
 - 40 - 

 

        

今
回
は
、
第
二
章
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
共

産
主
義
者
」
の
ま
と
め
で
す
。
第
一
章
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
分
析
に
も
と
づ
き
「
共
産

主
義
者
」
の
任
務
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁 

 

そ
の
任
務
と
は
「
階
級
へ
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
階
級
の
形
成
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
打
倒
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
に
よ
る
政
治
権
力
の
奪

取
」（
Ｐ
63
・
２
行
）
で
あ
り
、「
労
働
者

革
命
の
第
一
歩
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
を

支
配
階
級
に
ま
で
高
め
る
こ
と
、
民
主
主
議 

を
闘
い
と
る
こ
と
で
あ
る
」（
Ｐ
74
・
13 

        

行
）
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

共
産
主
義
者
の
当
面
の
目
的
は
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
の
独
裁
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。 「

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
」
と
は
具

体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

一
般
的
に
、
独
裁
と
民
主
主
義
は
互
い
に

否
定
し
あ
う
正
反
対
の
概
念
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
い
ま
す
。「
独
裁
」
と
い
う
言
葉
は
、

自
由
や
民
主
主
義
を
圧
迫
し
破
壊
す
る
と
い

う
意
味
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。 

し
か
し
、
資
本
主
義
国
家
は
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
独
裁
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
で

あ
り
共
産
主
義
社
会
に
い
た
る
過
渡
期
の
社 

        

会
主
義
国
家
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

独
裁
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
主
主
義
が
貫
徹
さ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
独
裁
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
い
う
形
態
で
行
わ

れ
る
少
数
者
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
独
裁
よ
り
も
、

は
る
か
に
広
範
に
拡
充
さ
れ
た
民
主
主
義
で

す
。
そ
れ
は
、
人
口
の
圧
倒
的
多
数
者
の
労

働
者
階
級
の
果
た
す
民
主
主
義
だ
か
ら
で
す
。 

資
本
主
義
国
家
で
あ
る
日
本
で
は
、
現
在
、

戦
争
法
案
や
テ
ロ
等
防
止
法
（
共
謀
罪
）
な

ど
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
生
存
権
や
基
本

的
人
権
を
直
接
的
に
脅
か
す
法
律
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
す
で
に
法
成
立
前
に
、
自
分
た
ち

の
土
地
を
守
ろ
う
と
必
死
で
闘
う
沖
縄
の

みんなの学習講座 
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人
々
に
対
し
て
警
察
権
力
を
使
っ
て
排
除
し

た
り
、
で
っ
ち
上
げ
の
逮
捕
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
は

中
立
的
な
報
道
を
装
い
な
が
ら
、
結
果
的
に

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
有
利
な
よ
う
に
情
報
を

操
作
し
階
級
支
配
の
道
具
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
は
本
質
的
に

は
形
式
的
民
主
主
義
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
比
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
は
社

会
主
義
革
命
の
も
っ
と
も
本
質
的
で
根
本
的

内
容
を
な
し
て
い
ま
す
が
、
何
を
具
体
的
に

成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
有
財
産
の
廃
止 

 

ま
ず
、
私
有
財
産
の
廃
止
を
成
し
遂
げ
る

こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

階
級
を
支
配
階
級
に
ま
で
高
め
具
体
的
に
す

る
こ
と
は
「
所
有
一
般
の
廃
棄
で
は
な
く
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
の
廃
棄
で
あ
る
」（
Ｐ

63
・
11
行
）、
さ
ら
に
「
共
産
主
義
者
は
、

そ
の
理
論
を
、
私
有
財
産
の
廃
止
と
い
う
一

つ
の
言
葉
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
ｐ
63
・
17
行
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に

「
私
有
財
産
の
廃
止
」
で
す
。「
私
有
財
産

の
廃
止
」
と
は
何
を
ど
の
よ
う
に
廃
止
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。 

「
わ
れ
わ
れ
が
あ
く
ま
で
も
廃
止
し
よ
う

と
欲
す
る
も
の
は
、
た
だ
、
労
働
者
は
資
本

を
増
殖
す
る
た
め
に
の
み
生
活
し
、
そ
し
て

支
配
階
級
の
利
益
が
必
要
と
し
な
け
れ
ば
生

活
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
ん
な

み
じ
め
な
取
得
の
性
格
で
あ
る
」（
Ｐ
65
・

13
行
）
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
労
働
者
は

そ
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
資
本
家
に
売
る

か
ぎ
り
、
彼
の
得
る
一
日
の
賃
金
は
一
日
の

生
活
を
支
え
る
に
す
ぎ
ず
、
生
活
を
続
け
る

た
め
に
は
彼
は
さ
ら
に
労
働
力
の
売
り
手
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
資
本

