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司
会:

今
回
は
、
本
書
の
全
体
的
ま
と
め
に

あ
た
る
第
十
章
「
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
」

で
す
。
レ
ポ
ー
タ
ー
は
、
東
京
南
部
県
協
会

長
の
千
葉
愛
一
郎
さ
ん
で
す
。 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

帝
国
主
義
と
日
和
見
主
義
の 

む
す
び
つ
き
が
つ
く
ら
れ
る 

 

千
葉:

レ
ー
ニ
ン
は
、
帝
国
主
義
は
①
「
独

占
資
本
主
義
」、
②
「
寄
生
的
な
、
ま
た
は

腐
敗
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」、
③
「
死
滅

し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」
と
い
う
三
つ
の
面

で
、
資
本
主
義
の
「
特
殊
な
歴
史
的
段
階
」 

        

で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。
①
に
つ
い
て
は
、

第
一
章
「
生
産
の
集
積
と
独
占
」
か
ら
第
七

章
「
資
本
主
義
の
特
殊
の
段
階
と
し
て
の
帝

国
主
義
」
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

②
は
第
八
章
「
寄
生
性
と
資
本
主
義
の
腐
朽

化
」
で
究
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
第
八
章
１
７
２
頁

か
ら
１
７
３
頁
に
か
け
て
「
帝
国
主
義
は
、

労
働
者
の
あ
い
だ
で
も
、
特
権
を
持
つ
部
類

を
遊
離
さ
せ
、
こ
れ
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
広
汎
な
大
衆
か
ら
引
き
は
な
す
、
と
い
う

傾
向
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り

ま
す
が
、
連
合
の
芳
野
会
長
が
「
安
倍
元
首

相
」
の
国
葬
に
参
列
す
る
と
い
う
態
度
は
、 

        

こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
指
摘
の
正
し
さ
を
裏
付
け

る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
帝
国
主
義
の
こ

の
傾
向
は
、
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
レ
ー
ニ
ン
は
第
十
章

に
お
い
て
も
「
資
本
家
に
よ
っ
て
独
占
的
高

利
潤
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
は
、
労
働
者
の

個
々
の
層
を
買
収
し--

も
っ
と
も
そ
れ
は
一

時
的
に
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
少
数
の
も
の

で
あ
る
が--

、
そ
れ
ら
の
労
働
者
を
、
そ
の

他
の
す
べ
て
の
労
働
者
に
対
立
さ
せ
て
、
当

該
部
門
あ
る
い
は
当
該
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
の
が
わ
に
ひ
き
つ
け
る
経
済
的
可
能
性
を
、

彼
ら
資
本
家
に
あ
た
え
る
。
そ
し
て
、
世
界

分
割
を
め
ぐ
る
帝
国
主
義
諸
国
の
敵
対
関
係
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の
激
化
は
、
こ
の
傾
向
を
強
め
る
。
こ
う
し

て
、
帝
国
主
義
と
日
和
見
主
義
の
結
び
つ
き

が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
」(

２
０
２
～
２
０
３

頁)

と
念
押
し
し
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
第
十
章
は
、
本
書
全
体
の

ま
と
め
で
す
か
ら
、
は
じ
め
に
、
①
と
②
の

要
約
が
行
わ
れ
て
い
る
（
１
９
９
頁
～
２
０

３
頁
15
行
目
）
わ
け
で
す
。 

 

帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
と
は
、 

社
会
主
義
革
命
の
前
夜 

 

本
書
の
主
題
は
「
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地

位
」
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
前
提
と
し

て
レ
ー
ニ
ン
は
、
独
占
資
本
主
義
が
「
歴
史

的
過
渡
期
」（
２
０
１
頁
）
で
あ
る
と
い
う

認
識
に
立
っ
て
い

ま
す
。「
独
占
は
、

資
本
主
義
制
度
か

ら
よ
り
高
度
の
社

会
＝
経
済
制
度
へ

の
過
渡
だ
か
ら
で

あ
る
」（
１
９
９
頁
）
と
「
奴
隷
の
言
葉
」

で
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。「
高
度
な
社
会
＝
経

済
制
度
へ
の
過
渡
」
の
「
過
渡
」
と
は
帝
国

主
義
の
こ
と
で
あ
り
、「
高
度
な
社
会
＝
経

済
制
度
へ
」
と
は
社
会
主
義
制
度
の
こ
と
で

す
。 資

本
主
義
に
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
る
よ

う
に
、
帝
国
主
義
に
も
始
ま
り
と
終
わ
り
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
帝
国
主
義
は
、

