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今
月
か
ら
『
宣
言
』
の
中
身
に
入
り
ま
す
。 

第
１
章 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア 

の
章
は
３
回
に
分
け
て
学
び
ま
す
。
そ
の
本

文
に
入
る
ま
え
に
有
名
な
序
詞
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
こ
の
『
宣
言
』
が
世
に
公
表
さ
れ
る

立
ち
位
置
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
幽
霊
が
出
る
～
共
産
主

義
と
い
う
幽
霊
で
あ
る
。」
の
序
詞
で
始
ま

る
『
宣
言
』
は
、
１
８
４
８
年
当
時
の
情
勢

を
良
く
現
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
革

命
の
嵐
が
巻
き
起
こ
り
、
そ
の
中
で
そ
の
革

命
の
一
翼
を
担
う
共
産
主
義
が
一
つ
の
力
と

認
め
ら
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
共
産

主
義
者
が
そ
の
考
え
方
、
そ
の
目
的
、
そ
の 

        

傾
向
を
全
世
界
に
公
表
し
、
こ
の
幽
霊
物
語

に
党
自
身
の
宣
言
を
対
立
さ
せ
る
の
に
ち
ょ

う
ど
よ
い
時
期
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。 

 
 

マ
ル
ク
ス
と
そ
の
盟
友
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

階
級
闘
争
に
身
を
置
く
中
で
、
彼
ら
の
科
学

的
歴
史
観
で
あ
る
唯
物
史
観
に
基
づ
き
、
人

間
社
会
の
た
ど
り
着
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会

の
根
本
矛
盾
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
ず
次
の
社
会
は
社
会
主
義
社
会

で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
の
歴
史
的
使
命
を
簡
略
に
示
す
必
要
性
に

迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

今
回
は
第
１
章 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
一
回
目
で
す
。 

        

階
級
と
階
級
闘
争 

司
会
＝
今
回
は
、
第
１
章
冒
頭
の
「
今
日
ま

で
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
歴
史
は
、
階
級
闘
争

の
歴
史
で
あ
る
」
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
命
題
か
ら
言
え
ば
、
今
、

資
本
主
義
の
時
代
は
、
支
配
す
る
資
本
家
階

級
と
支
配
さ
れ
る
労
働
者
階
級
の
階
級
闘
争

が
闘
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
の
実
感
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。 

Ｋ
Ａ
＝
私
は
、
本
当
に
今
、
階
級
闘
争
が
闘

わ
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
に
は
と
て

も
思
え
ま
せ
ん
。
貧
乏
の
原
因
は
、
自
分
の

努
力
不
足
じ
ゃ
な
い
か
。
も
っ
と
学
歴
、
能

力
が
あ
っ
て
努
力
す
れ
ば
、
私
も
偉
く
な
れ

みんなの学習講座 
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る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
人
が
圧

倒
的
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。 

Ｋ
Ｕ
＝
階
級
と
い
う
言
葉
は
ふ
つ
う
使
わ
れ

て
い
な
い
。
職
場
で
は
従
業
員
、
会
社
員
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、
ブ
ル

