
社
会
の
階
級
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（

46
）

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
近
代
市
民
社
会
が
、
自
由
平
等
な
自
然
権
的
個

人
関
係
の
背
後
に
富
と
財
産
を
め
ぐ
る
経
済
的
不
平
等
関
係
、
多
か
れ
少
な
か

れ
階
級
的
関
係
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
に
も
ル
ソ
ー
に
も
ス

ミ
ス
に
も
カ
ン
ト
に
も
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
近
代
の
代
表
的
思
想
家
、
理
論

家
に
は
そ
れ
な
り
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
市
民
社
会
論
は

そ
れ
ら
を
継
承
し
つ
つ
さ
ら
に
こ
れ
を
科
学
的
に
深
化
せ
し
め
た
も
の
に
外
な

ら
な
い（

47
）

」。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
人
格
的
自
由
お
よ
び
生
産
手
段
か
ら
の
自
由

す
な
わ
ち
階
級
的
存
在
と
い
う
、
近
代
市
民
社
会
の
個
人
性
を
階
級
性
と
の
二

重
性
の
う
ち
、
前
者
の
個
々
ば
ら
ば
ら
の
モ
ナ
ド
的
存
在
性
に
の
み
目
を
奪
わ

れ
、
彼
自
身
後
者
の
そ
れ
こ
そ
肝
腎
の
市
民
社
会
の
階
級
的
存
在
性
を
見
失
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
責
は
市
民
社
会
に
あ
る
の
で
は
全
く
な
い
。

国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
の
放
棄
・
否
定
は
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
も
う
一
つ

の
難
問
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
論

は
階
級
国
家
論
を
執
っ
た
後
の
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
不
変
で
あ
っ
た
と
し
て

い
た
も
の
が
、
い
ま
そ
の
分
離
論
を
捨
て
た
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
こ
れ
を
い
か
に

処
理
す
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
彼
先
づ
曰
く
、「
じ
っ
さ
い
、
も
し
人

が
マ
ル
ク
ス
の
政
治
論
文
と
は
、
資
本
主
義
国
家
の
理
論
的
範
型

タ
イ
プ

を
扱
っ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
顕
著
な
点
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
同

国
家
の
こ
れ
ら
顕
著
な
諸
特
徴
を
『
国
家
と
社
会
の
対
立
』
様
式
に
基
づ
い
て

ま
さ
し
く
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
た
と
え
ば
、『
国
家
は
第
二
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
も
と
で
は
じ
め
て
完
全
に

自
立
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
国
家
機
構
は
、
市
民
社
会
に
た
い
し
て（

48
）

自
ら
を

し
っ
か
り
と
か
た
め
た
…
…
』
と
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
『
帝
政
の
猿
芝
居

（
皇
帝
崇
拝
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
大
衆
を
伝
統
の
重
圧
か
ら
解
放
し
、
国

家
と
社
会
の
間
に
存
在
し
て
い
る
対
立
を
純
粋
な
か
た
ち
に
ま
で
仕
上
げ
る
た

め
に
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
』
と
あ
る
。
こ
の
対
立
は
ま
た
つ
ぎ

の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
す
べ
て
の
共
通
の
利
害
は
た
だ
ち
に
社
会

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
よ
り
高
い
一
般
利
害
と
し
て
社
会
に
対
置
さ
せ
ら
れ
、
社

会
の
成
員
の
自
主
活
動
か
ら
も
ぎ
と
ら
れ
、統
治
活
動
の
対
象
に
か
え
ら
れ
た
。

…
…
』
こ
の
よ
う
に
、
国
家
は
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
自
分
で
統
治
す
る
面
倒

か
ら
完
全
に
解
放
す
る
も
の
』
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
帝
政
の
下
で
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は
、『
国
民
は
…
…
自
分
自
身
の
意
思
を
こ
と
ご
と
く
断
念
し
、
他
人
の
意
思

の
命
令
に
、
権
威
に
服
従
す
る
。』
ボ
ナ
パ
ル
ト
国
家
は
『
国
民
の
自
律
に
対

す
る
国
民
の
他
律
を
表
現
す
る（

49
）

」。「
経
済
的
社
会
関
係
、
す
な
わ
ち
、
階
級

の
経
済
闘
争
に
対
す
る
資
本
主
義
国
家
の
関
係
は
、
マ
ル
ク
ス
が
苦
心
し
て
強

調
し
て
き
た
よ
う
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
マ
ル
ク
ス
が
記
述
的

に
（
社
会
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
）、
な
い
し
は
青
年
期
の
問
題
設
定
（
市
民

社
会
の
よ
う
な
）に
属
す
る
よ
う
な
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
用
し
て
き
た
こ
と
は
、

さ
き
に
示
さ
れ
た
誤
解
を
導
い
て
き
た
。
事
実
、
た
と
え
ば
す
で
に
『
ル
イ
・

ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
の
よ
う
な
政
治
的
著
作
の
な
か
で
、

マ
ル
ク
ス
は
、
孤
立
化
作
用
の
現
れ
と
し
て
の
経
済
的
社
会
関
係
、
階
級
の
経

済
闘
争
を
指
し
示
す
た
め
に
、（
他
の
点
で
、
社
会
関
係
、
階
級
関
係
の
領
域

を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
指
し
示
す
）「
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
時

に
は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
外
見
的
に
は
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
と
い
う
問
題
設

定
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
市
民
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
再
び
使
用
す
る
と
こ

ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
」。
…
…

「
そ
れ
に
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』、『
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
』、『
ゴ

ー
タ
綱
領
批
判
』
等
か
ら
も
多
く
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う（

50
）

」
と
。

若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
・
対
立
と
い
う
表
現

が
、
成
熟
期
マ
ル
ク
ス
の
重
要
な
政
治
論
文
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
に
再
現
さ

れ
て
い
る
事
を
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
認
め
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
以
前
と
は
全
く

「
異
っ
た
意
味
」
を
持
た
さ
れ
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
困
難

は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
労
作
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
問
題
設
定
の
位
置
決
定

ロ
カ
リ
ザ
シ
オ
ン

に
か
か
わ
る
。
こ
の
問
題
設
定
は
、
若
き
マ
ル

ク
ス
の
諸
労
作
と
の
関
係
で
の
一
つ
の
切
断
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
な
お
無

数
の
あ
い
ま
い
さ
を
含
ん
で
い
る
切
断
の
テ
キ
ス
ト
た
る
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
か
ら
出
発
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
切
断
は
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
が
当

時
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
次
の
場
合
を
除
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
青
年
時
代
の
諸
労
作
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
も
の
を
全
然
考
察
に
加
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
た

だ
ち
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
例
外
の
場
合
と
は
、
批
判
的
比
較
を

試
み
る
場
合
で
あ
り
、
つ
ま
り
就
中
成
熟
期
の
諸
労
作
の
中
へ
の
青
年
期
の
問

題
設
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
「
残
存
」
を
か
ぎ
出
す
引
照
点
と
し
て
の
場
合
で

あ
る
。こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
に
と
っ
て
は
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
青
年
期
の
諸
労
作
が
主
と
し
て
政
治
理
論
に
向
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
残
存
』
と
い
う
ふ
う
に
い
っ

た
が
、
し
か
し
こ
の
用
語
は
誤
解
を
生
み
や
す
い
。
事
実
、
成
熟
期
の
諸
労
作

の
中
に
再
発
見
さ
れ
る
青
年
時
代
の
諸
労
作
の
諸
観
念
は
、
こ
の
新
ら
し
い
文

脈
に
お
い
て
は
、
新
ら
し
い
諸
問
題
の
指
示
の
目
印

、
、
、
、
、

と
し
て
で
あ
れ
、
問
題
を

提
示
す
る
新
ら
し
い
や
り
方
を
誤
っ
て
再
び
覆
っ
て
し
ま
う
単
な
る
言
葉
と
し

て
で
あ
れ
、
新
ら
し
い
諸
概
念
の
生
産
に
と
っ
て
の
つ
ま
づ
き
の
石

、
、
、
、
、
、

と
し
て
で

あ
れ
、
異
っ
た
意
味
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
正
確
な
機
能
が

明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

51
）

」
で
は
そ
の
異
っ
た
意
味
と
は
何

か
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
云
う
。

「
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
著
作
の
中
で
『
国
家
と
社
会
の
対
立
』
と
し
て
捉
え
た

も
の
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
が
、
国
家
と
経
済
の
間
の
矛
盾
し

た
ズ
レ
関
係
、
た
と
え
ば
、
土
台
と
法
的
―
政
治
的
上
部
構
造
の
間
の
特
別
な

ズ
レ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
国
家
類
型
と
し
て
の
ボ
ナ
パ
ル
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テ
ィ
ズ
ム
―
―
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
宗
教
』
―
―
が
、
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
ま
た
は

Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
の
支
配
す
る
構
成
体
の
法
的
―
政
治
的
上
部
構
造
と
生
産
諸
関
係

と
の
照
応
の
種
差
的
形
態
と
し
て
厳
密
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き

に
述
べ
た
分
析
全
体
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
国
家
と
社

会
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
、
等
々
の
対
立
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
は
、

他
で
も
な
く
、
私
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
階
級
闘
争
領
域

シ
ヤ
ン

に
た
い
す
る
Ｍ
・

Ｐ
・
Ｃ
の
諸
審
級
の
自
律
性
の
効
果
〔
作
用
〕
の
把
握
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
階
級
闘
争
領
域
に
た
い
す
る
諸
構
造
の
関
係
に
お
い

て
は
、
国
家
と
経
済
的
階
級
闘
争
と
の
種
差
的
ズ
レ
に
よ
っ
て
、
反
映
さ
れ
る
。

こ
の
ズ
レ
の
ま
と
う
形
態
は
、
ま
さ
し
く
『
統
一
』
を
代
表
す
る
国
家
と
経
済

的
社
会
関
係
の
孤
立
性
と
の
関
係
の
な
か
に
、
人
民
主
権
と
「
人
民
―
市
民
」

と
い
う
政
治
的
統
合
体
を
介
し
て
、
成
立
す
る
。
国
家
と
社
会
と
の
対
立
は
、

こ
こ
で
は
、
政
治
と
経
済
と
の
ズ
レ
お
よ
び
各
々
の
自
律
性
、
な
ら
び
に
、
国

家
と「
孤
立
化
さ
れ
た
」経
済
的
階
級
闘
争
と
の
ズ
レ
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

（
52
）

」。

読
者
の
理
解
に
資
す
べ
く
念
の
た
め
同
個
所
の
英
語
訳
を
次
に
見
て
み
よ

う
。

"T
he
first

and
m
ost
striking

point
in
M
arx's

political
w
orks

on

the
theoretical

type
of
capitalist

state
is
that

he
grasps

these
dis-

tinctive
features

of
the
state

precisely
according

to
the
m
ode

of

an
'opposition

betw
een
state

and
society" （

53
）

"L
et
u
s
see
w
h
at
M
arx

m
ean
s
in
th
ese
tex
ts
b
y
'op
p
osition

betw
een
the
state

and
society'.F

irst
of
all,it

is
clear

that
it
is
not

a
contradictory

dislocation
betw

een
the
state

and
the
econom

ic,

i.e.it
is
not
for
exam

ple
a
particular

dislocation
betw

een
the
base

an
d
th
e
ju
rid
ico-p

olitical
su
p
erstru

ctu
re.
O
n
th
e
oth
er
h
an
d
,

B
onapartism

（as
a
type

of
state

―'the
religion

of
the
bourgeoisie'

）

is
grasped

precisely
as
a
specific

form
of
correspondence

betw
een

the
juridico-political

superstructure
and

the
relations

of
produc-

tion
either

in
the
C
M
P
or
in
a
form

ation
dom
inated

by
the
C
M
P
.