家
は
依
然
と
し
て
生
産
手
段
の
所
有
者
で
あ

っ
て
、
彼
は
さ
ら
に
こ
れ
を
剰
余
価
値
（
儲

け
）
生
産
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
資
本
主
義
的
生
産
は
、
た
ん
に

剰
余
価
値
を
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
本

家
を
資
本
家
と
し
て
賃
金
労
働
者
を
賃
金
労

働
者
と
し
て
再
生
産
す
る
の
で
す
。
そ
ん
な

「
賃
労
働
と
資
本
」
の
関
係
を
「
宣
言
」
は

廃
止
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

本
誌
「
苦
闘
す
る
職
場
」
等
に
毎
回
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
働
く
者
の
実
態
は
解
雇

や
雇
止
め
に
よ
る
生
活
破
壊
、
非
正
規
労
働

者
へ
の
賃
金
や
処
遇
に
対
す
る
差
別
、
労
働

強
化
に
よ
る
精
神
障
害
や
過
労
死
と
ま
さ
に

賃
金
奴
隷
の
状
態
で
す
。 

現
在
、
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
「
働
き

方
改
革
」
の
本
質
も
「
定
額
働
か
せ
放
題
、

過
労
死
促
進
」「
解
雇
自
由
の
金
銭
解
決
」

法
案
の
制
定
で
あ
り
、「
貧
困
と
格
差
」
は

ま
す
ま
す
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

資
本
主
義
社
会
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
は
た
え
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
都
合
で
雇

用
さ
れ
解
雇
さ
れ
る
と
い
う
不
安
定
な
状
態

に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
と 

共
産
主
義 

 

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
は
、
そ
の
政
治
的

支
配
を
利
用
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
か
ら

次
第
に
す
べ
て
の
資
本
を
奪
い
、
す
べ
て
の

生
産
用
具
を
国
家
の
手
に
、
す
な
わ
ち
支
配

階
級
と
し
て
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階

級
の
手
に
集
中
し
、
そ
し
て
生
産
諸
力
の
量

を
で
き
る
だ
け
急
速
に
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ

う
」（
Ｐ
74
・
17
行
）
と
記
し
て
い
ま
す

が
、
共
産
主
義
者
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独

裁
の
中
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
私
有
財
産

を
廃
止
し
、
搾
取
の
な
い
社
会
へ
発
展
さ
せ

て
い
き
ま
す
。 

こ
の
発
展
の
進
行
に
つ
れ
て
、
階
級
差
別

は
な
く
な
り
、
公
的
権
力
は
政
治
的
性
格
を

失
い
、
階
級
社
会
に
変
わ
り
「
ひ
と
り
ひ
と

り
の
自
由
な
発
展
が
、
す
べ
て
の
人
々
の
自

由
な
発
展
に
と
っ
て
の
条
件
と
な
る
」（
Ｐ

76
・
12
行
）
一
つ
の
協
力
体
（
共
産
主
義

社
会
）
が
現
れ
る
の
で
す
。 

以
上
が
、
第
二
章
の
ま
と
め
に
な
り
ま
す
。 

 

正
し
い
歴
史
認
識
か
ら
社
会
主
義
革
命
を 

 

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
社
会
主

義
革
命
を
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
革
命
」
と
は
、
被
支
配
階
級
が
、
支
配

階
級
か
ら
国
家
権
力
を
奪
い
取
る
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
国
家
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
る
階

級
は
誰
な
の
か
、
こ
こ
を
は
っ
き
り
さ
せ
な

け
れ
ば
、
闘
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
は
正
し
い
歴
史
認
識
が
必
要
で
す
。 

 
日
本
の
共
産
主
義
者 

 

ま
ず
、
日
本
の
共
産
主
義
者
は
い
つ
生
ま

れ
ど
う
発
展
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

日
本
の
科
学
的
社
会
主
義
の
運
動
を
牽
引

し
て
き
た
の
は
堺
利
彦
で
し
た
。
彼
は
１
９

０
３
（
明
治
36
）
年
、
幸
徳
秋
水
と
と
も

に
平
民
社
を
お
こ
し
週
刊
『
平
民
新
聞
』
を

発
刊
し
『
共
産
党
宣
言
』
を
訳
出
し
ま
す
が
、

官
憲
の
弾
圧
に
よ
っ
て
終
刊
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
１
９
０
６
年
に
は
雑
誌
『
社
会
主