ー
カ
ラ
ー
と
か
い
う
表
現
が
ふ
つ
う
だ
か
ら
、

労
働
者
階
級
の
一
員
な
ん
だ
と
言
わ
れ
て
も

ピ
ン
と
こ
な
い
。
自
分
は
資
本
家
で
は
な
い
、

し
か
し
労
働
者
階
級
な
ん
だ
と
自
覚
が
持
て

る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。 

Ｍ
＝
闘
い
が
な
け
れ
ば
階
級
と
い
う
考
え
に

は
な
っ
て
行
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
も

学
校
卒
業
し
て
職
場
に
入
っ
た
時
は
、
努
力

す
れ
ば
そ
れ
な
り
に
偉
く
な
っ
て
生
活
を
し

て
い
け
る
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
頑
張
ろ
う
、
と

一
生
懸
命
働
い
た
。
で
も
い
く
ら
頑
張
っ
て

も
安
い
賃
金
で
こ
き
使
わ
れ
る
。
実
際
に
労

働
強
化
で
身
体
は
き
つ
い
し
賃
金
は
上
が
ら

な
い
。
そ
の
う
ち
経
営
が
赤
字
だ
と
い
っ
て

合
理
化
で
首
を
切
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
中
で

会
社
、
資
本
が
悪
い
と
気
づ
き
、
労
働
組
合

を
結
成
し
て
闘
う
、
そ
こ
に
「
労
働
者
が
社

会
の
主
人
公
」
だ
と
教
え
る
『
ま
な
ぶ
』
が

あ
っ
た
わ
け
だ
よ
。
そ
こ
で
職
場
反
合
理
化

闘
争
を
闘
う
意
義
も
分
か
り
、
こ
の
資
本
主

義
社
会
で
は
搾
取
す
る
階
級
＝
資
本
家
階
級

と
は
相
い
れ
な
い
、
労
働
者
は
闘
う
以
外
に

な
い
と
生
身
の
身
体
で
分
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

階
級
と
い
う
の
は
闘
い
の
中
で
意
識
づ
け
さ

れ
る
の
だ
と
思
う
。
闘
い
が
な
け
れ
ば
、
敵
、

味
方
と
い
う
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
の
争

い
と
い
う
認
識
に
は
到
達
し
な
い
し
、
分
か

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

資
本
家
階
級
全
体
、 

政
治
全
体
と
闘
う 

Ｋ
Ａ
＝
で
も
私
は
、
階
級
闘
争
な
ん
て
日
頃

意
識
し
た
こ
と
は
な
い
。
事
実
、
労
働
大
学

記
念
出
版
の
『
社
会
を
変
え
る
、
自
分
を
変

え
る
』（
坂
牛
哲
郎
著
）
で
も
、
日
本
の
労

働
者
階
級
は
「
１
９
７
０
年
代
前
半
ま
で
は

歴
史
を
動
か
す
巨
大
な
力
を
発
揮
し
て
い

た
」、
だ
が
「
・
・
・
今
日
の
日
本
に
は
、

階
級
と
し
て
の
労
働
者
集
団
は
崩
壊
し
て
い

る
。
そ
の
事
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
は
じ
め
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。「
階
級
と
し

て
の
労
働
者
集
団
が
崩
壊
し
て
い
る
」
か
ら

階
級
闘
争
が
な
い
。
私
は
70
年
代
の
高
揚

期
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

階
級
闘
争
が
崩
壊
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
始

め
か
ら
や
り
直
す
し
か
な
い
ん
だ
と
思
う
。 

現代の職場では労働者階級という意識はもちにくい 
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し
か
し
、
ど
こ
か
ら
始
め
れ
ば
良
い
の
か
。 

Ｙ
＝
私
が
市
役
所
に
入
っ
た
頃
、
最
初
は
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
、
何
ヵ
月
か
し
て
か
ら
日

給
・
月
給
に
な
っ
て
本
採
用
の
試
験
が
あ
っ

て
、
正
規
職
員
に
な
っ
た
ん
で
す
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
埼
玉
で
国
体
が
あ
っ
た
ん
だ
。

正
規
の
職
員
は
ブ
レ
ザ
ー
を
与
え
ら
れ
、
国

体
の
選
手
を
送
り
迎
え
す
る
仕
事
に
就
く
わ

け
。
俺
ら
は
パ
ー
ト
だ
っ
た
か
ら
ブ
レ
ザ
ー

も
く
れ
な
い
し
表
の
仕
事
に
は
出
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
時
、
無
性
に
差
別
さ
れ
て
嫌
な

思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
服
装
で
格
差
を

つ
け
る
。
こ
ん
な
つ
ま
ん
な
い
と
こ
ろ
で
差

別
を
す
る
と
。 

 

