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社
会
倫
理
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基
礎マ

ル
ク
ス
主
義
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
、
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ス
ト
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徒
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ネ
ス
・
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ス
ナ
ー
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マ
ル
ク
ス
主
義
支
持
の
告
白
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
告
白
は
今
日
で

は
全
世
界
を
覆
っ
て
は
い
る
が
、
各
々
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス

主
義
は
部
分
的
に
し
か
共
通
の
内
容
を
意
味
し
て
い
な
い
と
意
識
し
た
上
で
し

か
、そ
の
告
白
は
な
さ
れ
得
な
い
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
教
説
の
解
釈
が
区
々

に
分
裂
し
て
い
た
の
は
既
に
彼
の
存
命
中
に
始
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
社
会
民

主
主
義
政
党
内
で
は
修
正
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
形
態
に
ま
で
展
開
し
て

来
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
マ
ル
ク
ス
の
学
説
が
現
実
と
一
致
し
得
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
新
し
い
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
と
並
ん
で
自
由
主
義
社

会
に
お
い
て
大
き
な
共
産
主
義
政
党
が
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
こ
れ
に
矛
盾

す
る
諸
事
実
を
新
た
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
に
お
い
て
維
持
し
、
現

在
な
お
維
持
し
て
い
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ロ
シ
ア
及
び
大
陸
中
国
の
マ
ル
ク
ス
＝

レ
ー
ニ
ン
体
制
は
、
実
践
の
場
面
で
解
釈
す
る
段
に
な
る
と
様
々
な
帰
結
に
至

る
と
は
い
え
、
相
変
わ
ら
ず
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
を
奉
じ
て
い
る
。
但
し
新
マ

ル
ク
ス
主
義
の
ご
く
一
部
の
者
は
、
資
本
主
義
生
産
様
式
を
分
析
し
た
『
資
本

論
』（
一
八
六
七
年
）
の
三
巻
本
を
読
み
続
け
た
。
そ
の
広
範
な
影
響
は
、
マ
ル

ク
ス
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
共
同
で
公
表
し
た
『
共
産
党
宣
言
』

に
縁
る
と
こ
ろ
が
過
去
も
現
在
も
大
き
い
。
或
い
は
二
三
頁
の
一
八
四
八
年
の

こ
の
小
冊
子
は
、
よ
り
規
模
の
大
き
い
版
を
聖
典
に
有
す
る
と
い
う
の
が
正
し

い
の
か
も
知
れ
な
い

）
1
（

。
共
産
党
宣
言
は
史
的
唯
物
論
を
簡
潔
に
説
い
て
お
り
、

世
界
革
命
を
目
標
と
し
て
掲
げ
る
階
級
闘
争
綱
領
を
描
く
。
そ
の
頂
点
に
「
万

国
の
労
働
者
よ
、
団
結
せ
よ
！
」
が
あ
る
。

社
会
主
義
政
党
に
お
け
る
今
日
の
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
の

多
く
の
形
態
の
根
柢
に
は
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
心
テ
ー
ゼ
が
あ
る
。
　

　

全
世
界
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
多
く
が
一
致
し
て
い
る
の
は
、「
哲
学
者
は

世
界
を
様
々
に
解
釈

0

0

し
て
き
た
。
重
要
な
の
は
、
世
界
を
変
え
る

0

0

0

こ
と
で
あ

る
）
2
（

」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
教
説
に
従
っ
て
世
界
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
決
意
に

よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
一
致
は
、
更
に
、
マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
の
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本
質
と
捉
え
た
生
産
手
段
の
私
有
が
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
関
係
並
び
に
力

関
係
を
可
能
に
す
る
と
い
う
考
え
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
の
一
致
点
は
、
上
記
点

と
関
連
し
て
産
業
経
済
の
労
働
者
の
運
命
を
疎
外
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

生
産
手
段
の
私
有
に
よ
っ
て
経
済
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
こ
の
疎
外
こ
そ
が
、

（
宗
教
、
哲
学
、
政
治
、
社
会
と
い
っ
た
）
他
の
様
々
な
疎
外
の
形
態
を
左
右
す
る
も

の
と
な
る
。
す
べ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
そ
れ
故
、
急
進
的
、
革
命
的
、
そ

し
て
暴
力
行
使
を
躊
躇
わ
な
い
者
も
、す
べ
て
の
人
間
の
平
等
原
理
を
実
現
し
、

か
く
し
て
そ
の
自
由
を
保
障
す
る
よ
う
な
社
会
秩
序
の
基
準
を
提
供
す
る
未
来

の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
想
い
を
同
じ
よ
う
に
馳
せ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
れ
も
す
べ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
共
通
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、
経
済
と
社
会
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
分
析
が
科
学
的
で
あ
る
と
い
う

信
仰
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
上
述
の
目
標
設
定
に
と
っ
て
ど
う
や
ら
客
観
的
な
正

当
化
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

西
側
で
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
を
奉
じ
て
い
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス

の
共
産
党
の
ほ
か
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
社
会
民
主
党
の
最
古
参
世
代
と
最

近
世
代
（Jusos

、
青
年
社
民
党
員
）
と
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
党
の
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

化
と
連
合
政
権
に
お
け
る
社
民
党
へ
の
批
判
を
熱
心
に
展
開
し
て
い
る
。
世
界

の
三
分
の
一
は
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
が
政
権
の
座
に
あ
る
。
詰
り
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
ロ
シ
ア
と
大
陸
中
国
で
あ
る
。
ソ
連
で
は
レ
ー
ニ
ン
の
解
釈
に
よ
る
マ
ル

