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大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
著
書
は
多
彩
で
あ
り
、
特
に
最
近
で
は
鹿

野
政
直
著
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
底
流
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
な
ど
の

よ
う
に
、
従
来
の
視
点
と
異
な
っ
た
分
析
方
法
を
用
い
た
研
究
成
果
も
公
刊
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
よ
う
に
広
島
県
域
を
対
象
に
し
た
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
著
書
は
は
じ
め
て
で
あ
り
、
地
方
史
研
究
の
発
展

に
果
し
た
功
績
は
大
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
研
究
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
広
島
県
域
に
限
定
し
て
分
析
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
地
方
史
か
ら
中
央
史
へ
の
提
言
に
も
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
広

島
で
ま
だ
近
代
史
研
究
が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
時
期
に
こ
つ
こ
つ
と
研
究

を
つ
ま
れ
、
広
島
県
に
お
け
る
近
代
史
研
究
の
草
わ
け
的
存
在
と
な
ら
れ
た
。

本
書
は
、
著
者
が
永
年
の
研
究
過
程
で
発
表
さ
れ
て
き
た
論
文
の
中
か
ら
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
広
島
県
域
で
の
民
衆
運
動
に
関
す
る
も
の
を
選
ん
で
ま
と

め
た
論
文
集
で
あ
る
。
論
文
集
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
民
衆
運
動
論
で
一
貫
し

た
著
書
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
若
い
時
期
教
育
現
場
で
奮
闘
し
な
が
ら
孤

独
な
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
筆
者
は
、
当
時
広
島
に
ほ
と
ん
ど
近
代
史
研

究
者
の
い
な
い
中
で
、
著
者
が
教
育
現
場
で
奮
闘
し
な
が
ら
次
々
と
論
文
を
書

か
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
蓮
し
い
研
究
情
熱
を
感
じ
る
。
ま
た
、
本
書
を
読
み

な
が
ら
、
研
究
に
お
け
る
先
達
の
苦
闘
を
垣
間
み
る
思
い
が
し
た
。
さ
ら
に
著

者
は
、
沢
原
俊
雄
氏
（
呉
市
）
所
蔵
の
新
聞
資
料
（
『
芸
備
日
日
新
聞
』
、
『
中

国
新
聞
』
な
ど
）
を
最
初
に
閲
覧
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
著
者
の
資
料
発
掘

の
努
力
も
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
は
、
大
学
院
学
生
の
こ
ろ
こ
の

よ
う
な
著
者
の
活
躍
を
時
々
先
学
か
ら
聞
い
て
お
り
、
ま
た
、
筆
者
が
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
小
論
を
書
い
た
時
、
著
者
の
論
文
を
何
本
か
読
ん
で
い
た
こ
と

も
あ
り
、
い
さ
さ
か
の
感
慨
を
も
っ
て
こ
の
著
書
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

さ
て
、
本
書
の
論
述
内
容
の
構
成
を
み
る
と
、
本
書
は
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

そ
の
も
の
の
論
究
を
試
み
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
小
商
工
業
者
・
労
働
者

・
農
民
・
被
差
別
部
落
住
民
な
ど
無
産
大
衆
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
分
析
を

進
め
て
」
い
る
。
分
析
の
前
提
と
し
て
、
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
で
今
日
ま
で

の
学
会
に
お
け
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
の
主
要
論
点
に
つ
い
て
言
及
し
、

「
問
題
点
の
一
つ
は
、
町
や
村
の
地
域
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
党
政
治
の
意
義
、

民
衆
運
動
の
性
格
と
い
っ
た
も
の
を
ど
う
と
ら
え
、
近
代
日
本
の
政
治
経
済
的

・
社
会
的
背
景
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
的
思
想
の
基
盤
を
い
か
に
解
明
す
る
か
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と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
問
題
点
の
解
明

の
た
め
に
本
書
は
、
地
域
の
小
商
工
業
者
、
労
働
者
、
農
民
、
被
差
別
部
落
住

民
な
ど
無
産
大
衆
の
思
想
・
運
動
の
分
析
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
で
は
、
自
由
民
権
運
動
を
し
の

ぐ
広
汎
な
民
衆
の
盛
り
あ
が
り
を
示
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
『
一
つ
の
歴
史

的
個
性
を
も
つ
時
代
』
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
お
し
っ
ぶ
さ
れ
て
戦
後
民
主
主
義
へ
と
つ
な
が
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
歴
史

的
課
題
は
な
お
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
で
き
て
い
る
。
こ
の
課
題
を
町
や
村
の
地

域
に
お
け
る
民
主
主
義
の
発
展
と
い
う
視
角
か
ら
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

本
書
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
本
書
の
内
容
を

紹
介
し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

二

一
の
「
政
治
的
自
由
獲
得
運
動
の
発
生
」
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
1
「
講

和
条
約
反
対
運
動
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
著
者
は
、
講
和
条
約
反
対
運