W
hen

w
e
look

at
all
the
preceding

analyses
as
a
w
hole,it

is
clear

that
w
here

M
arx
understands

a
process

of
antagonism

betw
een

state
and

society,the
public

and
the
private,etc.,he

is

（as
I
have

p
oin
ted

ou
t

）g
rasp

in
g
th
e
effects

of
th
e
au
ton
om
y
of
th
e

instances
of
the
C
M
P
in
the
field

of
the
class

struggle.In
the
rela-

tion
of
th
e
stru
ctu
res
to
th
e
field

of
th
e
class

stru
g
g
le,
th
is
is

reflected
by
a
specific

dislocation
betw

een
the
state

and
the
eco-

nom
ic
class

struggle.
T
he
form

taken
by
this

dislocation
is
pre-

cisely
the
relation

betw
een

the
state

（representative
of
'unity'

）

and
the
isolation

of
the
socio-econom

ic
relations,by

m
eans

of
pop-

u
lar
sov
ereig

n
ty
an
d
of
th
e
p
olitical

b
od
y
of
'p
eop
le-citizen

s'.

A
ntagonism

betw
een
the
state

and
society

m
eans

the
dislocation

and
respective

autonom
y
of
the
political

from
the
econom

ic
and

th
e
d
islocation

of
th
e
state

from
th
e
'isolated

'
econ

om
ic
class

struggle." （
54
）

概
略
的
に
こ
れ
は
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
自
身
が
マ
ル
ク
ス
の
第
一
の
最
も
印
象

的
な
資
本
主
義
国
家
の
理
論
的
把
握
だ
と
す
る
国
家
と
市
民
社
会
と
のop

p
o-

sition

対
立
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
国
家
と
経
済
と
のcon

trad
ictory

d
isloca-

tion

矛
盾
的
断
層
で
は
な
く
、
全
く
反
対
に
、
近
代
国
家
（
の
一
類
型
と
し
て
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の
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
）
は
、
法
的
・
政
治
的
上
部
構
造
と
生
産
諸
関
係
と
の

間
のcorresp

on
d
en
ce

調
和
の
特
殊
形
態
で
あ
る
。
国
家
と
社
会
と
の
、
公

的
と
私
的
と
のan

tag
on
ism

敵
対
と
は
、
国
家
と
経
済
的
階
級
闘
争
と
の
、

資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
お
け
る
各
段
階
と
し
て
の
夫
々
のau

ton
om
y

自
律

性
で
あ
り
、dislocation

転
位
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
云
う
。「
マ
ル
ク
ス
の
こ
れ
ら
の
分
析
は
古
い
問
題
設

定
の
た
ん
な
る
繰
返
し
や
空
虚
な
回
想
で
も
な
い
し
、
市
民
社
会
の
国
家
の
分

離
と
い
う
図
式
に
関
係
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
、
事
実
、
あ
る
新
し
い
問
題
を
カ
バ
ー
し
て
い

る
が
、
し
か
も
古
い
問
題
設
定
か
ら
借
り
た
用
語
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
枠

内
で
こ
れ
ら
の
分
析
は
あ
る
異
っ
た
問
題
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
新
し
い
問
題
設
定
の
な
か
で
は
、
国
家
と
市
民
社
会
（
な
い
し
は
社
会
）
の

『
敵
対
』、『
分
離
』、『
独
立
』
は
ま
さ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。

資
本
主
義
国
家
と
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
に
お
け
る
生
産
関
係
の
種
差
的
自
律
性
は
、
階

級
闘
争
の
領
域
に
お
い
て
は
、
階
級
の
経
済
闘
争
の
自
律
性
と
階
級
の
政
治
闘

争
の
自
律
性
と
し
て
、
反
映
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
的
社
会
関
係
に
対

す
る
孤
立
化
作
用
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
、
そ
こ
で
は
国
家
は
、
こ
れ
ら
の
関
係

に
対
し
て
種
差
的
自
律
性
を
ま
と
い
、
自
ら
を
人
民
―
国
民
、
す
な
わ
ち
経
済

的
社
会
関
係
の
孤
立
化
の
う
え
に
基
礎
を
お
く
政
治
体
の
統
一
性
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
提
示
す
る
。
成
熟
期
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
諸
構
造
と
諸
実

践
の
自
律
性
が
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
の
は
、
マ

ル
ク
ス
の
著
作
に
お
け
る
問
題
設
定
の
変
化
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し

か
な
い
し
、
言
葉
の
遊
び

、
、
、
、
、

に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。

こ
れ
は
、
そ
の
功
績
を
明
ら
か
に
認
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
イ

タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
学
派
の
解
釈
の
場
合
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
ガ
ル
バ

ー
ノ
・
デ
ル
ラ
・
ボ
ル
ペ
に
し
た
が
い
つ
つ
、
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治

学
の
問
題
を
扱
か
っ
て
い
る
重
要
な
い
く
つ
か
の
著
作
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス

の
思
想
を
解
明
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
こ
の
学
派
は
あ
る
重
要
な
批
判
的

、
、
、

（critique

）
機
能
を
も
っ
て
き
た
。
こ
の
学
派
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
、

国
家
を
支
配
的
階
級
主
体
（la

classe
d
om
in
an
te-su

jet

）
の
た
ん
な
る
手

段
、
道
具
と
み
な
す
通
俗
的
理
解
と
論
争
し
て
き
た
し
、
疑
い
も
な
く
、
Ｍ
・

Ｐ
・
Ｃ
に
お
け
る
諸
構
造
、
階
級
の
諸
実
践
の
種
差
的
自
律
性
の
問
題
に
関
す

る
独
創
的
な
問
題
を
提
起
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
学
派
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
新
し
さ
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
設
定
を
特
徴
づ
け

て
い
る
不
変
の
思
弁
的
―
経
験
主
義
の
批
判
（
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
に
関
す
る
諸

著
作
の
な
か
で
の
）
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
実
際

に
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
、
マ
ル
ク
ス

に
よ
る
た
ん
な
る
く
り
返
し
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ

ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
学
派
は
、
市
民
社
会
の
国
家
か
ら
の
分
離
と
い
う
テ
ー
マ

の
下
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
隠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
は
具

体
的
問
題
を
考
察
す
る
際
、
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
連
の
誤
っ
た
結

果
全
体
に
導
く
の
で
あ
る（

55
）

」。

国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
論
は
、
前
述
に
お
い
て
は
分
離
よ
り
は
市
民
社
会

の
排
除
に
ウ
ェ
イ
ト
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
分
離
自
体
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
分
離
の
意
味
を
、
矛
盾
や
対
立
な
ど
で

は
な
い
相
互
の
自
律
性
、
調
和
だ
と
い
う
。
だ
が
一
体
ど
う
し
て
何
故
に
、
敵

対op
p
osition

,
an
tag
on
ism

が
調
和corresp

on
d
en
ce

や
単
な
る
ズ
レ
と

な
り
得
る
の
か
。
私
に
は
全
く
分
ら
な
い
。
あ
ま
り
に
も
強
弁
に
す
ぎ
る
と
い
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わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
む
し
ろ
混
乱
と
い
う
べ
き
か
も
。
ま
こ
と
に
言
葉
の
遊
び

と
は
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
と
市
民
社
会
と
の
矛
盾
と
統
一
と
い
う
本
来

の
弁
証
法
的
構
造
が
無
残
に
も
破
ら
れ
、
対
立
的
モ
メ
ン
ト
は
消
し
飛
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
。
思
え
ば
し
か
し
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離

を
放
棄
し
た
瞬
間
か
ら
、
弁
証
法
的
把
握
へ
の
方
向
か
ら
逆
へ
の
一
層
の
遠
ざ

か
り
、
そ
こ
か
ら
の
断
絶
は
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
以
前
私
は
次
の
よ
う
に
書

い
た
。「
マ
ル
ク
ス
自
身
に
お
い
て
も
そ
の
認
識
は
青
年
期
に
お
け
る
そ
の
発

生
か
ら
成
熟
期
に
む
け
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
マ
ル
ク
ス
は
そ

の
成
熟
期
に
お
い
て
も
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
と
い
う
問
題
設
定
や
市
民

社
会
と
い
う
用
語
を
再
々
に
わ
た
っ
て
使
用
し
て
い
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
も
そ

の
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
彼
は
そ
れ
は
単
な
る
外
見
上
の
類
似
で

あ
っ
て
、
成
熟
期
の
マ
ル
ク
ス
は
全
く
新
ら
し
い
異
っ
た
問
題
を
青
年
期
の
古

い
問
題
設
定
か
ら
借
用
し
た
用
語
で
カ
バ
ー
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
苦
し
い

弁
明
を
せ
ま
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
態
度
が
世
の
誤
解
を
惹
起

し
て
き
た
と
も
い
う
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
は
古
い
革
袋
に
新
し
い
酒
を
盛
っ
た
の

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
市
民
社
会
と
国
家
の

分
離
・
二
重
性
と
い
う
基
本
的
把
握
は
初
め
か
ら
最
後
ま
で
不
変
で
あ
り
、
た

だ
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
そ
の
社
会
科
学
的
認
識
が
青
年
期
か
ら
成
熟
期
に
か
け

て
深
化
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
私
共
は
、
近
代
資
本
制
社
会
に
お
け
る
市
民
社

会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
離
に
関
す
る
こ
の
科
学
的
認
識
を
離
れ
て
、
マ
ル
ク