ク
ス
主
義
が
支
配
し
て
お
り
、
こ
れ
に
ス
タ
ー
リ
ン
創
設
の
官
僚
恐
怖
体
制
が

伴
っ
て
い
る
。
政
治
戦
略
的
、
哲
学
世
界
観
的
独
占
的
地
位
を
要
求
す
る
こ
の

姿
勢
は
、
も
は
や
今
日
で
は
自
由
世
界
の
共
産
党
か
ら
完
全
に
は
承
認
さ
れ
て

い
な
い
。
毛
沢
東
主
義
は
物
心
両
面
で
ソ
連
か
ら
援
助
を
得
て
大
陸
中
国
に
お

い
て
毛
沢
東
に
よ
っ
て
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、

政
治
諸
権
力
と
の
平
和
的
共
存
や
、
人
民
公
社
即
時
設
立
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

中
国
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
「
大
躍
進
」
政
策
に
基
づ
く
人
民
民
主
主
義
に
つ

い
て
の
対
立
す
る
見
解
か
ら
ソ
連
と
先
鋭
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
毛

沢
東
語
録
』
は
全
世
界
の
何
百
万
者
も
の
人
々
に
広
ま
っ
た
。

　

正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
を
本
質
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
正
マ
ル
ク
ス

主
義
を
擁
護
し
て
闘
っ
た
人
物
は
、
二
〇
年
代
の
S 

P 

D
（
ド
イ
ツ
社
民
党
）
内

で
は
特
に
エ
ー
ド
ワ
ル
ト
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
九
三
二
年
歿
）
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ベ
ル
（
一
九
一
三
年
歿
）
は
、
世
紀
の
転
換

期
に
お
い
て
修
正
主
義
に
対
す
る
最
も
手
ご
わ
い
論
敵
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
の
階
級
闘
争
と
国
際
連
帯
の
主
唱
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
に
纏
わ
っ
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
如
何
な
る
理
解
も
不
可
能
で
あ
る
と
彼
が
考

え
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
は
火
と
水
（
水
と
油
）
の
よ
う
に
対
立
す
る

）
3
（

」

と
言
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
得
な
い
。
世
紀
転
換
期
の
S 

P 

D
内
部
の
路
線
闘

争
に
お
い
て
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
三
つ
の
点
で
マ
ル
ク
ス
の
根
本
教
義
に

反
対
し
た

）
4
（

。
第
一
に
、
唯
物
論
的
社
会
哲
学
は
現
実
の
世
界
で
は
確
証
さ
れ
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
ど
の
時
代
の
法
概
念
や
道
徳
概
念
、
人
間
の
精
神
的
素
質

や
宗
教
的
伝
統
に
つ
い
て
も
社
会
発
展
に
そ
れ
ら
が
果
た
し
た
大
き
な
意
義
が

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
価
値
論
及
び
剰
余
価
値
論
は

誤
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
搾
取
の
事
実
が
明
白
で
あ
る
以
上
不
必
要
で
も
あ

る
。
第
三
に
、
工
業
と
農
業
に
お
け
る
営
業
関
係
及
び
所
有
関
係
の
発
展
は
非

常
に
限
定
さ
れ
た
規
模
に
お
い
て
し
か
マ
ル
ク
ス
の
蓄
積
論
に
合
致
し
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
路
線
闘
争
に
直
面
し
て
、
筋
金
入
り
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
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最
後
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
大
統
領
を
務
め
た
カ
ー
ル
・
レ
ナ
ー
（
一
九
五
〇

年
歿
）
は
「
か
く
て
マ
ル
ク
ス
へ
の
依
拠
は
、
私
に
せ
よ
マ
ル
ク
ス
学
徒
の
誰

も
が
甚
だ
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
啓
蒙
的
で
あ
る
よ
り
は
混
乱
さ
せ
る

し
、
一
致
さ
せ
る
よ
り
は
分
裂
さ
せ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

新
左
翼
は
マ
ル
ク
ス
を
超
え
な
か
っ
た
。

　

「
新
左
翼
」
の
新
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
も
は
や
労
働
者
階
級
を
革
命
の
主
体

と
も
担
い
手
と
も
見
な
い
。
彼
ら
が
現
代
の
消
費
社
会
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
新
左
翼
は
む
し
ろ
社
会
的
紛
争
領
域
外

の
集
団
に
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
学
生
や
知
識
人
に
、
学
校
や
公
共
機
関
へ
の
潜

入
を
通
じ
て
若
い
と
き
か
ら
批
判
的
意
識
を
形
成
せ
し
め
る
こ
と
に
期
待
を
懸

け
る
。
暴
力
の
行
使
を
共
感
し
て
眺
め
る
彼
等
集
団
は
、既
存
の
社
会
「
体
制
」

が
秩
序
を
保
っ
て
機
能
す
る
の
を
妨
げ
、
支
配
的
な
消
費
及
び
労
務
強
制
に
関

す
る
社
会
意
識
の
改
革
を
目
指
し
、
自
由
民
主
主
義
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い

る
権
利
は
仮
象
自
由
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
抗
議
と
挑
発
に
よ
っ
て
国
家
の

警
察
装
置
及
び
司
法
装
置
に
反
撃
に
出
る
よ
う
仕
掛
け
る
。
乗
っ
取
り
、
人
質

の
拘
束
、テ
ロ
行
為
に
意
義
が
付
与
さ
れ
る
が
、そ
れ
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
格
別
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
制
変
更
の
不
可
避
性
を