動
の
お
こ
っ
た
原
因
を
次
の
よ
う
に
み
る
。
す
な
わ
ち
戦
争
に
よ
る
増
税
、
国

債
の
半
強
制
的
お
し
っ
け
、
物
価
高
騰
な
ど
に
よ
っ
て
国
民
生
活
が
破
壊
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
は
「
講
和
条
約
が
結
ば
れ
れ
ば
、
莫
大
な
償
金
の
獲
得

に
よ
り
貧
し
い
生
活
も
い
く
ぱ
く
か
潤
う
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
」
を
も
っ
た
が
、

「
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
と
、
ロ
シ
ア
の
固
守
す
る
講
和
条
件
と
日
本
国
民
の
戦

争
に
よ
る
犠
牲
・
負
担
か
ら
く
る
期
待
と
の
間
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
講
和
反
対
運
動
」
は

展
開
す
る
と
み
る
。
よ
っ
て
「
極
度
の
貧
困
問
題
と
熱
狂
的
な
戦
争
支
持
の
心

情
と
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
一
応
納
得
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
新
聞
記
事
を
基
に
し
た
社
会
状
勢
の
描
写
に
は
今
一
つ

も
の
た
り
な
さ
を
感
じ
る
。
資
料
的
制
約
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
国
民
生

活
の
具
体
的
窮
状
は
、
社
会
構
造
的
な
分
析
が
ほ
し
い
。
「
反
対
運
動
」
は
、

呉
市
の
「
市
民
大
会
」
　
で
口
火
が
切
ら
れ
、
主
催
者
で
あ
る
在
呉
新
聞
記
者
団

は
、
そ
の
後
も
何
回
か
の
「
市
民
大
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
呉
に
は
海
軍
工

廠
が
あ
り
、
そ
の
職
工
数
は
三
万
数
千
人
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
構

造
を
背
景
に
呉
市
は
「
反
対
運
動
」
の
先
進
地
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も

っ
と
詳
細
な
呉
市
の
社
会
構
造
と
そ
の
変
化
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

反
対
運
動
は
全
県
的
な
高
ま
り
を
み
せ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
都
市
民
も
山
間
農

村
民
も
と
も
に
同
じ
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
、
同
じ
よ
う
な
運
動
形
態
を
と
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
運
動
」
は
、
芸
備
日
日
新
聞
、
中
国
新
聞
な

ど
の
記
者
団
や
早
速
正
商
を
中
心
に
し
た
革
新
倶
楽
部
の
指
導
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
的
に
は
利
害
の
関
係
し
な
い
「
講
和
問
題
」
に
、
都
市
、

農
山
村
を
問
わ
ず
、
数
千
人
の
人
々
が
結
集
す
る
と
い
う
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

源
泉
に
つ
い
て
、
筆
者
は
今
一
つ
理
解
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

2
「
民
衆
運
動
の
拾
頭
」
　
で
は
、
都
市
商
工
業
者
の
営
業
税
賦
課
に
対
す
る

反
対
運
動
、
農
村
の
共
同
苗
代
強
制
反
対
運
動
、
呉
海
軍
工
廠
労
働
者
の
争
議

な
ど
を
事
例
に
し
て
、
日
露
戦
後
の
「
大
衆
運
動
」
を
分
析
し
て
い
る
。
共
同

苗
代
強
制
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
、
児
玉
昭
男
氏
の
業
績
（
『
史
学
研
究
』
一

二
六
号
「
共
同
苗
代
反
対
運
動
に
つ
い
て
」
）
な
ど
が
あ
り
、
呉
の
労
働
運
動

史
に
つ
い
て
も
す
で
に
先
学
の
業
績
（
天
野
武
士
著
『
呉
労
働
運
動
小
史
』
な

ど
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
広
島
市
の
都
市
商
工
業
者
の
「
悪
税
反
対
運
動
」
に

つ
い
て
は
、
安
藤
福
平
氏
が
「
日
露
戦
後
の
広
島
市
に
お
け
る
民
衆
運
動
」
（
『
芸

備
地
方
史
研
究
』
一
二
〇
号
）
　
で
言
及
し
て
い
る
以
外
に
本
格
的
研
究
の
存
在

を
筆
者
は
知
ら
な
い
。
特
権
資
本
家
に
対
す
る
地
方
の
非
特
権
商
工
業
者
の
対

抗
な
ど
を
問
題
に
し
な
が
ら
も
っ
と
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

3
「
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
」
で
は
、
大
正
初
期
の
「
護
憲
運
動
」
と
、
営

業
・
通
行
・
織
物
三
税
の
「
廃
税
運
動
」
を
と
り
扱
っ
て
い
る
。
4
「
民
衆
運
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動
の
展
開
」
で
は
、
呉
市
の
電
気
料
・
地
料
値
下
げ
の
民
衆
運
動
、
福
山
民
声

会
の
市
民
運
動
、
県
予
算
膨
張
反
対
運
動
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
民
衆
運
動
に
つ