義
研
究
』
を
刊
行
、『
空
想
的
社
会
主
義
か

ら
科
学
的
社
会
主
義
へ
』（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）

を
翻
訳
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
明
治
天
皇

の
暗
殺
を
計
画
し
た
と
い
う
明
治
政
府
の
捏

造
に
よ
っ
て
、
幸
徳
秋
水
を
は
じ
め
全
国
の

社
会
主
義
者
、
無
政
府
主
義
者
が
逮
捕
、
死

刑
11
名
、
無
期
懲
役
13
名
と
い
う
大
逆
事

件
に
よ
っ
て
社
会
主
義
運
動
は
暗
黒
の
時
代

に
入
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
堺
利
彦
、
山
川

均
、
荒
畑
寒
村
ら
は
、
１
９
０
８
年
の
赤
旗

事
件
で
検
挙
、
重
禁
固
刑
に
課
せ
ら
れ
て
い

た
た
め
大
逆
事
件
か
ら
免
れ
、
そ
の
後
の
社

会
主
義
運
動
を
守
り
続
け
ま
し
た
。 

１
９
２
５
（
大
正
14
）
年
３
月
に
普
通

選
挙
法
が
議
会
を
通
過
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
よ
る
政
治
、
社
会
、
文
化
な
ど
各
方

面
に
お
け
る
民
主
主
義
や
自
由
主
義
運
動
が

活
発
に
展
開
さ
れ
各
地
で
「
無
産
政
党
」
運

動
が
お
こ
り
ま
す
。 

ぞ
う 
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山川均と堺利彦と大杉栄 

１９２０年日本社会主義同盟の発足 

戦
前
の
日
本
資
本
主
義
論
争 

 
こ
の
よ
う
な
中
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の

間
で
歴
史
認
識
に
つ
い
て
重
大
な
意
見
の
相

違
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。 

１
９
２
２
年
に
結
成
さ
れ
た
日
本
共
産
党

（
以
下
、
共
産
党
）
は
「
日
本
を
支
配
す
る

の
は
、
封
建
的
・
絶
対
主
義
天
皇
制
で
あ
り
、

資
本
家
階
級
は
ま
だ
支
配
階
級
で
は
な
い
。

労
働
者
階
級
は
ま
ず
絶
対
主
義
を
倒
し
ブ
ル

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
を
し
、
そ
の
後
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
倒
し
て
社
会
主
義
革
命
を

実
現
す
る
」
と
い
う
二
段
階
革
命
論
を
展
開

し
ま
し
た
。 

こ
の
主
張
に
対
し
て
、
山
川
均
、
荒
畑
寒

村
等
が
中
心
に
１
９
２
７
年
、
雑
誌
『
労

農
』（
労
農
派
）
を
発
刊
し
「
日
本
資
本
主

義
は
１
８
９
７
年
～
１
９
１
０
年
の
こ
ろ
に

確
立
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
好
景
気
の

な
か
で
、
資
本
の
集
中
は
急
激
に
進
行
し
、

独
占
資
本
の
支
配
す
る
帝
国
主
義
国
家
と
な

っ
て
い
る
。
労
働
者
階
級
の
正
面
の
階
級
的

な
敵
は
、
日
本
を
支
配
す
る
独
占
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
批
判
を

展
開
し
ま
し
た
。
こ
の
論
争
は
、
明
治
維
新

後
の
日
本
の
国
家
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
た
の

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
な
の
か
、
寄

生
地
主
を
土
台
に
し
て
成
立
し
た
絶

対
主
義
天
皇
制
な
の
か
、
と
い
う
歴

史
認
識
の
相
違
に
つ
い
て
の
論
争
で

し
た
が
、
治
安
維
持
法
で
主
要
な
活

動
家
が
検
挙
さ
れ
、
こ
の
論
争
は
フ

ァ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
圧
殺
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。 

 

戦
後
日
本
の
支
配
体
制 

 