認
識
さ
せ
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
る

）
5
（

。
幾
つ
か
の
点
で
新
左
翼
は
マ
ル
ク
ス

を
超
え
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
そ
の
理
論
は
も
っ
ぱ
ら
現
状
の
批
判
に
終
始
し

て
お
り
、
階
級
闘
争
と
か
革
命
の
ほ
か
に
は
「
抑
圧
」
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か

の
指
示
が
な
い
。
第
二
に
、
革
命
後
に
万
人
の
自
由
と
平
等
に
基
礎
を
置
い
た

一
般
利
益
に
資
す
る
よ
う
経
済
と
社
会
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
べ
き
か
に
つ
い

て
、
何
ら
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
第
三
に
、
社
会
権
威
に
対
す

る
新
左
翼
特
有
の
懐
疑
に
鑑
み
る
と
尚
更
重
要
と
な
る
。
批
判
は
確
か
に
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
革
命
に
後
続
す
る
も
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か

に
つ
い
て
明
快
さ
を
欠
く
な
ら
ば
、
批
判
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
は
、

最
近
の
歴
史
の
総
て
の
革
命
が
雄
弁
に
語
る
よ
う
に
、恐
ら
く
独
裁
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
初
期
著
作
の
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
懸
け
る
新
左
翼
の
期

待
は
、そ
れ
を
実
現
す
る
具
体
的
な
指
針
は
そ
こ
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
寧
ろ
、

新
左
翼
は
、マ
ル
ク
ス
に
よ
る「
人
権
の
否
定
」と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
と
な
れ
ば
、
人
権
の
承
認
は
あ
ら
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
前
提
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
教
授
の
A
・
シ
ャ
フ
は
現
実
主
義
的
な
立
場

か
ら
以
下
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。「
資
本
主
義
に
お
け
る
疎
外
の
上
に
今

日
で
は
社
会
主
義
に
お
い
て
も
疎
外
の
問
題
が
更
に
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
と

言
う
の
も
、
我
々
に
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
来
た
社
会
主
義
社
会
の
ど
の
形
態
に

お
い
て
も
疎
外
の
様
々
な
形
態
が
登
場
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
相
変
わ

ら
ず
暴
力
の
装
置
と
し
て
国
家
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
複
雑
な
行
政
機

構
と
し
て
の
国
家
が
死
滅
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
既
に
配
分
問
題
が
幻
想
で

あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
、
私
有
財
産
制
の
廃
棄
に
よ
っ
て

疎
外
の
廃
棄
が
自
動
的
に
み
ら
れ
る
と
す
る
信
念
に
つ
い
て
も
言
え
る

）
6
（

。
す
べ

て
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
初
期
マ
ル
ク
ス
の
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
単

な
る
伝
説
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る

）
7
（

。
新
左
翼

の
精
神
的
旗
手
と
し
て
著
名
な
者
に
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
、テ
ー
オ
ド
ー

ル
・
ア
ド
ル
ノ
が
い
る
。
こ
う
し
た
新
マ
ル
ク
ス
主
義
に
近
い
も
の
に
F
・
カ

ス
ト
ロ
や
E
・
ゲ
バ
ラ
の
革
命
理
念
が
あ
る
。
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人
間
と
社
会
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
唯
物
論
的
に
理
解
さ
れ
、「
此
界

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
完
全
隷
属
し
て
い
る
。
宗
教
の
廃
棄
は
「
此
界
性
の
真

理
を
確
立
す
る
」
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

　

今
日
自
由
世
界
の
諸
国
民
の
多
く
の
者
が
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
カ
ー
ル
・

マ
ル
ク
ス
と
並
べ
、
救
済
課
題
を
担
う
キ
リ
ス
ト
教
に
社
会
課
題
を
与
え
る
と

い
う
こ
の
事
実
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
現
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
な
し
に

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
基
礎
づ
け
に
よ
る
社
会
政
策

が
著
し
く
進
歩
的
で
あ
る
と
自
ら
空
想
し
て
い
る
の
は
、
同
様
に
啓
蒙
の
進
歩

信
仰
の
後
衛
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
相
続
財
産
で
も
あ
る
。
現
世
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
を
掲
げ
て
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
世
界
観
が

個
人
生
活
と
社
会
生
活
の
全
世
界
に
向
け
て
理
解
さ
れ
た
意
味
解
釈
で
あ
る
な

ら
ば
、
極
め
て
具
体
的
な
世
界
観
を
提
供
し
て
い
る
。
人
間
生
活
の
意
味
は
、

外
で
も
な
い
、
誕
生
か
ら
死
亡
ま
で
の
人
間
の
生
存
領
域
に
お
け
る
実
現
対
象

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
間
と
は
物
質
で
あ
り
、
そ
れ
も
物
質
だ
け
が
存
在

す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
物
質
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
思
想

世
界
の
有
名
な
核
心
（「
史
的
唯
物
論
」、レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」）
は
、

「
人
間
は
そ
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
一
定
の
、
即
ち
そ
の
意
志
に
依

存
し
な
い
諸
関
係
に
入
る
。
…
…
そ
の
関
係
は
物
質
的
生
産
力
の
特
定
の
発
展

段
階
に
対
応
す
る
。」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
生
産
関
係
に
特
定
の
社
会
意

識
形
態
が
対
応
す
る
。
生
産
力
が
現
存
の
生
産
関
係
、
法
律
的
に
言
う
と
所
有

関
係
に
矛
盾
す
る
に
到
る
と
、「
社
会
革
命
の
時
期
」
が
到
来
す
る
。「
経
済
の

土
台
が
変
化
す
る
と
」、
法
律
的
及
び
政
治
的
「
上
部
構
造
の
巨
大
な
全
体
が
、

よ
り
緩
慢
で
あ
れ
よ
り
急
激
で
あ
れ
、
転
覆
す
る
」。
人
間
の
意
識
が
人
間
の

存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
人
間
の
社
会
的
存
在
が
人
間
の
意
識
を