い
て
分
析
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
大
正
初
期
の
民
衆
運
動
で
あ
る
が
、
広
範
な

民
衆
の
活
発
な
活
動
の
中
に
大
正
後
期
の
労
働
運
動
・
小
作
争
議
の
胎
動
を
み

る
思
い
が
す
る
。

三

次
に
二
の
「
米
騒
動
」
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
こ
こ
の
論
述
は
二
十
数
年

前
の
研
究
業
績
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
「
細

川
嘉
六
集
蔵
・
米
騒
動
関
係
資
料
」
、
「
広
島
県
下
騒
擾
事
件
顕
末
概
要
」
、
「
予

審
終
結
決
定
書
」
な
ど
を
中
心
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
米
騒
動
の
生
々
し

い
実
証
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
い
ま
だ
著
者
の
研
究
を
こ
え
る
も
の
は
な
く
、

貴
重
な
研
究
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
あ
え
て
注
文
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
米
騒
動

に
参
加
し
た
人
々
の
農
村
・
都
市
の
構
造
的
分
析
が
ほ
し
い
。
「
飯
米
に
も
事

欠
く
小
作
貧
農
層
は
米
価
騰
貴
に
よ
っ
て
大
き
な
痛
手
を
う
け
る
の
で
あ
る
」

と
か
、
「
生
活
費
の
大
部
分
が
食
費
＝
米
代
で
あ
る
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
米

価
の
高
騰
は
と
う
て
い
堪
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ま
し
て
統
計
表
に

あ
ら
わ
れ
な
い
　
『
細
民
』
と
か
『
下
層
民
』
と
い
っ
た
半
失
業
的
労
働
者
に
と

っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
騒
動
の
起
こ
っ
た
原

因
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
米
騒
動
の
起
こ
っ
た
当
時
の
社

会
構
造
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
こ
れ
ら
米
騒
動
に
参
加
し
た
人

々
が
農
村
や
都
市
で
社
会
構
成
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
、
農
村

な
ら
ば
土
地
所
有
な
ど
の
実
態
、
都
市
な
ら
ば
そ
の
職
業
構
成
な
ど
を
知
っ
た

う
え
で
、
米
騒
動
参
加
者
は
ど
の
よ
う
な
階
層
の
人
々
が
中
心
で
、
そ
れ
が
そ

の
地
域
で
ど
れ
ほ
ど
の
比
率
を
占
め
る
か
な
ど
概
略
知
り
た
い
。
「
細
民
」
と

か
「
下
層
民
」
と
表
現
さ
れ
る
人
々
が
村
や
都
市
で
ど
れ
く
ら
い
の
比
率
を
占

め
る
の
か
も
重
要
で
あ
る
。
表
2
－
6
「
米
騒
動
検
挙
者
の
職
業
・
生
活
状
態
」

（
安
佐
郡
可
部
町
）
は
、
米
騒
動
参
加
者
の
一
端
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
優
れ
た

資
料
で
あ
る
。
可
部
町
に
お
け
る
米
騒
動
の
参
加
者
は
、
「
馬
車
挽
・
人
力
車

夫
・
船
頭
（
川
船
）
・
大
工
・
下
駄
職
・
靴
直
し
・
川
漁
・
旦
屡
人
夫
な
ど
半

プ
ロ
層
の
労
働
者
が
も
っ
と
も
多
」
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
筆
者
は
、
こ
れ

ら
の
人
々
が
可
部
町
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
ど
れ
ほ
ど
の
比

率
を
占
め
る
の
か
を
知
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
可
部
町
全
体
の
社
会
構
造
、
職

業
構
造
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
三
次
町
や
呉
市
の
場
合
で
も
同
様

で
あ
る
。
ま
た
、
六
十
五
頁
に
大
正
六
年
末
か
ら
翌
年
は
じ
め
に
か
け
て
の
呉

市
に
お
け
る
労
働
者
家
庭
の
状
況
と
し
て
、
「
物
価
騰
貴
の
た
め
貧
困
家
庭
で

は
麦
飯
弁
当
は
勿
論
全
然
持
た
な
い
児
童
百
五
十
名
を
算
し
雑
炊
を
食
事
に
帰

る
も
の
日
に
増
加
」
と
資
料
を
引
用
し
て
い
る
が
、
百
五
十
名
が
何
％
を
占
め

る
の
か
気
に
な
る
。
同
じ
資
料
の
引
用
で
、
「
日
々
の
生
計
に
困
窮
せ
る
所
謂

貧
困
者
或
は
既
に
公
費
そ
の
他
の
救
助
を
う
け
つ
1
あ
る
も
の
」
の
調
査
結
果

の
数
字
も
同
様
に
そ
の
比
率
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

三
の
「
普
選
運
動
の
展
開
」
の
1
「
普
選
運
動
の
高
揚
」
で
は
、
ま
ず
「
地

方
都
市
・
呉
市
を
中
心
と
し
た
第
二
次
護
憲
運
動
・
普
通
選
挙
権
獲
得
運
動
の

展
開
を
検
討
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
ず
、
県
内
各
地
に
青
年
政
社
が
結
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