上
下
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
か

課
長
、
係
長
の
職
制
と
平
の
職
員
と
は
違
う

し
、
平
の
職
員
と
パ
ー
ト
も
違
う
と
い
う
関

係
を
意
識
さ
せ
る
。
職
場
の
上
下
関
係
で
支

配
を
確
立
し
て
い
く
、「
な
ぜ
な
ん
だ
、
お

か
し
い
ぞ
」
と
感
じ
た
。
そ
の
後
、
労
働
運

動
に
加
わ
り
、
学
習
会
で
「
階
級
」
と
か

「
階
級
闘
争
」
と
い
う
の
を
学
ん
で
分
か
っ

て
き
た
。
だ
か
ら
、
日
頃
、
職
場
で
お
か
し

い
と
思
う
こ
と
を
「
な
ぜ
か
、
ど
う
し
て

か
」
と
考
え
て
、
ど
う
差
別
・
分
断
し
て
き

て
い
る
の
か
、
敵
の
狙
い
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
、
ど
う
す
れ
ば
仲
間
と
団
結
し
て
抵
抗
で

き
る
の
か
学
習
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
そ
こ
が
出
発
点
な
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
て
い
ま
す
。 

Ｋ
Ｓ
＝
し
か
し
、
本
来
の
意
味
の
階
級
闘
争

と
は
何
か
だ
。
レ
ー
ニ
ン
が
ロ
シ
ア
社
会
民

主
主
義
者
の
『
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
任
務
』

で
明
確
に
応
え
て
い
る
。「
階
級
闘
争
と
は

何
か
。
個
々
の
工
場
、
個
々
の
職
種
の
労
働

者
が
自
分
の
雇
主
た
ち
と
闘
争
を
は
じ
め
る

な
ら
、
そ
れ
は
階
級
闘
争
で
あ
ろ
う
か
。
い

や
そ
れ
は
階
級
闘
争
の
弱
い
萌
芽
に
す
ぎ
な

い
。
全
国
に
わ
た
る
全
労
働
者
階
級
の
す
べ

て
の
先
進
的
な
代
表
者
が
、
単
一
の
労
働
者

階
級
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
個
々
の
雇
主

に
対
し
て
で
な
く
、
資
本
家
階
級
に
対
し
て
、

ま
た
こ
の
階
級
を
支
持
す
る
政
府
に
対
し
て
、

闘
争
を
開
始
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
労
働

者
の
闘
争
は
階
級
闘
争
に
な
る
。
個
々
の
労

働
者
が
全
労
働
者
階
級
の
一
員
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
す
る
と
き
、・
・
・
日
常
の
小
さ
な

闘
争
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
全
体
と
政
治
全

体
と
に
対
す
る
闘
争
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
彼
の
闘
争
は

階
級
闘
争
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
60
年
三
池
・
安
保

スト権スト（１９７５年） 
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闘
争
、
70
年
代
前
半
の
国
民
春
闘
に
は
階

級
闘
争
を
思
わ
せ
る
闘
い
が
あ
っ
た
。 

 

階
級
と
は
何
か 

司
会
＝
職
場
で
闘
っ
て
学
習
の
中
で
階
級
闘

争
の
と
ら
え
か
た
も
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
で
は
最
初
に
戻
っ
て
、
な
ぜ
階
級