規
定
す
る

）
8
（

。
人
間
の
意
識
、
文
化
、
法
、
政
治
、
と
り
わ
け
て
宗
教
は
、
マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば
物
質
的
生
活
の
社
会
的
生
産
様
式
の
機
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
そ
れ
で
は
一
体
す
べ
て
の
精
神
的
な
も
の
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
と
さ

れ
る
生
産
形
態
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
い
が
浮
か
ん
で
来

る
。
こ
の
問
い
に
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
又
明
言
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
に

先
駆
け
て
行
為
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
一
つ
の
答
し
か
存
在
し
な
い

）
9
（

。
創
造
的

行
為
は
、
た
と
い
そ
の
機
縁
が
そ
の
時
々
の
現
存
す
る
生
産
諸
関
係
に
由
来
し

た
と
し
て
も
、
人
間
精
神
の
事
柄
で
あ
る
。
真
理
や
価
値
や
法
に
つ
い
て
の
確

信
と
い
っ
た
精
神
的
根
本
形
態
な
し
に
は
、
共
同
生
活
、
協
同
、
不
可
欠
な
社

会
的
権
威
に
つ
い
て
の
社
会
成
員
の
同
意
は
存
在
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
、マ
ル
ク
ス
の
「
本
当
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
、彼
自
身
は
こ
れ
を
「
自

然
科
学
的
に
」
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
看
做
そ
う
と
し
た
が
、
決
し
て
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
で
は
あ
り
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
少
な
く
と

も
人
間
の
倫
理
的
責
任
に
基
礎
を
置
い
た
根
源
的
自
由
権
を
一
般
的
に
承
認
し

保
障
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

物
質
と
そ
の
認
識
の
発
展
が
弁
証
法
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
弁
証
法
を
唯
物

論
に
本
質
固
有
で
あ
る
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
が
証
明
し
た
こ
と
を
、
レ
ー
ニ
ン
は

マ
ル
ク
ス
の
決
定
的
な
貢
献
で
あ
る
と
認
め
た
。
事
実
は
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス

は
只
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
底
に
あ
る
精
神
の
弁
証
法
的
発
展
の
原
理
を
物
質
に

転
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
物
質
の
弁
証
法
的
発
展
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、

変
化
し
な
い
元
素
は
存
在
せ
ず
、
事
物
の
不
変
的
本
質
も
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
結
果
と
す
る
。
相
互
に
排
除
し
合
う
対
立
の
闘
争
の
み
が
絶
対
的
で
あ
り
得
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る
が
、
そ
れ
は
物
質
の
運
動
と
発
展
が
そ
う
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
た
だ
一
つ

絶
対
的
な
る
も
の
が
存
在
し
得
る
。
そ
れ
は
即
ち
弁
証
法
的
発
展
過
程
に
あ
る

物
質
の
永
遠
の
自
己
運
動
で
あ
る

）
10
（

。
こ
の
「
科
学
的
」
唯
物
論
的
認
識
論
に
エ

ン
ゲ
ル
ス
は
、「
役
に
立
た
な
い
社
会
秩
序
の
無
益
な
生
産
物
」
で
あ
る
「
宗

教
に
対
す
る
不
変
的
武
器
」
を
見
出
し
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
言
及

し
て
、「
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
全
著
作
を
参
照
せ
ず
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
理
解
し
真

の
解
釈
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
一
つ
の
問
い
に
つ

い
て
後
期
の
マ
ル
ク
ス
は
若
き
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
何
ら
変
更
し
な
か
っ
た
。

一
八
四
三
年
に
彼
は
書
い
て
い
る
。「
人
民
の
幻
想
の
幸
福
で
あ
る
宗
教
の
廃

棄
こ
そ
真
の
幸
福
の
要
求
で
あ
る
。
…
…
真
理
の
彼
岸
が
消
失
し
て
後
に
、
此

岸
［
現
世
］
の
真
理
を
確
立
す
る
こ
と
が
歴
史
の
課
題
で
あ
る

）
11
（

。」

す
べ
て
の
精
神
的
実
在
は
生
産
関
係
と
所
有
関
係
に
連
結
さ
れ
て
い
る
と
い
う

マ
ル
ク
ス
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
維
持
で
き
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
に
負
う
認
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
的
思
惟
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
経
済
史
観
と
い
う
意
味
で

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い

て
「
経
済
史
観
の
奇
形
の
姉
妹
」、
社
会
階
級
理
論
に
関
す
る
場
合
と
同
様
に

よ
り
正
確
な
説
明
が
見
ら
れ
な
い
と
、
彼
自
身
社
会
主
義
者
で
マ
ル
ク
ス
の
崇

拝
者
で
あ
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
書
い
て
い
る

）
12
（

。
確
か
に
「
法
的
、

政
治
的
、芸
術
的
、或
い
は
哲
学
的
、要
す
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
形
式
」
を
、

物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
に
よ
っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
巨
大
な
上
部

構
造
」
と
し
て
語
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
或
る
社
会
の
「
精
神
」
生
活
の
過

程
が
部
分
的
に
経
済
の
生
産
関
係
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
そ
れ
も
全
体
と
し
て
見
れ
ば
関
係
の
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
言