「
近
代
民
衆
運
動
が
は
じ
め
て
全
国
的
な
規
模
を
も
っ
て
大
衆
の
中
に
根
を
お

ろ
し
て
い
っ
た
」
と
み
る
。

2
「
普
選
同
盟
会
の
活
動
」
で
は
、
具
体
的
に
呉
普
選
期
成
同
盟
会
の
分
析

を
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
組
織
の
中
心
人
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
第
一
次
護
憲

運
動
以
降
、
地
料
・
電
気
・
ガ
ス
・
家
賃
そ
の
他
物
価
の
値
下
げ
要
求
を
結
集
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し
、
ま
た
米
騒
動
で
は
米
価
問
題
市
民
大
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
た
市
政
改
革

運
動
の
活
動
家
で
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
対
地
主
・
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
運
動
の
先

頭
に
立
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
九
名
の
名
前
と
職
業
を
紹
介
し

て
い
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
も
っ
と
も
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
地
方
運

動
指
導
者
の
思
想
で
あ
る
。
彼
ら
は
中
央
の
指
導
者
の
思
想
に
対
し
て
ど
れ
ほ

ど
独
自
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
ら
独
自
の
軍
言
、
あ
る
い

は
地
方
独
自
の
発
言
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
地
方
運
動
家
の
考
え

を
示
す
よ
う
な
資
料
の
発
掘
は
難
か
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
こ
と
の
よ
う

に
思
う
。
こ
の
項
の
注
に
そ
れ
に
類
す
る
資
料
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
資
料
の
分
析
を
試
み
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
呉
地
方
に
お
け
る
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
的
指
導
者
の
思
想
的
輪
郭
を
知
り
う
る
資
料
の
発
掘

も
の
ぞ
み
た
い
。
ま
た
、
地
方
政
党
の
組
織
的
実
態
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
詳

細
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3
「
普
選
問
題
と
労
働
組
合
」
で
も
、
友
愛
会
呉
支
部
、
呉
労
働
組
合
は
短

期
間
の
う
ち
に
消
滅
し
て
し
ま
う
た
め
簡
略
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う

い
う
組
織
は
運
動
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
格
や
運
動
は
も
っ

と
詳
細
な
記
述
が
ほ
し
い
。

五

四
の
「
労
働
問
題
と
労
働
運
動
」
の
1
「
第
一
次
大
戦
期
の
労
働
問
題
」
で

は
、
簡
潔
に
広
島
県
内
の
産
業
構
造
と
労
働
力
供
給
地
と
し
て
の
特
徴
を
記
し

て
い
る
。
「
広
島
県
は
も
と
も
と
、
農
家
一
戸
あ
た
り
の
耕
地
面
積
が
狭
く
、

海
外
移
民
を
は
じ
め
他
府
県
へ
の
出
稼
ぎ
の
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
中
心
は
出
稼
女
工
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
農
家
一
戸
あ
た
り
の
耕
地
面
積
の

狭
少
な
こ
と
と
、
移
民
、
出
稼
ぎ
の
多
い
こ
と
に
言
及
す
る
だ
け
で
な
く
、
移

民
史
、
経
済
史
の
研
究
業
績
を
援
用
し
な
が
ら
、
零
細
な
小
作
・
自
小
作
農
民

の
生
活
は
、
出
稼
ぎ
女
工
の
収
入
あ
る
い
は
海
外
移
民
の
送
金
に
よ
っ
て
補
填

さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
記
述
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

2
「
労
働
組
合
の
組
織
化
」
　
で
は
、
米
騒
動
の
翌
年
、
印
刷
工
・
製
針
・
洋

服
工
や
屋
外
労
働
者
・
軍
需
関
係
工
場
の
労
働
者
な
ど
の
組
合
が
あ
い
つ
い
で

結
成
さ
れ
て
い
っ
た
」
が
、
「
協
調
主
義
的
な
も
の
が
依
然
と
し
て
多
数
を
占

め
た
」
こ
と
な
ど
を
強
調
し
て
い
る
。
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
性
格

と
実
態
を
そ
の
日
常
活
動
を
含
め
て
具
体
的
に
知
り
た
い
。
組
合
の
日
常
活
動

を
含
め
た
実
態
の
中
に
お
の
ず
と
労
働
問
題
と
労
働
運
動
の
問
題
点
を
兄
い
出

し
う
る
と
思
う
。

3
「
労
働
運
動
の
発
展
と
無
産
政
党
」
で
は
、
具
体
的
な
労
働
争
議
と
無
産

政
党
の
組
織
化
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
表
四
－
七
に
は
、
大
正
三
年
か
ら