明
治
維
新
後
の
日
本
資
本
主
義
は
、
天
皇

制
と
寄
生
地
主
制
を
利
用
し
な
が
ら
新
政
府

の
殖
産
興
業
政
策
、
官
営
払
い
下
げ
に
よ
る

財
閥
の
形
成
、
そ
し
て
日
清
、
日
露
戦
争
を

へ
て
急
激
に
独
占
資
本
主
義
に
転
化
、
発
展

し
て
い
き
ま
す
が
、
１
９
４
５
年
の
敗
戦
と

と
も
に
崩
壊
し
ま
す
。 

そ
の
年
の
11
月
、
無
産
政
党
各
派
に
よ

っ
て
日
本
社
会
党
（
以
下
、
社
会
党
）
が
結

成
さ
れ
ま
す
。
日
本
は
敗
戦
と
と
も
に
連
合

国
に
よ
る
占
領
政
策
が
と
ら
れ
ま
す
。
そ
の

基
本
原
則
は
軍
国
主
義
の
除
去
、
民
主
主
義

の
確
立
、
平
和
経
済
の
確
立
で
し
た
。
フ
ァ

シ
ズ
ム
を
除
去
し
、
平
和
経
済
を
土
台
に
資

本
主
義
を
作
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

共
産
党
は
占
領
軍
を
「
解
放
軍
」
と
規
定

し
「
天
皇
制
打
倒
、
人
民
共
和
制
樹
立
」
を

か
か
げ
、「
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ

ョ
ア
民
主
主
義
を
完
成
さ
せ
、
社
会
主
義
へ

の
発
展
を
期
す
。
こ
の
革
命
は
平
和
的
に
遂
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行
す
る
」
と
決
定
し
ま
す
。
し
か
し
、
１
９

５
１
年
に
は
「
日
本
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義

に
全
一
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
植
民
地
、
従

属
国
で
あ
る
。
天
皇
、
旧
反
動
財
閥
、
特
権

官
僚
、
寄
生
地
主
、
独
占
資
本
が
、
占
領
軍

の
略
奪
的
支
配
を
隠
す
た
め
の
衝
立
と
な
っ

て
い
る
。
当
面
の
革
命
は
民
族
解
放
民
主
革

命
で
あ
る
」
と
規
定
し
平
和
革
命
を
否
定
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
国
各
地
で
火
炎
ビ
ン

闘
争
を
行
い
国
民
か
ら
孤
立
し
て
い
き
ま
す
。 

１
９
５
７
年
、
極
左
冒
険
主
義
を
自
己
批

判
し
「
日
本
を
基
本
的
に
支
配
し
て
い
る
の

は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
そ
れ
に
従
属
し
て

い
る
日
本
独
占
資
本
で
あ
る
。
我
が
国
は
高

度
な
資
本
主
義
国
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
メ
リ

カ
帝
国
主
義
に
な
か
ば
占
領
さ
れ
た
事
実
上

の
従
属
国
で
あ
る
。
当
面
す
る
革
命
は
ア
メ

リ
カ
帝
国
主
義
と
日
本
の
独
占
資
本
の
支
配

に
反
対
す
る
新
し
い
民
主
主
義
革
命
、
人
民

の
民
主
主
義
革
命
で
あ
る
。」
と
い
う
「
二

段
階
革
命
論
」
を
提
起
し
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
共
産
党
の
歴
史
認
識
、
現
状

分
析
は
二
転
、
三
転
し
て
い
き
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
労
農
派
の
主
張
は
戦
前
か

ら
一
貫
し
て
い
ま
し
た
。
戦
前
か
ら
独
占
資

本
の
主
導
権
を
認
め
、
戦
前
の
政
治
体
制
を

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
戦
後
の

民
主
化
に
つ
い
て
は
「
独
占
資
本
そ
の
も
の

の
主
導
権
は
崩
れ
ず
、
支
配
形
態
が
変
わ
っ

た
だ
け
で
あ
る
。
戦
前
の
支
配
者
が
武
力
に

よ
る
侵
略
を
し
た
た
め
戦
争
犯
罪
人
に
な
っ

た
が
、
よ
り
温
和
な
手
段
に
よ
る
経
済
侵
略

を
く
わ
だ
て
た
者
が
、
現
在
の
支
配
者
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
政
治
権
力
の
階

級
移
行
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
戦
略
は
独

占
資
本
の
支
配
を
倒
す
社
会
主
義
革
命
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

平
和
革
命
に
つ
い
て 

 

日
本
に
お
け
る
国
家
権
力
の
移
行
に
つ
い

て
、
岩
波
文
庫
版
『
共
産
党
宣
言
』
の
訳
者
、

向
坂
逸
郎
氏
は
１
９
４
６
年
『
平
和
革
命

論
』
を
提
起
し
ま
す
。
そ
の
内
容
は
「
日
本

に
お
け
る
社
会
主
義
の
道
は
、
同
時
に
平
和

革
命
の
道
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認

す
る
。
平
和
革
命
の
道
は
『
望
ま
し
い
』
と

い
う
理
由
だ
け
で
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
。

客
観
的
に
そ
の
条
件
が
存
在
す
る
が
故
に
、

そ
れ
を
積
極
的
に
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
改
良
や
進
歩
を
積
み
重
ね
て
い