う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
と
ん
で
も
な
い
。
W
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
M
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
、
精
神
と
宗
教
の
力
が
初
期
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
有
名
な
研
究
に
お
い
て
証
明
し
た

）
13
（

。
百
年
以
上
に
亙
っ

て
自
然
科
学
の
領
域
で
、
例
え
ば
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
天
文
学
と

い
っ
た
領
域
で
、
矢
継
ぎ
早
に
認
識
の
進
歩
が
見
ら
れ
た
の
は
生
産
関
係
、
即

ち
、
所
有
関
係
に
よ
っ
て
、
従
っ
て
、
社
会
の
階
級
状
況
に
条
件
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
は
全
く
馬
鹿
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
多
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
社
会
科
学
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い

て
何
ら
一
般
的
承
認
を
得
た
概
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
説
明
が
つ
く
。
認
識

過
程
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
現
象
全
体
が
物
質
的
な

い
し
精
神
的
関
心
の
影
響
を
伴
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
が
一
番
よ
い
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
、
経
済
的
関
心
に
比
重
を
置
き
す
ぎ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
著

し
く
誤
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
恐
ら
く
そ
う
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
彼
の
友
人
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
さ

え
マ
ル
ク
ス
の
墓
で
、
問
題
の
理
論
に
つ
き
、
個
人
と
集
団
と
は
主
に
経
済
的

動
機
に
よ
っ
て
前
方
へ
動
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
重
要
な
関
連
で
誤
っ
て

お
り
そ
の
他
の
点
で
些
事
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
定
義
を
与
え
た

）
14
（

」。
レ
ー
ニ

ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
根
拠
に
真
理
認
識
一
般
の
可
能
性

を
疑
問
に
付
し
た
。
実
際
に
は
新
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
新
左
翼
の
指
導
的
集
団

は
、
マ
ル
ク
ス
に
依
拠
し
て
、
社
会
の
現
実
並
び
に
真
理
を
認
識
で
き
る
の
は

（
マ
ル
ク
ス
主
義
の
）
知
的
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
あ
り
、
社
会
意
識
全
般
が
真
理
を
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獲
得
し
得
る
の
は
階
級
の
な
い
社
会
に
於
い
て
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え

た
。
し
か
し
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
記
し
た
こ
と
は
新
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
新

左
翼
に
も
当
て
は
ま
る
。
即
ち
、「
彼
の
考
え
に
即
し
て
い
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

体
系
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
マ
ル
ク
ス
は
明
ら
か
に
認
識
し
て
お
き
な
が

ら
、
彼
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
に
対
し
て
は
全

く
何
も
見
え
て
い
な
か
っ
た

）
15
（

」。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間
観
と
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
は
両
立
で
き
な
い
。

　

自
由
主
義
世
界
の
社
会
主
義
の
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化

）
16
（

は
、
体
制
変
更
、
階
級

闘
争
、
現
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
故
マ
ル
ク
ス
主
義
人
間
論
の
方
向
を

目
指
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
高
度
に

発
達
し
た
「
有
機
的
物
質
」
で
あ
り
、
心
理
的
な
も
の
や
意
識
と
い
っ
た
も
の

は
「
物
質
の
中
で
も
人
間
の
脳
髄
と
呼
ば
れ
る
部
分
の
機
能
」
で
あ
っ
て
、
精

神
と
精
神
に
可
能
と
な
る
物
質
世
界
の
再
現
示
（
反
省
）
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
可
能
な
物
質
世
界
以
外
の
現
実
は
存
在
し

な
い
。
人
間
の
人
格
性
は
あ
く
ま
で
も
社
会
的
生
産
関
係
の
産
物
で
あ
る
。
こ

う
し
た
「
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
主
義
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
と
超
え
が
た
い
深
淵
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
よ
る
と
、
人
間

は
人
格
で
あ
っ
て
、
そ
の
完
全
な
展
開
は
な
る
ほ
ど
社
会
的
結
合
に
よ
っ
て
始

め
て
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
肉
体
的
・
精
神
的
幸
福
が
社
会
結

合
の
意
味
で
あ
り
目
的
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
人
間
は
自
己
の
生
存

目
的
が
現
世
を
も
社
会
的
存
在
を
も
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
神
の

似
像
と
し
て
造
ら
れ
、
従
っ
て
、
人
間
人
格
の
尊
厳
は
ど
ん
な
地
上
の
価
値
を

も
凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
論
的
に
決
定
的
な
次
元
は
、

新
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
新
左
翼
の
世
界
像
と
人
間
像
に
お
い
て
は
後
景
に
退
い

て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
体
制
変
更
と
い
う
目
的
と

引
き
換
え
に
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
い
る
。
今
日
キ
リ
ス
ト
教
の
集
団
で
試
み
ら

れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
連
携
に
あ
っ

て
は
、
社
会
変
更
を
求
め
る
闘
い
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
が
優
勢
で
あ
る
。
何
故
な
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
が
暴
力
行
使
に
つ
き
道
徳

的
に
よ
り
自
由
で
あ
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
相
互
対
立
は
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
が
実
際
の
個
別
問
題
で
共
通
の
目
標
実
現

の
た
め
の
実
質
的
な
議
論
に
基
づ
い
て
協
力
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三

世
が
平
和
回
勅
（Pacem

 in terris, 1963, N
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）
で
言
わ
れ
る
と
お
り
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
降
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
と
新
左
翼
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
価
値
表
と
は
相
容
れ
な
い
新
し
い
価
値
表
を
視
野
に
入
れ
て
体
制
変

更
を
強
力
に
支
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
（
前
国
家
的
な
）
人
権
を
社
会
の
必
要
に
隷
属
す
る
操
作
可
能