同
八
年
ま
で
の
労
働
争
議
一
覧
を
の
せ
、
簡
単
な
分
析
を
し
て
い
る
。
大
正
六

年
七
月
の
大
阪
鉄
工
所
因
島
工
場
（
五
九
〇
〇
人
）
の
職
工
五
〇
〇
〇
人
に
よ

る
賃
上
げ
要
求
の
大
争
議
や
、
同
八
年
五
月
の
福
島
紡
績
福
山
工
場
で
の
朝
鮮

人
女
工
二
〇
〇
人
余
に
よ
る
日
本
人
監
督
虐
待
抗
議
ス
ト
ラ
イ
キ
、
八
年
十
月

の
呉
海
軍
工
廠
砲
煩
部
職
工
二
五
〇
〇
人
に
よ
る
差
別
待
遇
改
善
要
求
ス
ト
ラ

イ
キ
な
ど
、
注
目
す
べ
き
争
議
が
多
数
列
記
し
て
あ
る
が
、
単
に
争
議
の
日
時
、

参
加
人
数
、
原
因
、
要
求
の
簡
略
な
記
述
だ
け
で
な
く
、
一
つ
二
つ
を
例
に
し

て
も
っ
と
具
体
的
で
詳
細
な
内
容
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
争
議
内
容
を
詳

細
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
の
か
か
え
る
矛
盾
を
も
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
資
料
的
制
約
も
あ
る
で
あ

ろ
う
が
。
県
内
無
産
政
党
に
つ
い
て
は
、
く
わ
し
い
無
産
政
党
組
織
系
統
図
を

載
せ
て
概
略
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
系
統
図
は
、
は
じ
め
て
県
内
の
無

産
政
党
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
く
、
便
利
で
あ
る
。
た
だ
、

呉
工
廠
海
工
全
を
支
持
基
盤
と
し
て
発
足
し
た
呉
独
立
民
衆
党
や
、
県
内
最
大

の
総
同
盟
因
島
労
働
組
合
を
基
盤
と
し
た
社
会
民
衆
党
県
支
部
な
ど
に
つ
い
て

20

1



評書

は
、
そ
の
組
織
の
性
格
・
実
態
・
政
党
活
動
な
ど
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

4
「
昭
和
恐
慌
と
労
働
運
動
の
展
開
」
で
は
、
昭
和
恐
慌
下
で
の
市
民
生
活

や
失
業
者
の
実
態
、
恐
慌
下
の
労
働
争
議
の
性
格
、
労
働
組
合
の
右
傾
化
、
家

賃
値
下
げ
運
動
な
ど
の
市
民
闘
争
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
表
四
－
一
二
に
は
、

大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
十
二
年
ま
で
の
「
労
働
争
議
件
数
」
が
「
同
盟
罷
業
」

と
「
罷
怠
業
二
至
ラ
サ
ル
争
議
」
に
わ
け
ら
れ
、
詳
細
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
せ
っ
か
く
表
に
大
正
期
の
争
議
件
数
も
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
大
正
後
期
と
比
較
し
な
が
ら
昭
和
恐
慌
期
の
労
働
争
議
を
分
析
し
て
も
ら

い
た
か
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
恐
慌
期
の
労
働
争
議
の
特
徴

は
一
層
明
確
に
認
識
さ
れ
る
と
思
う
。

六

五
の
「
農
村
問
題
と
農
民
運
動
」
の
1
「
農
民
の
状
態
」
で
は
、
広
島
県
の

二
戸
あ
た
り
の
耕
作
面
積
は
全
国
平
均
に
比
し
て
は
る
か
に
小
さ
い
と
い
う
特

徴
の
中
で
、
日
露
戦
争
以
後
、
小
農
民
が
ま
す
ま
す
窮
状
に
陥
っ
て
い
く
こ
と

を
論
述
し
て
い
る
。
小
作
慣
行
に
つ
い
て
は
、
「
刈
分
小
作
」
や
「
作
り
子
」

な
ど
山
間
地
の
「
は
な
は
だ
し
く
前
期
的
な
慣
行
」
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
む

し
ろ
も
っ
と
も
一
般
的
な
小
作
慣
行
の
形
態
と
経
営
状
態
を
具
体
的
に
例
示
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
村
別
の
　
『
小
作
慣
行
二
関
ス
ル
調
査
資

料
』
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
的
、
形
態
別
に
類
型
化
し
て
そ
の
特
徴
を

み
る
こ
と
も
で
き
る
。

2
「
農
民
組
合
の
組
織
化
」
で
は
、
世
羅
郡
神
田
村
（
現
・
賀
茂
郡
大
和
町
）

の
上
岡
利
夫
を
委
員
長
と
し
て
結
成
さ
れ
た
神
田
農
民
同
盟
、
こ
の
組
織
と
や

が
て
合
同
し
て
い
く
芸
北
小
作
民
団
、
宇
晶
小
作
組
合
の
争
議
な
ど
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
神
田
農
民
同
盟
に
つ
い
て
は
、
「
農
民
同
盟
結
盟
宣
言
」
の
主

要
部
分
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
「
宣
言
」
と
思
う
。
特
に
「
農
村