そ
の
経
済
的
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
独
占
資
本

主
義
で
あ
る
」（
１
９
９
頁
）
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
終
焉
「
死
滅
し
つ
つ

あ
る
資
本
主
義
」（
２
０
３
頁
）
が
規
定
さ

れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
と
は
、「
高
度
な

社
会
＝
経
済
制
度
へ
の
過
渡
」
す
な
わ
ち
社

会
主
義
革
命
の
前
夜
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
結
論
を
、
レ
ー
ニ
ン
は
『
帝
国
主
義
』
論

の
中
で
立
証
し
た
の
で
す
。 

レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
思
想
を
正
し
く
受
け
継
い
だ
人
物
で
す
。

レ
ー
ニ
ン
が
本
書
の
中
で
導
き
出
し
た
社
会

主
義
革
命
の
前
夜
と
い
う
結
論
は
、
マ
ル
ク

ス
が
「
資
本
独
占
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
か

つ
そ
れ
の
も
と
で
開
花
し
た
生
産
様
式
の
桎

梏
（
し
っ
こ
く
）
と
な
る
。
生
産
手
段
の
集
中

と
労
働
の
社
会
化
と
は
、
そ
れ
ら
の
資
本
主

義
的
外
被
と
は
、
調
和
し
え
な
く
な
る
一
点

に
到
達
す
る
。
外
被
は
爆
破
さ
れ
る
。
資
本

主
義
的
私
有
の
最
期
を
告
げ
る
鐘
が
鳴
る
。

収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
」(

岩
波
文
庫
版

『
資
本
論
』
第
三
分
冊
４
１
５
頁)

と
述
べ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
受
け
た
も
の
で

す
。 

 

新
し
い
社
会
秩
序
に 

引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
資
本
家
た
ち 
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と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
意
味
で
「
過
渡
期
」

か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
章
や
第
七
章

で
学
び
ま
し
た
。
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
本
文
か
ら
一
、
二
引
用
し
ま
す
。

「
資
本
主
義
は
、
そ
の
帝
国
主
義
的
段
階
に

お
い
て
、
生
産
の
も
っ
と
も
全
面
的
な
社
会

化
に
ぴ
っ
た
り
と
接
近
す
る
。
そ
れ
は
、
い

わ
ば
、
資
本
家
た
ち
を
、
彼
ら
の
意
思
と
意

識
と
に
反
し
て
、
競
争
の
完
全
な
自
由
か
ら

完
全
な
社
会
化
へ
の
過
渡
を
な
す
あ
る
新
し

い
社
会
秩
序
に
ひ
き
ず
り
こ
む
」
（
43
頁
）

「
資
本
主
義
は
、
そ
の
発
展
の
一
定
の
、
き

わ
め
て
高
度
の
段
階
で
、
す
な
わ
ち
資
本
主

義
の
若
干
の
基
本
的
属
性
が
そ
の
対
立
物
に

転
化
し
は
じ
め
た
と
き
に
、
資
本
主
義
か
ら

よ
り
高
度
の
社
会=

経
済
制
度
へ
の
過
渡
時

代
の
諸
特
徴
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
わ
た
っ
て

形
づ
く
ら
れ
、
あ
ら
わ
に
な
っ
た
と
き
に
、

は
じ
め
て
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
経
済
的
に
基
本
的

な
の
は
、
資
本
主
義
的
な
自
由
競
争
が
資
本

主
義
的
な
独
占
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
自
由
競
争
は
資
本
主
義
・
・
・
の

基
本
的
属
性
で
あ
り
、
独
占
は
自
由
競
争
の

直
接
的
対
立
物
で
あ
る
」
（
１
４
４
頁
）
。 

こ
の
「
過
渡
期
」
は
資
本
主
義
の
枠
内
に

お
け
る
「
資
本
主
義
の
特
殊
な
段
階
」
と
し

て
の
「
過
渡
期
」
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の

引
用
文
が
「
過
渡
期
」
の
内
容
を
言
い
表
し

て
い
ま
す
。 

レ
ー
ニ
ン
は
「
独
占
は
、
資
本
主
義
制
度

か
ら
よ
り
高
度
の
社
会
＝
経
済
制
度
へ
の
過

渡
」（
１
９
９
頁
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
帝

国
主
義
を
「
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」

（
２
０
３
頁
）
と
し
て
特
徴
づ
け
、
こ
の
特

徴
こ
そ
が
帝
国
主
義
の
「
歴
史
的
地
位
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 
 