な
「
残
余
量
」
に
貶
め
る
。

　

自
由
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
し
て
み
れ
ば
、
残
余
物
で
あ
る
。
詰
り
、
そ
れ
は

物
質
生
活
の
生
産
の
た
め
の
社
会
組
織
が
そ
こ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た「
必
然
性
」

に
従
っ
て
、
個
人
の
生
活
領
域
に
お
け
る
個
々
人
に
残
し
た
も
の
に
外
な
ら
な

い
。
そ
れ
故
、
社
会
的
自
由
は
国
家
が
そ
の
市
民
に
容
認
し
た
諸
権
利
の
謂
い

で
あ
る
。
人
類
の
最
高
課
題
は
、
経
済
発
展
の
客
観
的
論
理
を
理
解
す
る
こ
と
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で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
社
会
意
識
、
と
り
わ
け
資
本
主
義
諸
国
の
「
先
進
的
な
」

階
級
の
意
識
を
明
瞭
・
厳
密
・
批
判
的
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

）
17
（

。

こ
の
意
味
に
お
い
て
毛
沢
東
は
書
い
て
い
る
。「
全
世
界
の
共
産
主
義
者
は
市

民
よ
り
も
事
情
通
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
等
は
現
実
と
発
展
を
規
定
す
る

法
則
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
弁
証
法
を
知
っ
て
お
り
、

更
に
前
進
す
る
の
で
あ
る

）
18
（

」
と
。

　

人
間
の
一
般
的
な
法
意
識
及
び
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
に
よ
る
と
、
人
間
の

基
本
的
自
由
は
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
に
で
は
な
く
、
倫
理
的
責
任

の
故
に
よ
り
よ
き
自
己
を
求
め
て
自
己
実
現
と
い
う
充
足
を
果
た
す
べ
き
生
存

使
命
を
賦
与
さ
れ
た
人
権
に
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
が
そ

れ
に
就
い
て
疑
い
を
差
し
挟
ま
な
い
こ
と
は
、一
九
四
八
年
の
国
連
に
よ
る
［
世

界
］
人
権
宣
言
が
示
し
て
い
る
。
そ
の
前
文
と
第
一
条
は
明
確
に
、
人
権
が
理

性
と
良
心
を
備
え
る
が
故
に
有
す
る
人
間
の
尊
厳
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。

　

若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
自
身
の
人
間
論
に
基
づ
い
て
人
権
を
厳
し
く
否
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
た
。
そ
の
根
拠
は
彼
の
理
論
に
人
格
と
し
て
の
人

間
的
個
体
（
個
人
）
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
理
論
に
よ
る
と
、
人

間
は
専
ら
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
自
体
「
類
的
存
在
」
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
つ
き
彼
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
著
作
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に

就
い
て
』（
一
八
四
五
年
）
で
述
べ
て
い
る
。
人
権
は
、「
市
民
社
会
の
成
員
の
権

利
、
即
ち
、
利
己
的
人
間
、
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
の
権
利
に
外
な

ら
な
い
」。
市
民
社
会
の
最
高
の
社
会
概
念
は
安
全
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
に

よ
っ
た
と
し
て
も
市
民
社
会
は
そ
の
利
己
主
義
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。「
い

わ
ゆ
る
人
権
の
う
ち
の
ど
れ
も
利
己
的
人
間
を
、
市
民
社
会
の
成
員
で
あ
り
、

詰
り
自
己
の
殻
に
、
自
己
の
私
利
と
自
己
の
恣
意
に
引
き
籠
り
共
同
体
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
個
人
を
超
え
出
る
も
の
で
は
な
い
。
人
権
に
お
い
て
人
間
が
類

的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
寧
ろ
類
的
社
会
自
身
が
、
詰

り
、
個
人
に
と
っ
て
外
的
枠
で
あ
り
根
源
的
自
律
の
制
約
で
あ
る
市
民
社
会
が

登
場
す
る
」。
利
己
的
人
間
は
政
治
的
国
家
の
前
提
で
あ
っ
て
、「
国
家
に
よ
っ

て
人
権
［
保
障
］
に
お
い
て
利
己
的
人
間
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
」。
か
く
し

て
、「
彼
ら
（
利
己
的
人
間
）
の
生
活
内
容
を
成
す
と
こ
ろ
の
精
神
的
並
び
に
物

質
的
諸
要
素
の
無
制
御
の
運
動
を
承
認
す
る
結
果
を
伴
う
。
そ
れ
故
、
人
間
は

宗
教
か
ら
自
由
と
さ
れ
た
（
解
放
さ
れ
た
）befreit

の
で
は
な
い
。
彼
は
宗
教
の

自
由Freiheit

を
得
た
の
で
あ
る
。
彼
は
所
有
か
ら
自
由
と
さ
れ
た
の
で
は
な

い
。
彼
は
所
有
の
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。
彼
は
営
業
の
利
己
主
義
か
ら
自
由

と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
営
業
の
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
」。
人
間
的
解

放E
m

anzipation

が
始
め
て
完
全
に
成
就
さ
れ
る
の
は
、マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

人
間
が
「
経
験
的
生
活
、
個
人
的
労
働
、
個
人
的
諸
関
係
に
お
い
て
類
的
存
在

0

0

0

0

G
attungsw

esen

と
な
っ
た
と
き
で
あ
る
」。
人
権
を
伴
う
政
治
的
民
主
主
義

は
、
と
マ
ル
ク
ス
は
更
に
附
言
す
る
の
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
淵
源
す