問
題
を
解
決
す
る
も
の
は
、
他
力
に
あ
ら
ず
し
て
農
民
自
身
の
力
に
侯
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
文
章
は
、
「
水
平
社
宣
言
」
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。

神
田
農
民
同
盟
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
全
農
広
島
県
聯
合
会
十
四
年
苦
闘
史
』

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
門
外
漠
の
筆
者
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

3
「
小
作
争
議
の
本
格
的
展
開
」
　
で
は
、
大
正
未
か
ら
恐
慌
前
ま
で
の
小
作

争
議
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
「
広
島
県
内
の
小
作
争
議
は
、
い
わ
ゆ
る
先
進

諸
県
の
そ
れ
に
比
す
れ
ば
け
っ
し
て
活
発
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
」
と
し

な
が
ら
も
、
昭
和
二
年
の
「
第
四
回
地
方
小
作
官
会
議
二
於
ケ
ル
諮
問
事
項
二

対
ス
ル
答
申
要
録
」
に
よ
っ
て
、
「
地
主
側
が
守
勢
に
た
た
さ
れ
て
い
る
」
　
こ

と
な
ど
の
特
徴
を
あ
げ
な
が
ら
、
「
総
じ
て
小
作
人
の
権
利
意
識
の
高
揚
」
が

あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

4
「
昭
和
恐
慌
と
農
民
運
動
の
展
開
」
　
で
は
、
昭
和
恐
慌
に
お
け
る
悲
惨
な

農
漁
村
の
実
情
を
み
、
さ
ら
に
小
作
争
議
で
は
地
主
側
の
攻
勢
傾
向
を
指
摘
し

て
い
る
。
小
作
争
議
の
展
開
は
、
時
期
的
に
段
階
を
設
け
て
分
析
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
明
確
に
し
て
く
れ
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
小

作
争
議
の
段
階
と
特
徴
を
明
示
す
べ
く
、
「
3
」
　
で
は
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期

を
と
り
あ
げ
、
「
小
作
争
議
の
本
格
化
」
と
題
し
て
小
作
人
側
の
攻
勢
と
「
権

利
意
識
の
高
揚
」
を
強
調
し
て
お
り
、
「
4
」
　
で
は
昭
和
恐
慌
期
以
後
を
扱
い
、

小
作
争
議
も
「
地
主
側
が
攻
勢
に
出
る
傾
向
が
め
だ
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
3
」
で
も
、
争
議
の
原
因
の
一
つ
に
「
地

主
の
土
地
引
上
げ
」
を
あ
げ
、
小
作
人
の
要
求
に
「
永
小
作
権
」
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
地
主
の
攻
勢
、
小
作
人
の
守
勢
の
判
断
材
料
に

な
り
、
読
者
は
「
3
」
　
で
の
小
作
争
議
の
特
徴
を
つ
か
み
に
く
い
。
論
述
の
過

程
で
、
小
作
争
議
の
原
則
的
な
段
階
と
特
徴
を
明
確
に
し
て
く
れ
た
方
が
よ
い

と
思
う
。
ま
た
「
4
」
で
、
小
作
争
議
に
お
い
て
小
作
人
側
の
守
勢
を
指
摘
し
、

3
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農
民
運
動
の
分
裂
を
記
述
す
る
中
で
、
「
農
村
の
疲
弊
を
背
景
と
す
る
農
民
運

°

　

°

動
の
高
揚
は
地
主
支
配
を
ゆ
る
が
し
、
さ
き
の
翠
二
郡
各
町
村
の
町
村
民
大
会

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
民
間
の
救
農
運
動
を
沸
騰
さ
せ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、

農
村
疲
弊
の
中
で
一
般
的
に
農
民
運
動
は
後
退
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
農
民

運
動
を
高
く
評
価
す
る
著
者
の
思
い
入
れ
が
あ
る
よ
う
で
、
い
さ
さ
か
誤
解
を

ま
ね
き
や
す
い
表
現
に
思
え
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、
「
な
か
で
も
右
翼
や
軍
部

フ
ァ
シ
ス
ト
た
ち
に
鋭
い
危
機
感
を
与
え
た
。
」
と
書
く
の
も
い
か
に
も
唐
突

で
あ
る
。
軍
部
フ
ァ
シ
ス
ト
の
「
危
幾
感
」
に
よ
る
農
村
へ
の
注
目
と
、
前
述

し
て
き
た
農
民
運
動
と
は
全
く
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
記
述

さ
れ
る
と
読
者
は
と
ま
ど
う
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
、
農
村
疲
弊
の
中
で
小

作
争
議
は
小
作
人
側
の
守
勢
と
な
り
、
全
農
民
組
合
の
分
裂
な
ど
に
よ
る
農
民

運
動
の
後
退
の
中
で
、
官
制
の
「
農
村
経
済
更
生
運
動
」
が
発
足
し
、
そ
の
中

で
「
皇
国
農
民
」
が
養
成
さ
れ
、
「
農
村
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
再
編
成
」
が
な
さ