ス
の
国
家
論
も
そ
の
国
家
止
揚
論
も
到
底
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い（

56
）

」。

こ
れ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
と
は
反
対
に
、
初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
国
家
と
市

民
社
会
の
分
離
は
後
期
成
熟
期
の
マ
ル
ク
ス
に
も
不
変
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

今
で
も
そ
れ
自
体
を
変
更
す
べ
き
と
は
考
え
な
い
。
た
だ
し
マ
ル
ク
ス
自
身
の

認
識
に
お
い
て
も
そ
の
把
握
は
も
は
や
主
流
で
は
な
く
傍
流
と
な
っ
て
い
た
の

だ
。
主
流
は
「
近
代
の
国
家
権
力
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
全
体
の
共
同
事
務
を

処
理
す
る
委
員
会
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
例
の
『
共
産
党
宣
言
』
の
規
定
で
あ
っ

た
。
從
っ
て
成
熟
期
の
マ
ル
ク
ス
に
は
、
国
家
は
支
配
階
級
の
支
配
の
道
具
と

す
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
ば
り
の
非
弁
証
法
的
把
握
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
全
体
に

関
し
て
は
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』（
現
代
評
論
社
　
一
九
七
三
年

「
第
三
章
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
」
参
照
）
と
並
ん
で
国
家
と
市
民
社
会
と

の
対
立
と
統
一
と
の
マ
ル
ク
ス
本
来
の
弁
証
法
的
把
握
と
の
異
っ
た
二
つ
の
見

解
が
混
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う（

57
）

。
だ
が
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
如

き
複
雑
な
具
体
的
対
象
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
も
道
具
説
の
粗
雑

で
単
純
な
一
元
論
で
は
到
底
歯
が
た
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う（

58
）

。
問
題
は
、
こ

の
二
つ
の
対
立
を
ど
う
解
決
す
る
か
で
あ
る
。
今
で
は
私
は
そ
れ
は
国
家
と
市

民
社
会
の
弁
証
法
的
二
重
構
造
の
中
に
、
国
家
＝
道
具
説
を
も
そ
の
一
部
分
現

象
の
固
定
化

、
、
、

と
し
て
大
き
く
内
包
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
辺
に
関
連
し
て
以
前
私
は
こ
う
書
い
て
い
た
。「
こ
こ
に
お
け

る
マ
ル
ク
ス
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
分
析
の
眼
目
は
、
や
は
り
終
始
、
国
家
と
市
民

社
会
と
の
関
係
で
あ
り
、
両
者
の
対
立
と
依
存
の
考
察
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
絶

対
主
義
、
大
革
命
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
復
古
王
政
、
七
月
王
政
、
議
会
的
共
和
制

と
支
配
形
態
お
よ
び
支
配
者
を
異
に
し
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
政

治
的
国
家
と
市
民
社
会
と
の
具
体
的
優
劣
関
係
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
い
ず
れ

も
基
本
的
に
、
国
家
機
構
、
官
僚
は
市
民
社
会
か
ら
分
離
、
独
自
化
し
、
市
民

社
会
の
共
通
利
害
は
国
家
の
一
般
的
利
害
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
中
央
政
府
の
活

動
範
囲
は
拡
げ
ら
れ
、
そ
の
権
力
手
段
は
増
大
さ
れ
、
中
央
集
権
は
強
化
の
一

東
京
経
大
学
会
誌
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歩
を
た
ど
っ
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、
い
か
に
国
家
機
構
が
自
立
化
し
、
官

僚
が
独
自
の
権
力
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
形
に
お
け

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
支
配
の
手
段
、
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
に

お
け
る
国
家
、
官
僚
の
市
民
社
会
に
対
す
る
独
自
化
、
普
遍
化
と
、
他
方
に
お

け
る
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
手
段
化
、
道
具
化
と
い
う
こ
の
二
つ
の
国
家
把

握
は
、
マ
ル
ク
ス
階
級
国
家
論
に
お
い
て
は
矛
盾
し
な
が
ら
統
一
さ
れ
て
い
る

（
59
）

」。

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
二
つ
の
国
家
把
握
が「
矛
盾
し
な
が
ら
統
一
さ
れ
て
い
る
」

と
、
あ
た
か
も
弁
証
法
的
関
係
の
如
き
も
の
と
し
て
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
っ
て

い
た
。
両
者
は
決
し
て
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
マ
ル

ク
ス
自
身
も
お
そ
ら
く
思
案
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
改
め

て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
以
上
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
お
け
る
国
家
と

市
民
社
会
と
の
分
離
の
放
棄
を
検
討
し
た
。

次
に
、
そ
の
分
離
の
放
棄
に
由
来
す
る
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
お
け
る
経
済
と

政
治
と
の
相
対
的
自
律
性
、
経
済
の
支
配
性
・
最
終
決
定
性
お
よ
び
特
に
政
治

の
相
対
的
自
律
性
が
問
題
と
な
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
曰
く
、「
マ
ル
ク
ス
は
、

『
経
済
学
批
判
要
綱
』
―
―G

ru
n

drisse
zu

r
K

ritik
der

politischen

O
ekonom

ie

―
―
と
く
に
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
と
題
さ

れ
た
部
分
と
『
資
本
論
』
と
に
お
い
て
、
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
の
マ
ト
リ
ス
か
ら
生
ず

る
諸
特
徴
を
確
定
し
た
。

（
１
）
こ
の
生
産
様
式
に
お
け
る
経
済
と
政
治
の
連
節
化
は
、
こ
の
二
つ
の

審
級
の
種
差
的
な

、
、
、
、

―
―
相
対
的
―
―
自
律
性

、
、
、

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

（
２
）
経
済
は
こ
の
生
産
様
式
に
お
い
て
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
の
み
な

ら
ず
、
同
様
に
支
配
的
役
割

、
、
、
、
、

〔
主
役
〕
を
保
持
す
る（

60
）

」
と
。

先
ず
経
済
と
政
治
と
の
相
対
的
自
律
性
に
関
し
て
。
こ
の
相
対
的
自
律
性
論

は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
経
済
主
義
の
み
な
ら
ず
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離

論
、
こ
の
相
異
な
る
二
つ
の
も
の
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
。

「
経
済

エ
コ
ノ
ミ

を
、
さ
ま
ざ
ま
の
生
産
様
式
に
貫
通
的
に
不
変
の

、
、
、

、
一
種
の
内
的
結
合

関
係
に
よ
っ
て
自
己
再
生
産
可
能
で
か
つ
自
動
的
に
調
整
さ
れ
る
、
ほ
と
ん
ど

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
本
性
、
、

と
本
質
、
、

と
を
も
つ
諸
要
因

、
、
、

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

と
み
な
す
、
経
済
主
義
的
＝
形
式
主
義
的
理
解
と
一
線
を
劃
す
よ
う
努
め
続
け

る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
が

マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
の
中
で
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
今
な
お
現
実
に
存

在
し
て
い
る
誘
惑
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
的

な
経
済
主
義
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
ま
さ
に
生
産
・
搾
取
の
諸
関
係
の
只
中
に
位

置
す
る
闘
争
の
役
割
を
蔽
い
隠
し
て
し
ま
う（

61
）

」。

「
こ
の
理
解
は
、《
土
台
》
お
よ
び
《
上
部
構
造
》
の
位
相
幾
何
学

ト

ポ

ロ

ジ

ー

的
表
現

に
由
来
す
る
古
く
か
ら
の
曖
昧
な
表
現
を
支
持
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
を

経
済
的
な
る
も
の
の
単
な
る
付
録
＝
反
映
と
み
な
し
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
固
有
の
空
間
を
も
た
ず
、
経
済
に
還
元
し
う
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
と
経
済
と
の
間
の
関
係
は
せ
い
ぜ
い
、
本
質
的
に

自
己
充
足
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
経
済
的
土
台
に
対
す
る
、
国
家
の
例
の

《
跳
ね
返
り
作
用action

en
retour

》
に
帰
着
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
伝
統
的
な
経
済
主
義
的
＝
機
械
論
的
認
識
な
の
で
あ
る（

62
）

」。

「
国
家
と
経
済
と
の
間
の
諸
関
係
を
、
そ
れ
ら
を
指
し
示
す
の
に
用
い
ら
れ

る
表
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
原
理
的
に
外
在
、
、

的
諸
関
係
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
経
済
的
な
る
も
の
の
も
つ
規
定
的

デ
テ
ル
ミ
ナ
ン

役
割
を
い
わ
ば
視
覚
化
し
う

る
、
純
粋
に
叙
述
的
な
用
法
で
の
《
土
台
》
お
よ
び
《
上
部
構
造
》
と
い
う
建

国
家
と
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築
論
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
社
会
的
現
実
の
連
接
の
正
し
い
表
現
に
、
し
た
が
っ

て
こ
の
規
定
的
役
割
の
正
し
い
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
え
な
い
だ
け

で
な
く
、
長
い
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
有
害
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
さ
え
も
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
信
頼
し
な
い
な
ら
ば
、
お
そ

ら
く
何
で
も
手
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
私
じ
し
ん
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
は
や

そ
れ
を
国
家
の
分
析
に
用
い
な
く
な
っ
て
久
し
い（

63
）

」。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
済
主
義
す
な
わ
ち
経
済
を
い
わ
ば
実
体
化
し
、
国
家

は
固
有
の
場
を
持
た
ず
経
済
に
還
元
さ
れ
、
単
に
経
済
に
反
作
用
す
る
に
過
ぎ

な
い
存
在
だ
と
す
る
、
例
の
土
台
―
上
部
構
造
論
も
有
害
な
る
も
の
と
し
て
退

け
ら
れ
て
い
る
。
国
家
と
経
済
と
は
か
か
る
外
圧
的
関
係
で
は
な
く
、
両
者
は
、

「
あ
る
生
産
様
式
の
統
一
性
の
内
部（

64
）

」
に
お
け
る
「
相
互
連
関
性（

65
）

」「
連
接（

66
）

」

状
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
相
互
連
関
、
連
接
と
は
、

前
述
し
た
如
く
対
立
で
は
な
く
調
和
と
し
て
の
、分
離
に
し
て
分
離
に
非
ざ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

国
家
と
経
済
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
自
律
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
経
済
の
支
配
的
決
定
性
に
つ
い
て
。
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
的
経
済
主
義
を

厳
し
く
批
判
し
、
政
治
の
相
対
的
自
律
性
を
語
る
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
そ
の
死

の
数
ヶ
月
前
の
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
、
ア
ラ
ン
・
ハ
ン
ト
と
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
い
ぜ
ん
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
枠
内