る
の
で
あ
っ
て
、「
人
間
は
各
人
が
至
高
の
者
と
し
て
、
最
高
の
存
在
と
し
て

妥
当
し
、
…
…
決
し
て
現
実
の
類
的
存
在
で
は
な
い

）
19
（

」。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て

は
、
従
っ
て
、「
宗
教
の
批
判
は
あ
ら
ゆ
る
批
判
の
前
提
」
で
あ
る
。
何
と
な

れ
ば
、「
そ
れ
は
人
民
の
阿
片
で
あ
る

）
20
（

」
の
だ
か
ら
。
人
権
の
問
題
、
並
び
に
、

社
会
変
化
過
程
で
の
そ
の
操
作
可
能
性
に
関
す
る
新
マ
ル
ク
ス
主
義
と
新
左
翼

の
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
態
度
を
見
る
だ
け
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
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て
そ
れ
は
警
告
を
意
味
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

平
等
と
自
由
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
教
義
の
理
解
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論

の
理
解
と
対
立
す
る
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
は
資
本
家
と
法
的
に
は
平
等
の

地
位
を
有
し
て
は
い
る
が
、
労
働
者
が
資
本
の
支
配
に
、
即
ち
、
生
産
手
段
の

私
的
所
有
に
服
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
社
会
的
平
等
は
有
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
社
会
的
平
等
の
樹
立
如
何
は
こ
の
私
有
財
産
の
排
除
に
懸
か
っ
て
い

る
。
こ
の
理
念
は
［
し
か
し
］
実
行
さ
れ
る
と
、
理
念
の
期
待
と
は
正
反
対
の

結
果
を
惹
起
す
る

）
21
（

。
実
際
は
私
有
財
産
は
社
会
的
平
等
の
最
大
限
を
実
現
す
る

た
め
に
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
。
私
有
財
産
［
制
採
用
］
の
場
合
に
だ
け
市
場

経
済
が
可
能
と
な
り
、
消
費
者
と
労
働
者
と
が
生
産
領
域
に
お
い
て
自
ら
の
意

思
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
可
能
な
前
提
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
完
全
な
社
会

主
義
に
お
い
て
自
由
な
労
働
組
合
は
許
さ
れ
な
い
。
生
産
様
式
と
生
産
量
は
、

計
画
中
央
機
関
に
よ
っ
て
、
標
準
化
さ
れ
た
消
費
者
の
た
め
の
標
準
化
さ
れ
た

商
品
の
供
給
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
消
費
者
は
供
給
の
様
式
に
何
ら

直
接
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
す
べ
て
の
社
会
主
義
同

様
、
需
要
原
理
か
ら
出
発
す
る
の
で
、
社
会
的
平
等
を
分
配
問
題
と
看
做
す
。

共
産
党
宣
言
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
最
終
段
階
で
は
「
各
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ

て
、
各
人
に
は
そ
の
必
要
に
応
じ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
分
配
さ
れ
る

べ
き
財
の
蓄
え
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
給
付
の
規
模
と
質
と
に
依
存
す
る
。
一

般
的
利
益
は
、
自
己
利
益
も
ま
た
、
給
付
に
対
す
る
権
利
、
及
び
能
力
と
労
働

投
入
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
財
を
安
価
に
交
換
す
る
可
能
性
に
対
す
る
権
利
を

基
礎
づ
け
る
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
に
従
っ
て
も
、「
各
人
に
同
じ
も
の
を
」

で
は
な
く
、「
各
人
に
彼
の
も
の
を
」
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
更
に

三
つ
の
原
理
が
接
続
す
る
。
第
一
に
、
私
有
財
産
、
資
本
は
社
会
権
力
と
搾
取

の
手
段
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
社
会
政
策
と
競
争
政
策
を
通
じ

て
、
私
有
財
産
下
に
あ
る
生
産
財
の
利
用
が
な
さ
れ
た
場
合
一
般
的
利
益
が
保

証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
第
二
に
、
所
得
政
策
に
よ
っ
て
万
人
に
、
万
人
の
協
同

に
基
づ
く
福
祉
の
増
大
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
。
第
三
に
、

そ
れ
に
利
害
を
有
す
る
万
人
に
、
生
産
手
段
の
所
有
へ
の
参
加
が
開
か
れ
て
い

る
こ
と
、
こ
れ
ら
三
原
理
が
接
続
す
る
。

「
科
学
」と
し
て
提
示
さ
れ
た「
資
本
主
義
」の
没
落
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
テ
ー

ゼ
は
、
現
実
に
は
社
会
政
策
的
介
入
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
社
会
理
論
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
運
動
の
両
者
と
も
が
、
マ
ル
ク
ス
の
階

級
闘
争
理
論
の
克
服
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。

　

先
行
す
る
す
べ
て
の
社
会
主
義
と
異
な
っ
て
彼
の
社
会
主
義
は
科
学
的
社
会

主
義
で
あ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
共
産
党
宣
言
で
主
張
し
た
。
彼
は
、「
資
本
主

義
の
生
産
は
自
然
法
則
の
必
然
性
を
以
て
自
己
否
定
を
行
う
」
と
い
う
科
学
的

証
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
証
明
と
し
て
彼
が
展
開
し
た
の
は
、「
資
本
主
義

的
生
産
様
式
」
の
内
的
発
展
の
法
則
で
あ
る
。
そ
の
核
心
を
労
働
価
値
説
に
見

出
し
た
と
彼
は
信
じ
た
。
今
日
で
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ロ
シ
ア
の
教
条
主
義
的
マ
ル