資
本
主
義
は
自
動
崩
壊
し
な
い
、 

革
命
を
経
て
社
会
主
義
に
移
行 

 

だ
が
、
帝
国
主
義
は
「
死
滅
し
つ
つ
あ
る

資
本
主
義
」
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
帝

国
主
義
、
独
占
資
本
主
義
の
内
部
で
、
社
会

主
義
へ
の
移
行
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
帝
国
主
義
に
よ
る

労
働
の
お
お
が
か
り
な
社
会
化
に
よ
っ
て
社

会
主
義
の
物
質
的
基
礎
、
物
質
的
前
提
条
件

が
成
就
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
は
自
動
崩
壊
し

ま
せ
ん
。「
収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
」
と
い

う
革
命
を
経
て
社
会
主
義
に
移
行
す
る
の
で

す
。 帝

国
主
義
が
「
よ
り
高
度
の
社
会
＝
経
済

制
度
へ
の
過
渡
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
帝
国

主
義
と
社
会
主
義
の
間
に
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー

の
「
超
帝
国
主
義
」
の
段
階
の
よ
う
な
中
間

段
階
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
レ
ー
ニ
ン
が
本
書

の
「
序
言
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
帝
国

主
義
が
社
会
主
義
革
命
の
前
夜
で
あ
る
」

（
12
頁
）
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 司
会:

千
葉
さ
ん
レ
ポ
ー
ト
ご
苦
労
様
で
し

た
。
何
か
ご
質
問
あ
り
ま
す
か
。 
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ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は 

な
ぜ
起
き
た
の
で
す
か 

 

斉
藤:

戦
後
77
年
目
に
し
て
、
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
お
き
て
い
ま
す
。
こ
の
侵

攻
は
、
世
界
市
場
の
再
分
割
を
意
図
し
た
ロ

シ
ア
帝
国
主
義
と
ア
メ
リ
カ
を
盟
主
と
す
る

欧
州
帝
国
主
義
各
国
と
の
戦
争
と
見
て
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
起
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

千
葉:

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、「
社
会
主
義
」

「
民
族
解
放
闘
争
」「
国
内
の
労
働
者
階
級

の
闘
い
」
と
い
う
、
三
つ
の
反
帝
国
主
義
勢

力
の
伸
長
が
目
覚
ま
し
く
、
帝
国
主
義
諸
国

家
の
直
接
的
な
政
治
的
・
軍
事
的
対
立
が
抑

制
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
を

盟
主
と
し
て
、
途
上
国
を
共
同
で
搾
取
し
、

支
配
す
る
帝
国
主
義
同
盟
が
成
立
し
、
社
会

主
義
世
界
体
制
と
対
峙
す
る
道
が
選
択
さ
れ

た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
冷
戦
時
代
で
す
。 

し
か
し
、
１
９
９
１
年
に
社
会
主
義
ソ
連

邦
が
崩
壊
し
、
雪
崩
式
に
社
会
主
義
世
界
体

制
も
崩
壊
、
縮
小
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま

す
。 

 

こ
の
世
界
史
の
延
長
線
上
に
、
ロ
シ
ア-

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
位
置
付
け
て
分
析
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

世
界
市
場
の
再
分
割
を
意
図
し
た
ア
メ
リ

カ
を
盟
主
と
す
る
欧
州
各
国
の
帝
国
主
義
同

盟
と
ロ
シ
ア
帝
国
主
義
の
戦
争
と
い
う
様
相

を
呈
し
て
い
る
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

こ
の
戦
争
の
原
因
は
、
三
つ
の
反
帝
勢
力

の
世
界
的
な
弱
体
化
と
資
本
主
義
の
特
徴
で

あ
る
発
展
の
不
均
等
性
が
避
け
ら
な
い
こ
と

に
よ
る
帝
国
主
義
間
の
対
立
と
闘
争
が
、
戦

争
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

小
泉:

資
本
主
義
は
自
動
崩
壊
せ
ず
、
革
命

を
経
る
こ
と
な
し
に
は
社
会
主
義
社
会
は
実

現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
革
命
の
担

い
手
は
だ
れ
で
、
だ
れ
を
倒
す
の
で
し
ょ
う

か
。 

千
葉:

確
認
の
意
味
で
の
質
問
だ
と
思
い
ま

す
が
、
担
い
手
は
労
働
者
階
級
で
す
。
敵=

打
倒
す
る
相
手
は
資
本
家
階
級
で
す
。 

秦:

第
二
章
66
頁
に
「
こ
の
最
新
の
資
本
主

義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
『
移
行
す
る
』
か
、

…

の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
学
者
た
ち
は
お
そ
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
学
者
は
何
を
お

そ
れ
た
の
で
す
か
。 

千
葉:

そ
の
答
え
は
、
第
十
章
で
レ
ー
ニ
ン
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が
解
き
明
か
し
て
い
ま
す
が
、
結
論
は
、
革

命
を
経
て
社
会
主
義
に
「
移
行
」
す
る
と
い

う
こ
と
を
解
明
さ
れ
、
労
働
者
階
級
に
浸
透

す
る
の
を
お
そ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

日
本
資
本
主
義
の
階
級
闘
争
の 

現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か 

 

斎
藤:

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
資
本
主
義
社
会

の
階
級
構
成
と
階
級
闘
争
の
現
状
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。 

千
葉:

帝
国
主
義
段
階
で
あ
る
日
本
を
説
明

す
る
と
、「
こ
ん
に
ち
、
日
本
の
国
家
権
力

を
握
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
独
占
資
本
と

そ
れ
を
と
り
ま
く
政
治
家
・
官
僚
の
一
握
り

の
勢
力
で
あ
る
。
有
業
人
口
の
０
・
１
％
に

も
な
ら
な
い
独
占
資
本
家
階
級
に
よ
っ
て
約

80
％
を
占
め
る
労
働
者
階
級
と
、
小
零
細

資
本
、
農
・
漁
民
、
そ
の
他
あ
わ
せ
て

95
％
以
上
の
圧
倒
的
多
数
の
階
級
が
支
配

さ
れ
て
い
る
」(

『
勝
利
の
展
望
／
２
０
１

７
／
社
会
主
義
協
会
新
テ
ー
ゼ
【
補
強

版
】』)

と
い
う
支
配
、
被
支
配
の
階
級
関
係

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

「
マ
ル
ク
ス
は
労
働
者
が
『
価
値
』
を
生
産

す
る
。
全
労
働
者
が
一
日
で
も
労
働
を
止
め

た
ら
、
社
会
は
崩
壊
す
る
」(

『
社
会
を
変

え
る
、
自
分
を
変
え
る
』
坂
牛
哲
郎
著 

労

働
大
学
発
行)

と
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
主

人
公
で
あ
る
80
％
を
占
め
る
労
働
者
階
級

が
０
・
１
％
に
も
満
た
な
い
独
占
資
本
家
階

級
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
支
配
さ
れ
て
い
る
の

が
今
日
の
社
会
で
す
。 

 

実
質
賃
金
が
25
年
間 

下
が
り
続
け
る
日
本 

 

小
泉:

具
体
的
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

千
葉:

政
府
統
計
に
よ
れ
ば
、
１
９
８
９
年

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
割
合
が
19
・
１
％

で
あ
っ
た
も
の
が
、
２
０
１
９
年
の
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
割
合
は
、
雇
用
者
全
体(

６

０
０
４
万
人)

の
約
40
％(

２
１
６
５
万
人)

と
２
倍
に
達
し
、
そ
の
平
均
年
収
は
男
性
で

２
２
６
万
円(

正
規
男
性
５
６
１
万
円)

、
女

性
で
１
５
２
万
円(

正
規
女
性
３
８
９
万
円)

で
す
。
ま
さ
に
、「
価
値
」
を
生
産
す
る
日

本
の
労
働
者
の
「
窮
乏
」
と
「
搾
取
の
度
が

増
大
」
し
て
い
る
実
状
を
表
わ
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
実
質
賃
金
も
25
年
間(