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
き
わ
め
て
複
雑
な
意
味
で
の

経
済

エ
コ
ノ
ミ
ー

の
決
定
的

デ
テ
ル
ミ
ナ
ン
ト

役
割
を
、
す
な
わ
ち
生
産
諸
力
に
よ
る

規

定

デ
テ
ル
ミ
ナ
シ
オ
ン

で
は
な
く
、

生
産
諸
関
係
と
社
会
的
分
業
と
に
よ
る
規
定
を
承
認
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を

知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
じ
し
ん
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
こ
と
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
完
全

に
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
確
信
を
も
ち
う
る
人
な

ど
い
る
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
ご
く

複
雑
な
意
味
で
の
生
産
諸
関
係
の
規
定
的
役
割
と
い
う
の
は
な
に
ご
と
か
を
意

味
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
相
対
的
自
律
性
に
つ
い
て
し
か
語

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
別
の
解
答
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
す（

67
）

」。

そ
し
て
、「
け
れ
ど
も
、
経
済
の
審
級
と
政
治
の
審
級
と
の
あ
い
だ
の
諸
関

係
は
、
一
方
か
ら
他
方
を
派
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的

概
念
構
成

コ
ン
セ
プ
テ
ユ
ア
リ
テ

の
う
ち
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
実
践
が
他
の
実
践
に
た
い

し
て
も
た
ら
す
存
在
条
件
と
い
う
観
念
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か（

68
）

」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

の
肯
綮
を
衝
い
た
折
角
の
質
問
に
対
し
て
も
、「
相
対
的
自
律
性
の
か
わ
り
に

存
在
条
件
に
つ
い
て
語
っ
た
と
こ
ろ
で
、
難
題
を
避
け
う
る
と
は
私
は
思
い
ま

せ
ん
。言
葉
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
題
を
ず
ら
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

も
し
あ
な
た
が
、
な
に
か
が
存
在
条
件
で
あ
り
、
あ
る
い
は
別
の
審
級

ア
ン
ス
タ
ン
スの
存
在

に
と
っ
て
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
あ
な
た
は

相
対
的
自
律
性
の
問
題
の
う
ち
に
い
ま
す
。
あ
な
た
が
ど
の
よ
う
な
問
題
の
立

て
方
を
し
よ
う
と
も
、
問
題
の
核
心
は
い
ぜ
ん
同
じ
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
生

産
諸
関
係
の
規
定
的
役
割
を
信
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
な
い
の
か
。
も

し
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
の
審
級

ル
・
ポ
リ
テ
イ
ク

の
自
律
性
は
、
な
に
か
あ

な
た
が
定
式
化
し
た
よ
う
な
形
で
限
定
を
う
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
問
題
は
や
は
り
、
政
治
の
審
級

ル
・
ポ
リ
テ
イ
ク

の
絶
対
的
自
律
性
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と

な
く
、
特
殊
性

ス
ペ
シ
フ
イ
シ
テ
と
自
律
性
を
探
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的

な
問
題
設
定
の
核
心
で
す
。
な
る
ほ
ど
私
た
ち
は
問
題
の
立
て
方
を
改
良
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
し
か
し
こ
の

規

定

デ
テ
ル
ミ
ナ
シ
オ
ン

の
問
題
は
マ
ル
ク
ス
主
義

の
核
心
に
あ
る
の
で
す（

69
）

」
と
、
あ
く
ま
で
も
生
産
関
係
の
規
定
的
役
割
を
強
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調
す
る
、
そ
の
上
で
の
政
治
の
相
対
的
自
律
性
な
の
だ
。
で
も
そ
の
こ
と
は
、

自
ら
の
批
判
す
る
一
元
論
的
経
済
主
義
と
本
質
的
に
ど
こ
が
異
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
な
る
ほ
ど
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、
一
か
ら
十
ま
で
経
済
が
支
配
す
る
の
で
は

な
く
、
経
済
は
最
終
段
階
に
お
い
て
決
定
す
る
だ
け
だ
、
と
云
う
。
す
な
わ
ち
、

「
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
と
し
て
の
、
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
に
お
け
る
経
済
の
こ
の

種
差
的
な
結
合
は
、
こ
の
生
産
様
式
に
お
い
て
、
同
様
に
経
済
に
支
配
的
役
割

を
帰
せ
し
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
も
知
る
よ
う
に
、
こ
の
生
産
様
式
に
関
す

る
『
資
本
論
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
分
析
と
、
支
配
的
役
割
が
政
治
あ
る
い

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
帰
す
る
そ
の
他
の
諸
生
産
様
式
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
指

摘
に
よ
っ
て
同
時
に
確
立
さ
れ
た（

70
）

」「
一
つ
の
生
産
様
式
を
特
徴
づ
け
る
統
一

性
の
型
は
、
最
終
審
級
に
お
い
て
、
経
済
的
な
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
複

、
、
、
、
、
、

雑
な
全
体

、
、
、
、

の
そ
れ
で
あ
る
。
最
終
審
級
に
お
け
る
支
配
に
た
い
し
て
は
決
定
、
、

（déterm
ination

）
と
い
う
用
語
を
留
保
し
よ
う（

71
）

」。
だ
が
．
．

、「
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
国
家
は
権
力
の
物
質
的
存
在
の
中
で
、
二
義
的
か
つ
無
視
し
う
る
役
割
し

か
も
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
な
る
も
の

le
social

の
単
な
る
付
属
物
と
し
て
の
国
家
と
い
う
幻
想
に
再
び
陥
ら
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
国
家
は
、
階
級
的
諸
権
力

の
存
在
お
よ
び
再
生
産
の
中
で
、
ま
た
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
階
級
闘
争
の
中

で
、
構
成
要
素
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
生

産
諸
関
係
の
う
ち
に
国
家
が
存
在
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
国
家
は
構
成

要
素
と
し
て
の
役
割
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
命
題
は
、
強
い
意
味
で
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
の
ご
く
漠
然
と
し
た
意
味
で
の

《
社
会
的
な
る
も
の
》（
国
家
を
《
設
立
》
す
る
原
理
と
し
て
の
《
社
会
》）
の

第
一
義
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
、
か
の
社
会
的
な
る
も
の
の
付

属
物
と
し
て
の
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
と
帰
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
の

潮
流
全
体
と
も
同
様
に
一
線
を
劃
す
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ

る
」。（
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
三
四
頁
）

「
経
済
に
よ
る
全
構
造
の
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
は
、
経
済
が
そ
こ
で
つ

ね
に
支
配
的
役
割
〔
主
役
〕
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
支
配

的
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
統
一
性
と
い
う
も
の
が
、
す
べ
て
の
生
産
様
式

は
一
つ
の
支
配
的
水
準
な
い
し
審
級
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る

と
し
て
も
、
し
か
し
経
済
的
な
る
も
の
は
、
事
実
、
そ
れ
が
か
く
か
く
の
次
元

に
支
配
的
役
割
を
帰
属
せ
し
め
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
換
言
す
れ

ば
、
そ
れ
が
諸
審
級
の
中
心
移
動
（décen

tration

）
に
基
づ
く
支
配
の
移
動

（dép
lacem

en
t

）
を
規
制
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
支
配
的
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る（

72
）

」
と
す
る
。
必
ず
し
も
明
快
な
説
明
と
は
思
え
な
い
が
、

要
は
、
経
済
主
義
及
び
国
家
道
具
説
と
は
断
然
一
線
を
劃
し
た
い
、
し
か
も
同

時
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
あ
く
ま
で
固
執
し
続
け
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か

し
最
終
段
階
に
お
け
る
決
定
だ
と
い
っ
て
も
、
決
定
と
は
政
治
学
的
に
、
そ
れ

に
違
反
す
れ
ば
重
大
な
価
値
剥
奪
を
免
れ
え
ぬ
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
鶴
の
一
声
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
優
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
結
局
こ
れ

は
経
済
主
義
で
は
な
い
の
か
。
例
え
ば
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
論
争
相
手
の
ミ
リ
バ

ン
ド
は
、「
表
門
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
『
経
済
主
義
』
に
新
し
い
装
を
こ
ら
し

て
裏
門
か
ら
ふ
た
た
び
現
わ
れ
る（

73
）

」「
さ
ん
ざ
ん
経
済
主
義
を
非
難
し
た
後
で

の
こ
の
異
様
に
『
経
済
主
義
的
な
』
反
映
主
義（

74
）

」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、

イ
ー
ス
ト
ン
も
「
経
済
は
そ
の
断
然
た
る
優
越
的
な
地
位
を
喪
失
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
特
権
的
な
地
位
を
保
持
し
て
い
る
。
各
々
の
審
級

は
相
対
的
に
自
律
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
々
の
審
級
は
同
時
に
、
あ
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る
仕
方
で
生
産
様
式
全
体
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
経
済
自
体
に

よ
っ
て
『
最
終
審
級
に
お
い
て
』
決
定
さ
れ
て
い
る（

75
）

」
等
々
と
、
プ
ー
ラ
ン

ザ
ス
は
曖
昧
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
私
に
も
、
全
体
の
統
一
性
の
中
で
一
方
で

経
済
を
政
治
と
並
ぶ
一
つ
の
相
対
的
自
律
性
を
有
す
る
も
の
と
し
な
が
ら
、
他

方
で
経
済
は
最
級
決
定
・
最
終
支
配
的
存
在
と
し
て
絶
対
的
自
律
性
を
有
す
る

も
の
と
す
る（

76
）

背
理
．
．

が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

政
治
の
相
対
的
自
律
性
の
問
題
に
移
ろ
う
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、「
国
家
の

資
本
主
義
的
類
型
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
多
く
の
論
争
と

誤
解
を
生
み
出
し
て
き
た
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
制
度
化
さ
れ
た
政
治
権
力
の
固、

有
な
統
一
性

、
、
、
、
、

と
そ
れ
の
相
対
的
自
律
性

、
、
、
、
、
、

の
問
題
を
取
り
上
げ
る（

77
）

」
と
し
て
次

の
よ
う
に
云
う
。

（
ａ
）
制
度
化
さ
れ
た
政
治
権
力
の
固
有
な
統
一
性

、
、
、
、
、
、

と
い
う
の
は
、
経
済
的

な
も
の
か
ら
相
対
的
に
自
律
的
な
国
家
権
力
の
諸
制
度
を
し
て
、
種
差
的
な

、
、
、
、

内

的
凝
集
性
を
示
さ
せ
て
い
る
、
資
本
主
義
国
家
の
独
得
な
性
格
で
あ
る
と
、
私

は
、
理
解
す
る
。
即
ち
、
こ
の
種
差
的
な
内
的
凝
集
性
は
、
そ
れ
の
諸
作
用

エ
フ
エ

に

お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
凝
集
性
と

は
、
お
お
よ
そ
、
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
諸
階
級
ま
た
は
諸
分
派
間
の
関
係
が
、
い