が
生
ま
れ
、
今
日
ま
で
階
級
闘
争
が
続
い
て

い
る
の
か
。
そ
こ
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

い
。 

Ｋ
Ａ
＝
階
級
っ
て
何
か
。
一
個
人
で
は
な
い

し
、
人
と
人
と
の
集
団
で
、
支
配
す
る
側
と

支
配
さ
れ
る
側
の
両
極
の
集
団
だ
よ
ね
。
階

級
っ
て
い
う
の
は
、
人
の
社
会
的
生
産
に
お

け
る
役
割
、
ま
た
は
生
産
手
段
に
対
す
る
地

位
で
基
本
的
に
規
定
さ
れ
る
人
間
の
集
団
の

こ
と
で
し
ょ
う
。
生
産
手
段
を
だ
れ
が
も
っ

て
い
る
か
で
、
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と

が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
か

な
。 

Ｙ
＝
そ
れ
が
正
し
い
。
で
は
階
級
闘
争
は
な

ぜ
起
こ
る
の
か
。
こ
の
歴
史
を
ち
ゃ
ん
と
掴

ま
ね
ば
い
け
な
い
。
原
始
共
産
制
社
会
か
ら
、

奴
隷
制
と
い
う
最
初
の
階
級
社
会
が
生
ま
れ

た
。
そ
の
後
奴
隷
制
が
崩
壊
し
、
封
建
制
に

な
っ
て
封
建
制
の
没
落
か
ら
資
本
主
義
が
生

ま
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
に

前
社
会
が
崩
壊
し
て
次
の
階
級
社
会
に
発
展

し
た
の
で
は
な
い
。 

人
類
最
初
の
社
会
は
原
始
共
産
制
社
会
で

す
。
こ
の
社
会
は
み
ん
な
で
共
同
し
て
、
狩

猟
と
採
取
で
生
活
し
て
い
た
。
自
給
自
足
で

余
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
定
住
し

農
業
や
牧
畜
を
営
め
る
よ
う
に
な
っ
て
生
産

力
が
高
ま
る
と
余
剰
生
産
物
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
階
級
分
化
が

始
ま
る
。
余
剰
生
産
物
を
め
ぐ
っ
て
部
族
内

部
の
争
い
が
起
こ
り
独
り
占
め
す
る
も
の
、

力
が
強
い
も
の
が
出
て
く
る
、
相
続
権
が
女

系
か
ら
男
系
の
家
父
長
的
氏
族
に
渡
り
、
他

氏
族
に
戦
争
を
仕
掛
け
て
、
負
け
た
他
氏
族

を
連
れ
て
き
て
奴
隷
と
し
て
使
役
す
る
支
配

階
級
に
の
し
上
が
る
。
こ
の
奴
隷
が
生
産
の

担
い
手
に
な
り
生
産
力
を
高
め
る
、
こ
の
奴

隷
制
が
最
初
の
階
級
社
会
の
誕
生
だ
ね
。
そ

こ
か
ら
封
建
制
、
資
本
主
義
と
発
展
し
て
き

た
。
こ
の
発
展
は
、
生
産
力
が
向
上
す
る
と
、

今
ま
で
の
生
産
関
係
（
生
産
を
と
り
結
ぶ
人

と
人
と
の
関
係
）
で
は
生
産
力
の
発
展
を
阻

害
す
る
。
例
え
て
い
え
ば
、
子
ど
も
が
成
長

す
る
と
身
体
が
大
き
く
な
り
、
古
い
服
か
ら

新
し
い
服
に
着
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

と
同
じ
こ
と
だ
。
そ
の
生
産
関
係
の
矛
盾
の

爆
発
か
ら
新
し
い
生
産
関
係
に
変
わ
っ
て
い

く
わ
け
だ
ね
。
封
建
領
主
と
農
奴
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
と
い
う
支
配
階
級
と
被

支
配
階
級
に
分
化
し
て
き
た
ん
だ
ね
。 

 

日
本
に
は
奴
隷
制
度
が
あ
っ
た
の
か 

Ｕ
＝
日
本
に
は
奴
隷
制
度
が
あ
っ
た
の
か
。

労
働
大
学
記
念
出
版
『
日
本
は
ど
こ
へ
ゆ
く

の
か
』
（
坂
牛
哲
郎
著
）
を
読
む
と
、

「
・
・
・
長
期
に
わ
た
る
『
原
始
共
産
主
義

社
会
』
を
う
ち
こ
わ
し
た
の
は
、
紀
元
前
５

世
紀
ご
ろ
の
稲
作
と
鉄
器
の
到
来
で
、

（
略
）・
・
・
農
業
は
木
製
の
鋤
、
石
製
の 
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鎌
や
包
丁
か
ら
、
鉄
製
農
具
へ
と
変
わ
り
、