れ
た
と
理
解
し
た
い
。
著
者
も
そ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
論
述
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
え
る
が
、
こ
こ
の
記
述
は
や
や
理
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

七

六
「
部
落
問
題
と
水
平
運
動
」
の
1
「
部
落
差
別
の
実
態
」
で
は
、
大
正
七

年
の
内
務
省
調
査
「
全
国
細
民
部
落
概
況
」
に
よ
り
、
「
広
島
県
の
被
差
別
部

落
数
は
全
国
第
二
位
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
規
模
を
み
る
と
、
「
全
国
有
数
の

規
模
と
い
わ
れ
る
広
島
市
の
二
部
落
を
除
け
ば
、
戸
数
規
模
の
小
さ
い
部
落
の

多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
職
業
別
戸
数
・
人
口
で
は
、

「
県
全
体
で
は
農
業
の
割
合
が
四
六
・
二
％
を
占
め
て
も
っ
と
も
高
く
、
つ
い

で
力
役
・
雑
業
、
漁
業
、
工
業
と
な
っ
て
お
り
」
、
「
商
工
業
の
展
開
し
て
い
る

都
市
部
を
中
心
に
力
役
・
雑
業
な
ど
不
安
定
な
生
活
階
層
者
が
ひ
じ
ょ
う
に
大

き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
気
に
か
か
る
点
を
指
摘

し
よ
う
。
被
差
別
部
落
に
つ
い
て
著
者
は
「
農
村
部
で
は
農
業
従
事
者
が
多
数

を
占
め
る
も
の
の
、
土
地
所
有
が
小
さ
い
た
め
か
、
副
業
を
も
つ
も
の
が
多
い
」

と
い
う
が
、
筆
者
は
、
当
時
の
農
業
従
事
者
の
ほ
と
ん
ど
は
副
業
を
も
っ
て
生

計
を
補
っ
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。
農
村
に
お
け
る
被
差
別
部
落
民
の
厳
し

い
状
況
は
、
も
っ
と
他
に
拠
っ
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
で
き
う
る

な
ら
ば
、
被
差
別
部
落
農
村
の
一
例
を
示
し
て
多
角
的
に
分
析
し
て
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
全
国
水
平
社
の
結
成
さ
れ
る
以
前
の
大
正
十
一
年
二

月
、
「
佐
伯
郡
・
安
芸
郡
の
南
部
瀬
戸
内
l
円
の
部
落
大
衆
を
結
集
し
、
部
落

解
放
を
め
ざ
す
組
織
島
唄
連
盟
を
結
成
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
組
織
は
、
一
年

後
に
「
部
落
同
志
会
」
の
名
の
も
と
集
会
を
開
い
て
い
る
。
組
織
の
性
格
は
共

鳴
会
と
水
平
社
の
「
中
間
的
性
格
」
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
地

方
に
お
け
る
独
自
の
組
織
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
詳
細
な

実
態
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

2
「
広
島
県
水
平
社
の
創
立
」
で
は
、
「
福
島
一
致
協
会
」
の
設
立
か
ら
「
広

島
県
水
平
社
」
の
結
成
ま
で
を
記
し
て
い
る
。
「
福
島
一
致
協
会
」
は
、
そ
れ

が
地
域
的
改
善
運
動
の
限
界
を
こ
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
広
島
県
に
独

自
に
生
ま
れ
た
組
織
で
あ
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
も
っ
と
分
析
し
て
み
せ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
広
島
県
水
平
社
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
「
徹

底
的
差
別
糾
弾
の
戦
術
に
対
し
、
生
活
的
な
経
済
要
求
を
基
礎
と
し
て
運
動
を

す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
起
が
青
年
た
ち
の
間
か
ら
お
こ
り
」
、
「
青
年

同
盟
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
」
　
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
大
正
十
二
年
に
結

成
さ
れ
た
全
国
水
平
社
青
年
同
盟
の
広
島
支
部
は
、
広
島
青
年
草
進
会
が
そ
の

母
体
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
組
織
は
「
社
会
改
造
」
を
め
ざ
し
た
思
想
的
結
社

で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
く
わ
し
い
実
態
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

さ
さ
か
興
味
を
持
つ
。

3
「
水
平
運
動
の
発
展
」
で
は
、
国
や
県
に
部
落
問
題
解
決
の
意
欲
が
そ
れ
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ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
な
か
で
、
「
広
島
県
水
平
社
連
合
会
の
組
織
は
、
昭
和
三

～
五
年
が
結
成
以
来
の
最
高
を
示
」
す
と
し
、
広
島
県
連
合
会
は
権
力
側
の
人

権
侵
害
に
対
す
る
闘
争
に
は
特
に
力
を
入
れ
た
」
こ
と
な
ど
を
記
述
し
て
い
る
。

4
「
部
落
委
員
会
活
動
の
展
開
」
で
は
、
水
平
社
が
「
運
動
論
の
極
左
的
偏

向
や
欠
陥
（
全
国
水
平
社
解
消
論
）
に
よ
っ
て
昭
和
七
年
の
全
国
大
会
を
開
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
　
こ
と
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
「
被
差
別
部
落
住