わ
ん
や
、
こ
れ
ら
諸
階
級
・
諸
分
派
と
そ
れ
に
同
盟
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
支

持
を
与
え
て
い
る
諸
階
級
ま
た
は
諸
分
派
と
の
間
の
関
係
が
、
国
家
の
制
度
化

さ
れ
た
権
力
の
細
分
化

、
、
、

、
分
割
、
、

な
い
し
分
有
、
、

に
基
礎
を
お
い
た
関
係
と
な
る
こ

と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
性
格
は
資
本
主
義

国
家
に
固
有
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
国
家
の
経
済
に
た
い
す
る
関
係
が

資
本
主
義
国
家
の
場
合
と
根
本
的
に
異
な
る
、
国
家
の
『
先
行
す
る
』
諸
タ
イ

プ
は
、
自
律
的
な
法
的
―
政
治
的
上
部
構
造
と
い
う
種
差
的
な
凝
集
性
を
示
さ

な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
制
度
は
、
経
済
的
―
政
治
的
性
格
を
有
す
る
権
力
諸
中
枢

が
、
多
元
的
に
区
分
さ
れ
た
形
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
階
級
関
係
は
、

し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
権
力
中
枢
の
分
有
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
国
家
の
資
本
主
義
的
類
型
の
相
対
的
自
律
性

、
、
、
、
、
、

と
は
、
こ
の
場
合
も
は

や
直
接
的
に
そ
の
国
家
諸
構
造
と
生
産
諸
関
係
と
の
関
係
で
は
な
く
、
国
家
と

階
級
闘
争
の
領
域

シ
ヤ
ン

と
の
関
係
、
と
く
に
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
階
級
ま
た
は
分
派
、

さ
ら
に
は
、
そ
れ
と
同
盟
し
て
い
る
あ
る
い
は
そ
れ
に
支
持
を
与
え
て
い
る
階

級
ま
た
は
分
派
に
た
い
す
る
国
家
の
相
対
的
自
律
性
で
あ
る
と
、私
は
考
え
る
。

私
は
ま
た
同
様
に
、
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
国
家
の
資
本
主
義
的

類
型
の
こ
の
二
つ
の
特
徴
の
相
関
関
係

、
、
、
、

を
確
認
で
き
る
こ
と
を
付
言
し
て
お

く
。
国
家
の
資
本
主
義
的
類
型
が
支
配
的
な
諸
階
級
と
諸
分
派
に
た
い
し
て
相

対
的
な
自
律
性
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
型
の
国
家
が
、
Ｍ
・

Ｐ
・
Ｃ
お
よ
び
資
本
主
義
的
社
会
構
成
体
の
種
差
的
審
級
と
し
て
固
有
な
統
一

性
―
―
階
級
権
力
の
統
一
性
―
―
を
保
持
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ

る
。
同
時
に
、
資
本
主
義
型
の
国
家
は
、
こ
の
国
家
が
支
配
的
な
諸
階
級
と
諸

分
派
に
た
い
し
て
相
対
的
に
自
律
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
言
う
な
れ
ば
、

究
極
的
に
は
こ
れ
ら
の
諸
階
級
と
諸
分
派
に
関
連
し
て
こ
の
国
家
が
担
わ
さ
れ

て
い
る
機
能
の
ゆ
え
に
、
こ
の
制
度
的
な
統
一
性
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
78
）

」。

こ
の
よ
う
に
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
、
国
家
に
固
有
の
内
的
統
一
性
と
そ
の
相
対

的
自
律
性
お
よ
び
両
者
の
密
接
な
相
関
関
係
を
力
説
す
る
所
以
は
、
国
家
道
具

説
と
国
家
主
体
説
と
に
対
す
る
彼
の
反
撥
な
の
で
あ
る
。
曰
く
、

「
事
物
と
し
て
の
国
家
、
こ
れ
は
国
家
に
つ
い
て
の
昔
か
ら
の
道
具
論
的
理

解
で
あ
り
、
受
動
的
な
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
中
立
的
な
道
具
と
し
て
の
国
家
は
、

た
だ
ひ
と
つ
の
分
派
に
よ
っ
て
完
全
に
操
作
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
場
合
、
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い
か
な
る
自
律
性
も
国
家
に
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
主
体
と
し
て
の
国
家

と
い
う
把
握
、
こ
の
場
合
に
は
国
家
の
自
律
性
は
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
自
律
性
は
市
民
社
会
を
合
理
化
す
る
審
級

ア
ン
ス
タ
ン
ス

と
し
て
の
国
家
の

固
有
の
意
志
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
理
解
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
さ

か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
治

社
会
学
の
支
配
的
潮
流
（《
制
度
主
義
的
＝
機
能
主
義
的
》
潮
流
）
に
踏
襲
さ

れ
て
い
る
理
解
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
自
律
性
を
、
国
家
が
保
持
し
て

い
る
と
み
な
さ
れ
る
固
有
の
権
力

、
、
、
、
、

と
国
家
的
合
理
性
の
所
持
者
（
つ
ま
り
官
僚

お
よ
び
と
り
わ
け
政
治
的
エ
リ
ー
ト
）
と
関
連
づ
け
て
い
ま
す（

79
）

」。

「
い
ま
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
（
す
な
わ
ち

事
物
と
し
て
の
国
家
理
解
そ
し
て
主
体
と
し
て
の
国
家
理
解
）
に
は
、
国
家
と

社
会
的
諸
階
級
と
の
、
と
り
わ
け
国
家
と
支
配
的
諸
階
級
お
よ
び
諸
分
派
と
の

関
係
性
が
、
外
在
、
、

的
関
係
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
十
分

に
検
討
す
る
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
支
配
的
諸
階
級
は
《
影
響
力
》
お
よ
び

《
圧
力
団
体
》
の
働
き
に
よ
っ
て
国
家
（
事
物
）
を
従
わ
せ
て
い
る
と
か
、
あ

い
は
国
家
（
主
体
）
が
支
配
的
諸
階
級
を
従
わ
せ
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
外
在
的
関
係
性
の
中
で
は
、
国
家
と
支
配
的
諸
階
級

と
は
、
相
互
に

、
、
、

《
対
決
、
、

》
し
あ
っ
た

、
、
、
、

、
お
互
い
に
《
向
か
い
》
あ
っ
た
二
つ
の

、
、
、

本
質
的
実
体

、
、
、
、
、

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
権
力
は
あ
る
社
会
の
中
で
一
定
量

で
あ
る
と
す
る
見
解
、《
ゼ
ロ
・
サ
ム
権
力
》
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
一
方
は

他
方
が
《
権
力
》
を
も
た
な
い
限
り
に
お
い
て
《
権
力
》
を
保
持
す
る
、
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
支
配
的
階
級
が
国
家
か
ら
そ
の
本
来
の
権
力
を
取
り

除
く
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
《
吸
収
》
し
た
り
（
事
物
と
し
て
の
国
家
）、
あ

る
い
は
、
国
家
は
支
配
的
階
級
に
《
抵
抗
》
し
、
国
家
じ
し
ん
の
利
益
と
な
る

よ
う
支
配
的
階
級
か
ら
そ
の
権
力
を
取
り
上
げ
る
（
主
体
と
し
て
の
、
ま
た
社

会
的
諸
階
級
の
調
停
者

ア
ル
ビ
ー
ト
ル

と
し
て
の
国
家
。
こ
れ
は
社
会
民
主
主
義
に
も
て
は
や

さ
れ
て
い
る
認
識
で
す
）、
と
い
う
の
で
す（

80
）

」
と
。

こ
の
二
つ
の
う
ち
就
中
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
槍
玉
に
あ
げ
る
の
が
マ
ル
ク
ス
主

義
の
古
典
的
か
つ
伝
統
的
な
国
家
道
具
説
で
あ
る
。
彼
は
国
家
の
相
対
的
自
律

性
を
強
調
し
つ
つ
、「
こ
の
よ
う
な
国
家
の
理
解
が
、
国
家
を
支
配
階
級
の
道

具
な
い
し
は
手
段
と
み
な
す
単
純
で
通
俗
的
な
理
解
に
た
い
し
て
明
確
に
一
線

を
画
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
先
行
す
る
い
く
つ
か
の

型
の
国
家
と
の
比
較
か
ら
国
家
の
資
本
主
義
的
類
型
の
種
差
的
機
能
を
把
握
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
を
一
般
に
支
配
階
級
の
単
な
る
道
具
な
い
し
は
手
段

と
す
る
理
解
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
一
般
性
自
体
に
お
い
て
誤
っ
て
お
り
、
と
り

わ
け
資
本
主
義
国
家
の
機
能
を
把
握
す
る
の
に
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
な
お
一
層
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
制
度
化
さ
れ
た

政
治
権
力
の
統
一
性
と
支
配
的
な
諸
階
級
お
よ
び
そ
の
諸
分
派
に
た
い
す
る
こ

の
統
一
性
の
機
能
と
の
間
の
以
上
の
よ
う
な
関
係
を
明
確
に
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
相
も
変
ら
ず
『
主
意
主
義
―
経
済
主
義
』
を
伴
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴

史
主
義
的
潮
流
が
す
べ
て
、
そ
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
潮

流
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
結
局
あ
る
主
体
の
産
物
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
支
配
階
級

―
主
体
の
産
物
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
、
国
家
と
は
、
支
配
階
級
―
主
体
の
思
い

通
り
に
操
作
し
う
る
支
配
の
単
な
る
道
具
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の

国
家
の
統
一
性
は
、
し
た
が
っ
て
、
支
配
階
級
の
「
意
思
」
が
想
定
し
た
統
一

に
帰
着
す
る
の
で
、
こ
の
支
配
階
級
の
意
思
に
た
い
し
て
は
、
国
家
は
少
し
も

自
律
性
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
支
配
階
級
の
支
配
意
思
に
よ
っ
て
も
っ

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

二
四

（6）

― 303 ―



ぱ
ら
統
一
さ
れ
た
国
家
は
、
支
配
階
級
に
と
っ
て
、
自
動
力
の
な
い
一
つ
の
道

具
で
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
導
く
。
即
ち
、

た
と
え
わ
ず
か
で
も
支
配
階
級
に
た
い
す
る
国
家
の
相
対
的
自
律
性
を
認
め
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
、
制
度
化
さ
れ
た
政
治
権
力
の
統
一
性
の