１
９
９

７
年
～
２
０
２
２
年)

下
が
り
続
け
て
い
ま

す
（
20
頁
の
図
参
照
）。
こ
の
要
因
は
、
先

述
し
た
低
賃
金
で
働
か
さ
れ
る
未
組
織
の
非

正
規
労
働
者
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。

日
本
の
相
対
的
貧
困
率
は
15
・
７
％
で
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
38
ヵ
国
中
12
番
目
に
ラ
ン
ク

イ
ン
し
、
日
本
の
人
口
の
お
よ
そ
６
人
に
一

人
が
相
対
的
貧
困
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 
 

雇
用
と
賃
金
の
側
面
か
ら
日
本
社
会
の
現

状
を
分
析
し
て
み
た
わ
け
で
す
が
、
マ
ル
ク

ス
が
「『
資
本
論
』
第
一
巻
第
七
編
24
章
第

７
節
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
に

「
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
横
領
し
独
占
す
る
大
資

本
家
の
数
の
不
断
の
減
少
と
と
も
に
、
窮
乏
、

抑
圧
、
隷
従
、
堕
落
、
搾
取
の
度
が
増
大
す
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る
の
で
あ
る
」(

岩
波
文
庫
版
第
三
分
冊
４

１
５
頁)

と
い
う
記
述
の
通
り
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
続
け
て
、「
ま
た
、
た
え
ず

膨
張
し
つ
つ
資
本
主
義
的
生
産
過
程
そ
の
も

の
の
機
構
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
結
集
さ
れ
組

織
さ
れ
る
労
働
者
階
級
の
反
抗
も
、
増
大
す

る
」
と
述
べ
ま
す
。
し
か
し
、
故
中
曽
根
元

首
相
は
財
政
赤
字
を
逆
手
に
と
っ
て
の
三
公

社
の
民
営
化
を
強
行
し
、
総
評
の
中
核
組
合

で
あ
る
国
労
を
潰
し
て
総
評
を
解
体
し
て
、

連
合
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
労
働

者
派
遣
法
や
男
女
機
会
均
等
法
を
制
定
し
、

日
本
的
雇
用
形
態
（
年
功
賃
金
・
終
身
雇
用

制
）
の
解
体
を
し
て
、
流
動
的
雇
用
形
態
の

基
礎
を
築
き
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

労
働
者
の
生
存
そ
の
も
の
が 

脅
か
さ
れ
て
き
た
日
本
社
会 

 

 

連
合
は
、
資
本
の
手
代
の
役
割
を
演
じ
る

ま
で
に
堕
落
し
、
労
働
組
合
の
イ
メ
ー
ジ
を

失
墜
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

現
在
の
労
働
組
合
の
組
織
率
は

17
％
ま
で
低
下
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
で
は
労
働

者
が
階
級
と
し
て
の
自
潰
現
象

が
生
じ
て
い
ま
す
。
資
本
主
義

の
矛
盾
が
極
限
に
ま
で
に
進
行

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
た
お
す
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
労
働
者
の
生
存
そ
の

も
の
が
脅
か
さ
れ
て
き
た
」

(

『
社
会
を
変
え
る
、
自
分
を
変
え
る
』
坂

牛
哲
郎
著
17
頁 

労
働
大
学
発
行)

と
坂
牛

労
働
大
学
前
学
長
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で

す
。
日
本
の
労
働
者
は
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場

ま
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
汚
染

（
資
本
の
粕
づ
け
）
さ
れ
て
い
る
た
め
に
労

働
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
階
級
的
自
覚
が
芽

生
え
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
で
は
、「
帝

国
主
義
が
社
会
主
義
の
前
夜
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
て
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
し
、
資
本
主
義

を
倒
し
て
社
会
主
義
を
建
設
し
よ
う
と
は
な

ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
日
本
の
階
級
関
係

の
現
状
な
の
で
す
。 

 

司
会:

「
こ
の
現
状
を
い
か
に
変
え
る
た
め

に
、
な
に
を
な
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て
は
、

次
回
以
降
の
学
習
と
討
論
で
明
ら
か
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

次
回
は
、「
フ
ラ
ン
ス
語
版
お
よ
び
ド
イ

ツ
語
版
へ
の
序
言
」
を
宮
田
北
部
県
協
事
務

局
長
が
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 