収
穫
量
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
ま
し
た
。
農
耕

の
発
達
は
、
集
落
内
の
食
料
の
拡
大
を
生
み

階
級
が
発
生
し
ま
す
。 

約
10
万
年
続
い
た
『
原
始
共
産
主
義
社

会
』
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
２
世
紀
後
半
、
邪

馬
台
国
が
生
ま
れ
、
引
き
続
き
各
地
に
小
国

が
生
ま
れ
、
日
本
全
土
を
統
一
し
た
古
代
国

家
が
生
ま
れ
た
の
は
、
西
暦
６
４
５
年
『
大

化
の
改
新
』
で
す
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。 

そ
う
す
る
と
邪
馬
台
国
か
ら
古
代
国
家
に

進
む
中
で
、
日
本
に
も
奴
隷
制
社
会
が
生
ま

れ
た
と
み
て
い
い
の
か
。 

Ｋ
Ｕ
＝
明
確
な
区
分
は
分
か
ら
な
い
が
、
古

代
社
会
は
奴
隷
制
社
会
の
こ
と
だ
か
ら
日
本

に
も
奴
隷
制
社
会
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

問
題
は
、
生
産
力
の
発
展
に
は
、
前
述
の
Ｕ

さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
生
産
手
段
の
改
良
が

大
き
な
要
因
と
い
う
こ
と
だ
ね
。 

当
時
は
農
産
物
が
主
な
わ
け
で
農
産
物
を

作
る
人
と
作
ら
せ
る
人
と
の
関
係
が
出
て
く

る
。
そ
こ
で
生
産
力
が
高
ま
っ
て
い
く
と
、

奴
隷
制
を
打
ち
こ
わ
し
古
代
社
会
か
ら
封
建

制
社
会
に
な
っ
て
行
く
で
し
ょ
う
。
支
配
す

る
の
は
貴
族
か
ら
封
建
領
主
の
武
士
階
級
に

変
わ
る
。
１
６
０
３
年
の
徳
川
政
権
か
ら
封

建
制
が
確
立
し
た
ん
だ
。 

 
 

封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ 

 

司
会
＝
原
動
力
は
生
産
力
の
発
展
で
す
ね
。

経
済
が
土
台
で
、
そ
の
上
に
政
治
、
法
律
、

国
家
が
そ
び
え
た
つ
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で

も
古
い
階
級
社
会
は
続
か
な
い
。
奴
隷
制
か

ら
封
建
制
、
封
建
制
が
倒
さ
れ
て
今
度
は
資

本
主
義
が
出
て
く
る
ん
だ
よ
ね
。
ど
う
し
て

そ
う
な
る
の
か
で
す
。「
農
奴
か
ら
、
城
外

市
民
が
生
ま
れ
、
最
初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

の
要
素
が
発
展
し
た
。」
と
あ
る
け
れ
ど
も

ど
う
い
う
こ
と
か
ね
。 

Ｋ
Ｕ
＝
封
建
制
で
は
、
奴
隷
で
は
な
い
半
分

奴
隷
の
農
奴
が
出
来
て
、
そ
の
中
か
ら
農
民

を
や
め
て
城
外
市
民
と
な
り
手
工
業
者
や
商

人
が
出
て
き
た
ん
だ
。
そ
れ
が
最
初
の
要
素

だ
っ
た
。 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
城
外
市
民
か
ら
最

初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
出
て
く
る
。
最
初
、
商

品
を
つ
く
る
の
は
親
方
と
数
人
の
徒
弟
で
生

産
す
る
ギ
ル
ド
制
度
の
も
と
で
発
展
す
る
、

し
か
し
、
こ
れ
で
は
生
産
性
は
上
が
ら
な
い
。

そ
こ
で
個
々
の
仕
事
場
に
分
業
を
持
ち
込
み
、

生
産
性
を
上
げ
る
担
い
手
が
登
場
し
た
。
ギ

ル
ド
の
親
方
を
押
し
の
け
て
工
業
的
中
産
階

級
が
出
現
す
る
、
こ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
の

１８４８年、フランス２月革命 
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し
上
が
る
ん
だ
。
ど
う
し
て
か
。
分
業
を
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
（
工
場
制
手
工
業
）
に

発
展
さ
せ
て
、
商
売
を
す
る
の
に
狭
い
範
囲

の
市
場
で
は
も
の
足
り
な
く
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
は
違
っ
て
い
た
。
商
人
で