崩
壊
と
し
て
説
明
さ
れ
、
労
働
者
階
級
が
そ
こ
か
ら
自
律
的
な
「
分
け
前
」

（p
artie

）
を
獲
得
し
う
る
よ
う
な
同
権
力
の
分
割
化
な
い
し
は
細
分
化
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
明
白
な
理
論
的
矛
盾
に
も
と

づ
く
も
の
だ
が
、
資
本
主
義
国
家
は
支
配
階
級
の
単
な
る
「
使
用
人
」
と
し
て

考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
労
働
者
階
級
の
餌
食
に
な
る
こ
と
し
か
期
待
さ
れ
な

い
よ
う
な
小
片

パ
ル
セ
ル

の
堆
積
で
も
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（

81
）

」

と
云
う
。

国
家
に
固
有
の
か
か
る
内
的
統
一
性
と
国
家
の
相
対
的
自
律
性
の
認
識
は
、

始
め
か
ら
つ
ま
り
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
を
放
棄
す
る
以
前
か
ら
の
彼
の
持

論（
82
）

で
あ
り
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
お
い
て
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
並

び
立
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
成
立
の
学
的
根
拠
で
あ
る
。
曰
く
、「
こ
の
自

律
性
は
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
対
象
に
つ
い
て
理
論
的
な
諸
結
果
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
非
常
に
厳
密
な
意
味
で
、
こ
の
様
式
の
一
審
級
、
例
え
ば
資
本
主

義
国
家
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
理
論
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
自
律
的
か
つ

特
定
の
科
学
の
対
象
に
政
治
的
な
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
を
許
す
。
マ
ル
ク
ス

は
人
も
知
る
ご
と
く
、『
資
本
論
』
の
中
で
経
済
と
経
済
学
に
つ
い
て
そ
の
こ

と
を
証
明
し
た
の
だ
が
。
適
切
に
い
え
ば

、
、
、
、
、
、

、
こ
の
自
律
性
が
、
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ
の

一
審
級
に
関
す
る
論
究
的
叙
述
の
中
に
お
け
る
他
の
諸
審
級
に
か
か
わ
る
諸
理

論
の
欠
如
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る（

83
）

」「
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
な
理

論
的
労
作
で
あ
る
『
資
本
論
』
を
考
え
よ
う
。
人
は
よ
り
特
殊
的
に
政
治
の
研

究
、
と
く
に
資
本
主
義
国
家
の
研
究
に
関
連
し
て
、
そ
こ
か
ら
何
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
。
事
実
、『
資
本
論
』
は
、
一
方
で
は
―
―
そ
れ
が
含
ん
で

い
る
事
柄
の
中
で
私
は
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
に
限
定
す
る
が
―
―
資

本
主
義
的
生
産
様
式

、
、
、
、

、
そ
れ
を
種
差
化
す
る
諸
審
級
の
連
節
化
と
結
合
―
―
マ

ト
リ
ス
―
―
の
科
学
的
取
扱
い
、
他
方
で
は
こ
の
生
産
様
式
の
経
済
的
リ
ー
ジ

ョ
ン
の
体
系
的
理
論
的
取
扱
い
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
人
々

が
長
い
こ
と
信
じ
て
き
た
よ
う
に
、
何
か
重
要
な
こ
と
が
他
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
に

お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
吟
味
が
第
二
義
的
な

も
の
で
あ
る
か
ら
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
、

こ
の
生
産
様
式
が
、
特
別
な
科
学
的
取
扱
い
を
課
し
得
る
よ
う
な
そ
の
諸
審
級

の
特
徴
的
な
自
律
性
に
よ
っ
て
種
差
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

生
産
様
式
に
お
い
て
、
経
済
が
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
の
み
な
ら
ず
、
支
配

的
役
割
〔
主
役
〕
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
他
の
諸
審
級

―
―
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―
も
も
ち
ろ
ん
『
資
本
論
』
の
中
に
提
示
さ
れ

て
い
る
が
―
―
そ
れ
は
こ
の
意
味
で
『
排
他
的
に
』
経
済
的
労
作
で
は
な
い
の

で
あ
る
―
―
、
し
か
し
他
の
諸
審
級
は
、
暗
黙
裡
に

、
、
、
、

（en
creu

x

）、
つ
ま
り

経
済
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
作
用
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
人
は
『
資
本
論
』
の
中
に
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
体
系
的
理
論
を
見
出
さ
な
い
し
―
―
資
本
主
義
的
物
神
性
に
つ
い
て

の
諸
評
言
は
体
系
的
理
論
と
い
う
称
号
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
―
―
、
ま

た
そ
こ
に
政
治
の
理
論
も
見
出
し
は
し
な
い
。『
資
本
論
』
に
お
い
て
政
治
の

こ
の
よ
う
な
暗
黙
裡
の
現
存
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
で
は
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
を
非
常
に
遠
く
ま
で
連
れ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う（

84
）

」。
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つ
ま
り
『
資
本
論
』
に
も
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
そ
れ
な
り
の

言
及
は
あ
っ
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
こ
に
政
治
に
関
す
る
体
系
的
理
論
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
。
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
者
プ
ー
ラ
ン

ザ
ス
の
眞
骨
頂
で
あ
り
、
廣
松
渉
と
き
わ
め
て
異
る
所
以
で
あ
る
。
か
つ
て
私

も
こ
う
書
い
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
、『
資
本
論
』
の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
政

治
や
法
や
国
家
に
関
す
る
言
及
が
い
さ
さ
か

、
、
、
、

な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
経
済

学
批
判
と
し
て
の
『
資
本
論
』
ま
た
は
そ
の
延
長
を
も
っ
て
、
そ
れ
で
政
治
学

批
判
を
も
つ
く
す
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。『
経
済

学
・
哲
学
草
稿
』
の
序
文
で
マ
ル
ク
ス
は
、『
国
家
、
法
律
、
道
徳
、
市
民
生

活
な
ど
と
国
民
経
済
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
た
だ
国
民
経
済
学
が
そ
れ
自
身

が
職
務
上
か
ら
こ
れ
ら
の
対
象
に
ふ
れ
て
い
る
範
囲
だ
け
し
か
ふ
れ
ら
れ
て
い

な
い（

85
）

。』
と
い
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
も
基
本
的
に

は
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い（

86
）

」
と
。

問
題
は
そ
の
政
治
学
の
内
容
殊
に
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
お
け
る
国
家
概
念
で
あ

る
。
た
だ
そ
れ
に
移
る
前
に
、
今
一
度
政
治
の
相
対
的
自
律
性
に
関
し
て
若
干

の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
こ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
相
対
的
自
律
性
と
は
、
政
治

が
経
済
に
対
し
て
全
く
自
律
性
を
有
し
な
い
こ
と
と
で
も
、
逆
に
国
家
が
経
済

に
対
し
て
絶
対
的
な
自
律
性
を
有
す
る
こ
と
で
も
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、

こ
れ
は
そ
の
中
間
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
中
間
と
い
っ
て
も
そ
の

程
度
が
問
題
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
は
「
自
律
性
は
す
べ
て
相
対

的
で
あ
る
」
と
す
ら
云
っ
て
い
る
（G

id
d
en
s,
A
.:
A
C
on
tem
p
orary

C
ritique

of
H
istorical

M
aterialism

,
vol.
I,
1981

pp.216

〜217

）。
経

済
の
規
定
性
の
方
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
場
合
と
政
治
の
自
律
性
の
方
に
ウ
ェ
イ

ト
を
置
く
立
場
と
で
は
自
律
性
の
程
度
が
異
る
。
既
述
し
た
廣
松
の
ば
あ
い
は

前
者
に
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
後
者
に
傾
く
。
そ
れ
は
前
に

も
引
用
し
た
よ
う
に
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
が
「
国
家
は
経
済
的
・
社
会
的
現
実
の

単
な
る
登
録
者
で
は
な
い（

87
）

」
と
か
「
経
済
に
よ
る
全
構
造
の
最
終
審
級
に
お

け
る
決
定
は
、
経
済
が
そ
こ
で
つ
ね
に
支
配
的
役
割
（
主
役
）
を
保
持
す
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い（

88
）

」
と
か
と
述
べ
て
い
る
所
か
ら
も
窺
え
る
。
経
済

主
義
を
批
判
し
国
家
道
具
説
を
克
服
せ
ん
と
す
る
そ
の
努
力
は
よ
く
分
る
。
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
と
経
済
と
の
論
理
的
関
係
が
曖

昧
性
を
脱
し
た
と
は
云
い
難
い
。
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
も
次
の
よ
う
に
批
判
し

て
い
る
。「
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
と
く
に
〔
国
家
の
〕
相
対
的
自
律
性
の
概
念
と
関

係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を
明
確
に
す
る
の
を
助
け
は
し
な

か
っ
た
。そ
れ
は
、彼
自
身
の
著
作
に
お
い
て
多
大
な
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
た

（
89
）

」。

「
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
―
ミ
リ
バ
ン
ド
論
争
へ
の
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
二
回
目
の
寄

稿
に
お
い
て
、
彼
は
、『
国
家
の
相
対
的
自
律
性
は
ど
れ
ほ
ど
相
対
的
か
』
と

い
う
点
に
関
す
る
ミ
リ
バ
ン
ド
の
質
問
に
た
い
し
て
、
以
下
の
記
述
の
よ
う
に

答
え
た
の
で
あ
る
。『
わ
た
し
は
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
形
態
で
は
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
合
理
で
あ
る
か
ら
。
も
し
わ
た

し
が
真
に
構
造
主
義
者
の
と
が
を
負
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
の
み
わ

た
し
は
こ
う
し
た
一
般
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
た
こ
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
ミ
リ
バ
ン
ド
が
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
具
体

的
諸
個
人
や
社
会
諸
階
級
の
役
割
に
つ
い
て
な
ん
の
考
慮
も
し
て
い
な
い
か
ら

で
は
な
く
、
正
確
に
は
、
国
家
の
『
相
対
的
自
律
性
』（
な
に
に
、
ま
た
は
だ

れ
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
相
対
的
な
の
か
？
）
と
い
う
表
現
に
お
け
る

『
相
対
的
』
と
い
う
用
語
が
、
こ
こ
で
は

、
、
、
、

国
家
と
支
配
諸
階
級
と
の
関
係
に
関
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し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
支
配
諸
階
級
と
の
関
係
で
相
対
的
に
自
律
的
で
あ
る
）

か
ら
こ
そ
、
一
般
的
な
回
答
を
与
え
え
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ

は
個
々
の
社
会
構
成
体
内
で
の
階
級
闘
争
に
言
及
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す

る
国
家
諸
形
態
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
の
諸

原
理
そ
の
も
の
は
、
こ
の
自
律
性
の
一
般
的
な
否
定
的
諸
制
限
を
規
定
す
る
の

で
あ
る
。（
資
本
主
義
）
国
家
は
、
結
局
は
支
配
階
級
ま
た
は
支
配
諸
階
級
の

政
治
的
諸
利
害
に
照
応
し
う
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
こ
れ

は
ミ
リ
バ
ン
ド
が
わ
た
し
に
期
待
し
た
よ
う
な
回
答
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え

る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
な
に
か
矯
正
で
き
な
い
ほ
ど
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
者

で
は
な
い
の
で
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
限
界
内
で
は
、
国
家
の
相
対
的
自
律
性
の
こ
れ
ら
の
度

合
・
程
度
・
諸
形
態
等
々
（
ど
の
程
度

、
、
、
、

相
対
的
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
そ
れ

、
、
、
、
、
、
、

が、
相
対
的
で
あ
る

、
、
、

か
）
は
、（
わ
た
し
が
著
書
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
て
強
調
し

て
い
る
よ
う
に
）
一
定
の
資
本
主
義
国
家
と
の
関
連
で
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応

す
る
階
級
闘
争
の
正
確
な
状
況
、
、

（
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
特
殊
な
構
成
、
こ
の
ブ
ロ

ッ
ク
内
で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
度
合
、
一
方
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
そ
の
さ
ま
ざ

ま
な
諸
分
派
と
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
と
、
他
方
で
労
働
者
諸
階
級
と
そ
れ
ら
を

支
持
す
る
諸
階
級
と
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
等
々
）
と
の
関
連
で
の
み
検
討
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
ま
さ
し
く
階
級
闘
争
の
状
況
の
た

め
に
、
一
般
的
形
態
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
』。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
基
本
的
に
欠
陥
が
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
、

自
己
の
相
対
的
自
律
性
分
析
に
偶
然
性
の
要
素
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る（
90
）

」「
国
家
の
相
対
的
自
律
性
の
た
め
の
満
足
の
ゆ
く
証
明
を
提
示
す
る
こ
と

に
失
敗
し
た
の
で
あ
っ
た（

91
）

」

「
こ
の
こ
と
は
、
相
対
的
自
律
性
概
念
が
誤
り
で
あ
り
、
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は

他
の
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
諸
概
念
と
と
も
に
そ
れ
を
放
棄
す
べ
き
だ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
は
正
当
に
も
、
資
本
主
義
諸
社
会
に
お
け
る

政
治
的
お
よ
び
経
済
的
領
域
の
制
度
的
分
離
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
国
家
と
は
、

国
家
の
外
に
形
成
さ
れ
、
自
己
の
所
与
の
諸
利
害
を
促
進
す
る
た
め
に
国
家
を

利
用
す
る
階
級
諸
勢
力
の
単
純
な
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
を
正
し
く
否
定

し
た
。
彼
は
、
制
度
的
総
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
国
家
と
国
家
要
員
と
社
会
諸

階
級
と
の
あ
い
だ
の
複
雑
で
状
況
的
な
諸
関
係
に
つ
い
て
、
よ
く
注
意
し
て
い

た
。
し
か
し
彼
は
、
国
家
の
ど
こ
か
に
、
な
ん
と
か
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

階
級
支
配
を
保
証
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
る
、
と
み
な
し
た
点
で
過
ち

を
お
か
し
た（

92
）

」
と
。

さ
ら
に
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
自
身
に
よ
る
次
の
自
己
批
判
を
も
紹

介
し
て
い
る
。「（『
国
家
、
権
力
、
社
会
主
義
』
は
）
わ
た
し
が
以
前
に
採
用

し
た
一
定
の
概
念
か
ら
、
す
な
わ
ち
諸
審
級
・
諸
レ
ベ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
社

会
的
現
実
を
考
察
す
る
国
家
の
相
対
的
自
律
性
と
い
う
概
念
か
ら
一
定
の
距
離

を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
的
概
念
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
わ
た
し
は
一
連
の
批
判
を
提
起
す
る
、
な
ぜ
な
ら
相
対
的
自
律
性
の
概

念
は
国
家
の
種
差
性
を
正
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
せ
ず
、
国
家
・
社

会
・
経
済
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
を
十
分
に
正
確
な
し
か
た
で
把
握
す
る
こ
と
に

失
敗
し
た
概
念
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
わ
た

し
は
国
家
を
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
装
置
を
含
む
そ
の
広
い
意
味
に
お
い
て
す

ら
）
権
力
諸
制
度
の
（
ほ
と
ん
ど
）
排
他
的
な
場
と
し
て
考
察
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
社
会
に
は

極
度
に
重
要
な
他
の
権
力
諸
セ
ク
タ
ー
の
一
群
が
存
在
す
る（

93
）

」
と
。
し
か
し
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こ
れ
は
、
後
述
す
る
権
力
概
念
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
権
力
を
す
べ
て
国

家
権
力
に
の
み
限
定
し
、
且
つ
権
力
の
階
級
性
を
強
調
し
た
こ
と
へ
の
自
己
批

判
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
の
相
対
的
自
律
性
と
の
直
接
の
関
係
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
お
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
の
国
家
理
論
及
び
「
相
対
的
自
律
性
論
は
、
国

家
権
力
を
階
級
権
力
に
還
元
し
て
し
ま
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
傾
向
の
化
粧
直
し

a
cosm

etic
m
odification

に
思
え
る（

94
）

」
と
す
る
フ
レ
ッ
ド
・
ブ
ロ
ッ
ク
や
国

家
と
市
民
社
会
の
弁
証
法
的
関
係
を
指
向
し
な
が
ら
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
政
治
の

相
対
的
自
律
性
論
を
、
一
八
四
三
年
の
若
き
マ
ル
ク
ス
の
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』

に
お
け
る
政
治
的
解
放
と
混
同
し
て
い
る
ポ
ー
ル
・
ト
ー
マ
ス（

95
）

の
所
論
を
、

そ
れ
ぞ
れ
第
三
節
〈
国
家
と
市
民
社
会
の
弁
証
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
〉
の
中
で
扱

う
。
次
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
国
家
概
念
の
吟
味
で
あ
る
。

〔
訂
正
〕

前
号
「
国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
（
５
）」
の
二
四
〇
頁

上
段
一
七
行
目
の
、「
一
つ
も
社
会
的
権
力
と
は
訳
さ
ず
に
」
の
部
分
を
、「
一

つ
も
」
を
削
除
し
、
更
に
「
社
会
的
権
力
と
の．
訳
の
外
．
．

に
」
と
、
訂
正
。

〔
註
〕『

資
本
の
国
家
』（
ニ
コ
ス
・
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
著
　
田
中
正
人
訳
　
ユ
ニ
テ
　
一

九
八
三
年
）
第
二
章
「
グ
ラ
ム
シ
」。

邦
訳
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』（
ニ
コ
ス
・
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
　
田
口
富

久
治
・
山
岸
紘
一
訳
　
未
来
社
　
一
九
七
八
年
）、『
資
本
主
義
国
家
の
構
造

Ⅱ
』（
田
口
富
久
治
・
細
井
幸
裕
・
山
岸
紘
一
訳
　
未
来
社
　
一
九
八
一
年
）。

『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』（
田
中
正
人
／
柳
内
隆
訳
　
一
九
八
四
年
　
ユ
ニ
テ
）。

Ｂ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
著
　
田
口
富
久
治
監
訳
『
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
読
む
』（
合
同
出

版
　
一
九
八
七
年
）
四
二
九
―
四
三
〇
頁
。

B
ob
Jessop

:
N
IC
O
S
P
O
U
L
A
N
T
Z
A
S

―M
arx
ist
T
h
eory

an
d

P
olitical

Strategy

（M
acm
illan

1985

）pp.339-340.

前
掲
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
は
し
が
き
　
Ⅱ
頁
。

"a
virtually

im
penetrable

confusion"

（D
avid

E
aston:the

A
nalysis

of

P
olitical

Structure,R
outledge

1990,p.169

）

"th
e
am
b
ig
u
ities

in
P
ou
lan
tzas's

th
eoretical

p
rop
osition

s"

（ib
id
.,

p
.171

）
邦
訳
、
山
川
雄
巳
監
訳
『
政
治
構
造
の
分
析
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
九
八
）
二
三
九
頁
。"th

e
in
h
eren

t
am
b
ig
u
ity
in
h
is
th
ou
g
h
t"

（ibid.,p.183

）
邦
訳
、
同
上
二
五
七
頁
、
等
々
。

"this
obscure

conclusion"

（ibid.,p.168

）
邦
訳
、
仝
上
二
三
六
頁
。

前
掲
、
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
著
　
田
口
監
訳
『
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
読
む
』
二
八
頁
。

B
ob
Jessop:

N
IC
O
S
P
O
U
L
A
N
T
Z
A
S

―m
arxist

theory
and

political

strategy

（M
acm
illan

1985

）p.3.

仝
上
　
二
九
頁
。ibid.,p.4.

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
三
五
頁
。

仝
　
三
五
―
三
六
頁
。

仝
　
三
七
頁
。

仝
　
三
八
頁
。

仝
　
三
九
頁
。

仝
　
四
四
頁
。

仝
　
四
五
頁
。

仝
　
五
〇
頁
。

仝
　
五
一
頁
。

仝
　
四
五
頁
。

仝
　
九
三
頁
。

仝
　
五
〇
頁
。

仝
　
七
〇
頁
。
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仝
　
七
一
―
七
二
頁
。

仝
　
七
二
頁
。

仝
　
七
二
―
七
三
頁
。
グ
ラ
ム
シ
に
お
け
る
、
暴
力
と
同
意
と
の
折
衷
的
二
元

論
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
グ
ラ
ム
シ
・
政
治
学
」（
東
経
大
学
会
誌
　
一
八
八
号
、

一
八
三
頁
）
も
参
照
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
一
七
九
五
。

前
掲
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
八
五
頁
。

仝
　
九
一
頁
。

仝
　
八
九
―
九
〇
頁
。

仝
　
九
一
頁
。

前
掲
、
Ｂ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
『
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
読
む
』
九
一
頁
。

B
ob
Jessop,op.cit.,p.57.