民
の
多
様
な
日
常
要
求
を
封
建
的
身
分
的
差
別
の
糾
弾
と
結
合
さ
せ
、
そ
れ
を

大
衆
闘
争
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い
く
」
部
落
委
員
会
活
動
を
分
析
し
て
い
る
。

「
部
落
委
員
会
活
動
を
基
礎
と
す
る
差
別
糾
弾
闘
争
は
、
た
ん
に
差
別
の
糾
弾

に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
差
別
を
助
長
す
る
』
要
因
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
」

が
、
「
差
別
事
件
が
発
生
す
る
と
、
差
別
糾
弾
闘
争
委
員
会
を
設
け
、
そ
の
解

決
条
件
の
な
か
に
啓
蒙
委
員
会
ま
た
は
、
研
究
協
議
会
の
設
置
を
位
置
づ
け
、

事
件
を
一
時
的
な
も
の
に
終
ら
せ
て
い
な
い
。
し
か
も
農
民
組
合
な
ど
の
共
闘

団
体
を
加
え
、
改
善
施
設
の
要
求
と
結
合
さ
せ
て
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
広
島
県
連
合
会
に
お
け
る
部
落
委
員
会
活
動
の
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
」
と
論
述
し
て
い
る
。
こ
の
部
落
委
員
会
の
優
れ
た
運
動
論
は
注

目
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
太
平

洋
戦
争
へ
と
展
開
す
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
日
常
闘
争
も
裏
返
し
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
水
平
運
動
の
結
末
の
部
分
は
記
述
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
ど
の

よ
う
に
し
て
組
織
が
消
滅
し
て
い
っ
た
か
は
記
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
い
ま
本
書
を
最
後
ま
で
読
み
終
え
、
全
休
を
顧
み
て
み
る
と
、
著
者

の
論
述
は
地
方
に
お
け
る
民
衆
運
動
に
光
を
あ
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
一

貫
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
著
者
は
「
三
」
　
の
冒
頭
で
近
代
民
衆
運
動

の
研
究
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
大
都
市
に
お
け
る
運
動
の
先
進
的
要
因
が
強
調

さ
れ
る
の
に
反
し
、
地
方
の
都
市
、
農
村
の
困
難
な
条
件
の
な
か
で
の
中
央
的

運
動
に
み
ら
れ
な
い
側
面
が
見
落
さ
れ
が
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
い
、
さ

ら
に
「
運
動
の
性
格
評
価
は
、
一
部
の
進
歩
的
指
導
者
や
中
央
の
激
発
形
態
だ

け
を
も
っ
て
し
て
は
一
面
的
に
し
か
過
ぎ
ま
い
。
中
央
の
先
進
的
運
動
は
地
方

の
農
村
的
形
態
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
、
逆
に
地
方
の
運
動
に
支
え
ら
れ
て
、

そ
れ
と
一
体
的
に
結
び
つ
い
て
こ
そ
、
真
に
そ
の
効
果
と
発
展
を
期
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
著
者
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
が
あ
る
と
思
う
。

た
だ
し
か
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
民
衆
運
動
を
リ
ア
ル
に
構
造
的
に
把

握
す
る
に
は
、
金
原
左
門
氏
の
　
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
的
形
成
』
　
の
よ

う
な
分
析
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
あ
ら
た
め
て
痛
感
す

る
。
著
者
は
、
二
四
四
頁
の
注
（
2
2
）
　
で
金
原
氏
の
著
書
に
つ
い
て
「
地
方
農

村
社
会
に
お
け
る
農
民
諸
階
層
の
動
向
を
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
と
い
う
視

角
か
ら
、
独
自
の
分
析
方
法
で
論
証
し
た
も
の
」
と
評
価
し
て
い
る
。
金
原
氏

の
分
析
方
法
を
と
り
入
れ
た
著
者
の
論
文
を
ぜ
ひ
読
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
い

ま
一
つ
、
鹿
野
政
直
氏
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
れ
ほ
ど
す
み
や
か
に
凋
落
し

て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
と
問
題
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
検

討
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
を
手
放
し
で

賛
美
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
冷
徹
に
分
析
し
て
い
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
も
メ
ス
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
っ

た
。以

上
、
近
代
史
研
究
の
先
達
に
失
礼
を
も
顧
み
ず
、
む
こ
う
み
ず
な
批
評
を

し
て
き
た
。
筆
者
の
浅
学
に
よ
り
誤
解
し
て
い
る
点
も
多
々
あ
る
と
思
う
。
御

寛
恕
を
乞
う
し
だ
い
で
あ
る
。

（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
二
月
刊
、
三
〇
四
頁
、
三
八
〇
〇
円
）
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