は
な
い
独
立
自
営
農
民
と
い
う
の
が
い
て
羊

の
毛
織
物
を
３
～
４
人
の
家
内
制
手
工
業
で

や
っ
て
い
た
。
こ
の
毛
織
物
は
質
が
良
い
か

ら
売
れ
た
ん
だ
。 

そ
こ
で
も
っ
と
生
産
力
を
上
げ
た
い
欲
求

に
か
ら
れ
る
。
そ
こ
で
労
働
者
を
雇
い
30

人
以
上
の
規
模
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
を

作
る
。
ま
す
ま
す
生
産
力
は
高
ま
る
、
域
外

に
売
り
た
い
、
そ
う
な
る
と
封
建
制
は
邪
魔

に
な
っ
て
く
る
。
生
産
、
商
品
売
買
、
交
換
、

取
引
と
い
う
も
の
を
自
由
に
し
た
い
欲
望
に

か
ら
れ
、
封
建
制
を
ぶ
ち
壊
す
力
に
な
っ
た

ん
だ
。 

早
く
も
１
６
４
９
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
絶
対
王
政
を
倒
し
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

に
よ
っ
て
資
本
主
義
へ
の
道
を
切
り
開
い
た

ん
だ
。
そ
こ
に
「
ア
メ
リ
カ
の
発
見
、
ア
フ

リ
カ
航
路
が
、
ア
メ
リ
カ
、
シ
ナ
と
東
イ
ン

ド
へ
の
植
民
、
貿
易
、
商
品
の
増
大
と
い
う

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
新
た
な
市
場
が
現
れ
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
飛
躍
を
も
た
ら

し
、
封
建
制
の
崩
壊
と
資
本
主
義
生
産
の
革

命
的
要
素
に
急
激
な
発
展
を
も
た
ら
し
た
」

（
本
文
）
と
あ
る
ね
。
そ
し
て
封
建
制
の
中

で
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
か
ら
、
今
度
は

機
械
制
大
工
場
の
発
展
に
導
く
ん
だ
。 

 

蒸
気
と
機
械
装
置
と
が 

工
業
生
産
を
革
命 

Ｍ
＝
そ
こ
は
ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
だ
。

「
蒸
気
と
機
械
装
置
と
が
工
業
生
産
を
革
命

し
た
。
大
工
業
は
世
界
市
場
を
作
り
上
げ

た
。」（
本
文
）
と
言
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り

生
産
手
段
の
絶
え
間
な
い
発
明
と
改
良
が
そ

う
さ
せ
る
ん
だ
。 

今
も
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
で
多
国
籍
資
本
が

Ｉ
Ｔ
産
業
を
駆
使
し
国
境
を
越
え
て
わ
が
も

の
顔
で
世
界
の
搾
取
と
収
奪
を
欲
し
い
が
ま

ま
に
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
１
８
４
８
年

に
、
早
く
も
「
全
工
業
軍
の
司
令
官
が
あ
ら

わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
あ

る
。」
と
言
い
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
こ
の

近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
独
り
占
め
の
政
治
支
配

を
も
闘
い
と
っ
た
。」（
本
文
）
と
い
っ
て
い

る
。 フ

ラ
ン
ス
の
封
建
時
代
に
は
、
第
３
身
分

に
甘
ん
じ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
、「
自
由
、

平
等
、
友
愛
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
農

民
、
小
工
業
者
、
労
働
者
を
味
方
に
つ
け
て
、

絶
対
王
政
を
打
倒
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
代
議
制

を
闘
い
と
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

と
は
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
こ
と
か
な
。 

司
会
＝
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
こ

こ
ま
で
と
し
ま
す
。
唯
物
史
観
に
の
っ
と
り

人
間
社
会
の
歴
史
的
発
展
を
解
明
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

次
回
は
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
、
歴
史

に
お
い
て
、
き
わ
め
て
革
命
的
役
割
を
演
じ

た
」
こ
と
に
つ
い
て
学
習
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 