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
一
五
八
頁
。

仝
　
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
一
七
三
頁
。

前
掲
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
五
〇
―
五
一
頁
。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
一
一
七
頁
。

Ｎ
・
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
著
　
田
中
正
人
訳
『
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
独
裁
』（
社
会
評

論
社
　
一
九
七
八
年
、
二
〇
一
頁
）。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
一
七
三
頁
。

前
掲
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
六
六
―
六
七
頁
。

「
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
甦
る
マ
ル
ク
ス
』
Ⅰ
・
Ⅱ
（
河
野
・
田
村
訳
、
人
文
書
院
）

参
照
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
マ
ル
ク
ス
的
顛
倒
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル

的
矛
盾
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
弁
証
法
的
止
揚
と
し
て
で
は
な
く
、
両
者
の
全
く

の
切
断
・
断
絶
と
し
て
理
解
す
る
。
マ
ル
ク
ス
自
身
の
発
展
の
内
部
に
お
い
て

も
、
一
八
四
五
年
の
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
』
と
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
境
と
し
て
前
後
が
切
断
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
『
資
本

論
』
に
代
表
さ
れ
る
科
学
と
し
て
の
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
、
そ
れ
以

前
の
青
年
期
の
著
作
は
未
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
「
観
念
的

な
時
期
」
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
否
定
さ
れ
る
。
当
然
、
一
八
四
三
年
の
『
ヘ

ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』
も
全
く
根
本
的
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
的
人
間
学
・
倫
理
学
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
切
れ
た
所
か

ら
マ
ル
ク
ス
自
身
の
マ
ル
ク
ス
主
義
も
発
足
す
る
と
考
え
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
マ
ル
ク
ス
的
顛
倒
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
主
義
に
対
す
る
マ

ル
ク
ス
の
経
済
主
義
と
し
て
理
解
す
る
や
り
方
を
批
判
す
る
。
そ
の
限
り
上
部

構
造
の
相
対
的
有
効
性
を
認
め
、
政
治
学
の
自
立
へ
の
道
を
開
く
と
も
い
え
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
上
部
構
造
・
土
台
論
の
枠
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。

市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
の
近
代
的
弁
証
法
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
―
マ
ル
ク
ス

的
弁
証
法
は
全
く
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
眼
中
に
は
な
い
。
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解

に
お
い
て
も
、
ま
た
初
期
マ
ル
ク
ス
理
解
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
上
部
構
造
の
独
自
性
を
言
っ
て
も
し
れ
て
い
る
。
論
よ

り
証
拠
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
国
家
論
は
、「
国
家
が
支
配
的
搾
取
階
級
に
奉
仕

す
る
強
制
の
手
段
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
単
純
素
朴
な
レ
ー
ニ
ン
主
義
階
級

国
家
論
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
す
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
階
級
主
義
的
把

握
か
ら
マ
ル
ク
ス
国
家
論
を
解
放
す
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
に
は
、
な
る
ほ
ど
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響

が
み
ら
れ
、
階
級
国
家
論
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
こ
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
を
過
大
評
価
し
、
マ
ル
ク
ス
の
ヘ

ー
ゲ
ル
批
判
に
示
さ
れ
た
独
創
性
と
重
要
性
を
軽
視
な
い
し
無
視
す
る
こ
と
に

対
し
て
は
、
ガ
ル
ヴ
ァ
ー
ノ
・
デ
ッ
ラ
・
ヴ
ォ
ル
ペ
の
批
判
「
同
志
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
に
と
っ
て
の
困
難
」
も
あ
る
（『
現
代
の
理
論
』
一
九
六
八
年
九
月
、
一

二
五
―
一
二
六
頁
）」（
拙
稿
「
マ
ル
ク
ス
政
治
学
原
理
論
の
方
法
」『
思
想
』
一

九
六
八
年
十
一
月
号
、
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
政
治
学
の
復
権
』
論
創
社
　
一
九
七

九
年
に
所
収
、
同
三
四
―
三
五
頁
）。
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拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』（
現
代
評
論
社
　
一
九
七
三
年
）
四
一
―
四
三

頁
。

前
掲
、
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
政
治
学
の
復
権
』
四
二
八
―
四
三
〇
頁
。

'A
s
ag
ain
st
civ
il
society

'

と
の
英
訳
に
よ
る
。C

f.
N
icos

P
ou
lan
tzas

（translation
editor

T
im
othy

O
'H
agan

）:"P
olitical

P
ow
er
and

Social

C
lasses':V

erso
E
dition

1978,p.280.

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅱ
』
一
三
四
頁
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
一
七
二
―
一
七
三
頁
。

仝
　
一
四
頁
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅱ
』
一
三
六
頁
。

N
icos

P
oulantzas

（V
erso

E
dition

1978

）op.cit.,pp.279

〜280.

ibid.,p.281.

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
一
七
三
―
一
七
四
頁
。

前
掲
、
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
政
治
学
の
復
権
』
四
三
〇
―
四
三
一
頁
。

因
み
に
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
は
次
の
Ｐ
・
ノ
ラ
と
Ｍ
・
ル
ュ
ベ
ル
の
解
釈
を
誤
り
だ

と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。「
Ｐ
・
ノ
ラ
（N
ora

）
は
、『
し
か
し
、
こ
の
中
央
集

権
的
国
家
機
構
に
関
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
二
つ
の
矛
盾
し
た
判
断
を
し
て
い

る
。
即
ち
、
一
方
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
国
家
機
構
が
支
配
階
級
の
抑
圧

手
段
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
…
…
他
方
で
は
、
彼
は
、
こ
の
中
央
集
権
的

機
構
が
、
そ
の
諸
機
関
を
完
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
益
々
自

立
し
て
い
き
、
一
般
利
益
の
場
と
な
る
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
』
と
述
べ

て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
Ｍ
・
ル
ュ
ベ
ル
（R

u
b
el

）
も
、『
一
見
す
る
と
、

ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
国
家
に
つ
い
て
作
り
あ
げ
た
思
想
、

す
な
わ
ち
、
国
家
が
、
搾
取
階
級
の
権
力
お
よ
び
支
配
の
道
具
で
あ
る
と
い
う

思
想
と
照
応
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
彼
は
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ

ム
が
、
国
家
と
社
会
が
絶
対
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ
り
極
限
状
態
に
至
っ
た

場
合
の
『
力
関
係
』
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
理
念
型
的
展
望
を
描
い
て
い
る
』

と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（
前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅱ
』
一
三
五
頁
）。

マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
』
に
お
け
る
国

家
論
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
九
九
―
一
〇
七
頁

参
照
。

仝
　
一
一
八
頁
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
二
五
頁
。

前
掲
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
六
頁
。

仝
　
七
頁
。

仝
　
八
頁
。

仝
　
一
〇
頁
。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
一
八
頁
。

仝
　
一
九
頁
。

仝
　
一
九
―
二
〇
頁
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
三
〇
頁
。

仝
　
六
頁
。

仝
　
九
頁
。

ラ
ル
フ
・
ミ
リ
バ
ン
ド
著
、
田
口
富
久
治
・
中
谷
義
和
・
岡
本
仁
宏
・
木
原
滋

哉
・
北
西
允
訳
『
階
級
権
力
と
国
家
権
力
―
政
治
論
集
』（
未
来
社
　
一
九
八
六

年
）
六
〇
頁
。

仝
　
六
一
頁
。

前
掲
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
イ
ー
ス
ト
ン
、
山
川
雄
己
監
訳
『
政
治
構
造
の
分
析
』

二
三
九
頁
。D

avid
E
aston:op.cit.,p.170.

「
一
つ
の
資
本
主
義
的
社
会
構
成
体
か
ら
区
別
さ
れ
た
、『
純
粋
な
』
資
本
主
義
的

生
産
様
式
―
―
そ
れ
は
そ
の
純
粋
性
に
お
い
て
経
済
的
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
審
級
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
―
―
は
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
審
級
の
種
差
的
自
律
性
と
そ
こ
で
経
済
的
な

も
の
が
占
め
る
支
配
的
役
割
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
Ｍ
・
Ｐ
・
Ｃ

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

三
〇

（6）

― 297 ―

（52）

（63）（64）
（65）
（66）

（62）（61）（60）（59） （58）

（51）（50）（49） （48）（47） （46）（53）（54）（55）（56）（57）

（67）（68）（69）（70）（71）（72）（73）（74）（75）（76）



を
特
徴
づ
け
る
諸
審
級
の
自
律
化
と
そ
こ
で
経
済
的
な
も
の
が
占
め
る
支
配
的

地
位
」（『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
六
三
頁
）。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅱ
』
一
〇
一
頁
。

仝
　
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
一
二
四
頁
。

仝
　
一
二
五
頁
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅱ
』
一
四
二
―
一
四
三
頁
。

前
掲
『
資
本
の
国
家
』
五
六
―
五
七
頁
、
八
〇
―
八
三
頁
参
照
。

前
掲
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
　
Ⅰ
』
二
六
頁
。

仝
　
一
四
―
一
五
頁
。

城
塚
・
田
中
訳
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』（
岩
波
文
庫
）
一
一
―
一
二
頁
。

拙
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』（
日
本
評
論
社
　
一
九
八
六
年
）
二
七
八
頁
。

註
（
44
）
参
照
。

註
（
72
）
参
照
。

前
掲
、
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
『
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
読
む
』
一
七
九
頁
。B

ob

Jessop,op.cit.,p.131.

仝
　
一
八
一
―
一
八
二
頁
。ibid.,pp.133-134.

仝
　
一
八
三
頁
。ibid.,p.135.

仝
　
一
八
四
―
一
八
五
頁
。ib
id
.,
p
.136.

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
更
に
こ
う
云
っ
て

い
る
「
説
明
の
原
理
と
し
て
の
『
相
対
的
自
律
性
』
と
い
う
概
念
を
、
理
論
的

ご
み
溜
め
に
投
げ
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」（
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
　
中
谷
義

和
訳
『
国
家
理
論
』
お
茶
の
水
書
房
　
一
九
九
四
年
）
一
五
三
頁
。

B
ob
Jessop:State

T
heory

（P
olitig

P
ress,1990

）p.103.

前
掲
『
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
を
読
む
』
一
九
六
頁
。B

ob
Jessop:

op.
cit.,
pp.145-

146.

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
こ
の
自
己
批
判
の
部
分
を
自
ら
の
最
近
作
の

中
に
も
再
録
し
て
い
る
。cf.

B
ob
Jessop

:
S
tate

P
ow
er

（P
olity

P
ress,

2008

）p.118.

F
red
B
lock:R

evising
State

T
heory

（T
em
ple
U
.P
.1987

）p.83.

P
au
l
T
h
om
as:
A
lien

P
olitics

―m
arx
ist
state

th
eory

retriev
ed

―

（R
outledge

1994

）pp.146-149.
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