け
ば
、
や
が
て
資
本
主
義
が
自
動
的
に
社
会

主
義
に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
空
想
し
て

い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。 

日
本
に
お
け
る
国
家
権
力
の
平
和
的
移

行
・
平
和
革
命
は
「
客
観
的
に
そ
の
条
件
が

存
在
す
る
」、
言
い
か
え
れ
ば
法
則
性
を
持

っ
て
お
り
、
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
の
規

定
は
極
め
て
重
要
で
す
。 

「
平
和
革
命
の
条
件
は
、
国
権
の
最
高
機

関
で
あ
る
国
会
へ
の
権
力
の
集
中
で
あ
る
。

議
会
制
民
主
主
義
を
守
る
力
は
、
平
和
と
民

主
主
義
を
守
る
た
た
か
い
、
反
合
理
化
の
た

た
か
い
を
中
心
に
拡
大
発
展
し
う
る
。
た
た

か
い
の
発
展
の
中
で
、
労
働
者
階
級
を
中
心

つ
い 

た
て 
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と
す
る
組
織
的
な
力
を
背
景
に
し
て
国
会
へ

の
実
質
的
な
権
力
の
集
中
、
官
僚
、
軍
事
機

構
に
た
い
す
る
国
会
の
規
制
力
の
強
化
を
達

成
で
き
る
。
平
和
と
民
主
主
義
を
、
生
活
を

守
る
た
た
か
い
が
発
展
し
う
る
条
件
が
日
本

に
存
在
す
る
こ
と
の
中
に
保
証
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
日
本
で
の
平
和
的
移
行
は
法
則 

性
を
持
っ
て
お
り
、
必
然
的
で
あ
る
」
と
い

う
も
の
で
す
。
ま
た
、
客
観
的
条
件
は
「
支

配
階
級
に
政
治
支
配
の
自
信
を
失
わ
せ
る
よ

う
な
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
条
件
で

あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
条

件
の
も
と
で
は
、
武
力
に
よ
る
こ
と
な
く
国

会
を
通
じ
て
革
命
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。 

日
本
の
社
会
主
義
革
命
は
平
和
革
命
で
す
。

し
か
し
、
平
和
革
命
も
階
級
闘
争
の
頂
点
で

あ
る
革
命
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。 

労
働
者
階
級
を
主
導
力
と
す
る
政
治
勢
力

が
、
多
国
籍
化
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中

心
と
す
る
支
配
階
級
の
政
治
勢
力
か
ら
、
権

力
を
完
全
に
奪
取
す
る
闘
い
で
す
。
平
和
革

命
と
は
、
話
し
合
い
の
革
命
で
も
内
戦
に
よ

る
革
命
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
労
働
者
階
級
の
組

織
さ
れ
た
力
を
中
心
に

し
て
、
農
民
そ
の
他
零

細
企
業
の
組
織
さ
れ
た

力
を
結
集
し
た
社
会
的

な
力
の
土
台
に
お
い
て

遂
行
さ
れ
る
社
会
革
命

な
の
で
す
。 

 

社
会
主
義
へ
の
展
望 

 

 

日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
の
道
は
、

反
多
国
籍
資
本
、
民
主
主
義
擁
護
、
反
帝
国

主
義
戦
争
の
統
一
戦
線
の
樹
立
を
通
し
て
達

成
さ
れ
ま
す
。 

こ
の
統
一
戦
線
の
中
核
を
な
す
の
は
労
働

者
階
級
で
す
。
職
場
闘
争
を
基
本
に
し
た
労

働
組
合
の
闘
い
は
、
労
働
者
階
級
の
指
導
部

隊
で
あ
る
社
会
主
義
政
党
の
理
論
的
、
実
践

的
指
導
と
結
合
す
る
こ
と
が
、
絶
対
的
な
必

要
条
件
と
な
り
ま
す
。
社
会
主
義
政
党
の
指

導
す
る
政
治
闘
争
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
労
働
組
合
は
労
働
者
階
級
に
課
せ
ら
れ

た
歴
史
的
使
命
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
労
働
組
合
は
階

級
的
強
化
を
勝
ち
取
り
、
統
一
戦
線
の
重
要

な
一
翼
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

革
命
の
主
体
を
担
う
労
働
者
階
級
の
課
題

と
展
望
に
つ
い
て
は
こ
の
講
座
の
最
後
に
提

起
し
み
ん
な
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

次
回
は
、
第
３
章
、
第
４
章
の
学
習
で
す
。 