ク
ス
主
義
の
主
張
者
以
外
で
は
殆
ど
誰
も
こ
の
学
説
に
固
守
し
な
い
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
科
学
理
論
に
基
づ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
一
八
四
五
年
に

「
英
国
ほ
ど
予
測
の
簡
単
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
…
…
革
命
は
起
こ
る
に
違
い
な
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い
）
22
（

」
と
書
い
た
。
実
際
に
は
英
国
ほ
ど
著
し
い
持
続
性
を
伴
い
つ
つ
社
会
変
化

が
進
行
し
た
例
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
ど
の
国
に
も
見
ら
れ
な
い
。

　

マ
ル
ク
ス
の
発
展
法
則
の
う
ち
労
働
者
階
級
の
漸
次
窮
乏
化
法
則
が
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
生
産
手
段
所
有
の
収
用
と
い
う
決
定
を
導
く
。
し
か

し
、
産
業
発
展
の
第
一
段
階
の
後
に
早
く
も
労
働
者
は
、
労
働
市
場
の
組
織
化

を
伴
う
連
合
に
よ
る
自
助
努
力
を
図
っ
た
。
な
る
ほ
ど
彼
等
は
か
な
り
の
間
成

果
を
見
た
り
見
な
か
っ
た
り
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
終
に
彼
等
は
賃

金
協
約
に
お
い
て
労
働
と
財
産
の
平
等
権
を
獲
得
し
た
。
労
働
組
合
は
、
こ
う

し
て
自
由
主
義
社
会
の
社
会
経
済
に
お
い
て
基
礎
的
な
秩
序
形
成
作
用
を
引
き

受
け
、
結
局
は
本
質
的
に
よ
り
高
い
労
働
諸
条
件
を
、
即
ち
、
成
長
す
る
社
会

福
祉
へ
の
そ
れ
に
見
合
っ
た
参
加
及
び
法
治
国
家
及
び
社
会
国
家
に
お
け
る
社

会
的
安
全
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
労
働
組
合
は
、
闘
争
力
を
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
で
論
じ
た
「
社
会
権
力
」
に
今
や
自
ら
な
っ

て
い
る

）
23
（

。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
「
科
学
的
に
」
予
測
し
た
も
の
と
は
全
く
逆
の

発
展
で
あ
る
。
労
働
者
と
指
導
者
の
健
全
な
感
覚
は
、
窮
乏
が
到
来
す
る
に
任

せ
る
の
で
は
な
く
、
市
場
経
済
に
お
け
る
自
分
ら
の
独
占
力
を
認
識
し
、
そ
れ

を
利
用
し
、
か
く
し
て
社
会
的
市
場
経
済
へ
の
発
展
の
た
め
の
強
力
な
要
因
と

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

実
施
中
の
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
に
お
い
て
革
命
的
な
階
級
闘
争
は
特
別
の
地

位
を
占
め
て
い
る
。
即
ち
、
様
々
な
形
態
で
階
級
闘
争
は
、
学
校
を
始
め
と
し

て
外
で
も
な
い
「
諸
制
度
へ
の
行
軍
」
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
根
本
的
な
体

制
変
革
を
齎
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
に

お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
、
新
左
翼
の
三
者
は
一
致
し
て

い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
最
近
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
に
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
分

析
が
『
ク
ワ
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』（
一
九
三
一
年
）
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ

ク
社
会
理
論
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
見
た
が
る
向
き
が
あ
る
。
他
の
者
は
こ
の

受
容
が
早
く
も
労
働
者
回
勅
『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』（
一
八
九
一
年
）

に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
の
解
釈
に
お
け
る

こ
う
し
た
方
向
転
換
の
本
質
は
、
産
業
社
会
は
階
級
社
会
で
あ
り
、
階
級
闘
争

は
そ
の
克
服
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
且
つ
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
マ
ル
ク
ス
思
想
の
受
容
に
見
出
さ
れ
る
。『
社
会
問
題
』
の
初
版

（
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
既
に
私
は
、「
既
に
早
い
時
期
か
ら
こ
の
上
な
く
明
瞭

に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
運
命
の
本
質
が
自
由
競
争
経
済
に
基
づ
い
た
生
存
不
安
と

賃
金
労
働
の
従
属
性
で
あ
る
こ
と
が
正
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
、
あ
た
か
も
こ
の
認
識
は
K
・
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
分
析
に

始
め
て
負
う
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
謬
［
認
識
］
に
対
し
て
強
調
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
て
お
い
た
。
特
に
私
が
言
及
し
た
フ
ラ
ン
ツ
・

フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
は
、
既
に
一
八
三
五
年
に
は
資
本
主
義
経
済
の
形
成
原
理

た
る
自
由
競
争
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
運
命
に
た
い
し
て
責
任
が
あ
る
と
看

做
し
、
階
級
分
化
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
工

場
主
の
独
占
的
地
位
に
対
抗
す
る
彼
ら
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
の
労
働
者
の

結
合
可
能
性
を
指
摘
し
た

）
24
（

。
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
は
一
八
二
六
年

来
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
教
授
で
、
同
地
に
て
一
八
四
一
年
他
界
し
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
陣
営
で
は
こ
の
点
で
マ
ル
ク
ス
の
社
会
分
析
よ
り
も
何
十
年
も
先
行
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
は
階
級
問
題
を
、
後
に
マ
ル
ク
ス
が
そ

う
し
た
よ
う
に
、「
財
産
喪
失
者
或
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
社
会Societä t

の
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有
産
階
級
に
対
す
る
不
均
衡
」
に
見
た
。
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
は
、
そ
れ
で
も
、

階
級
対
決
は
人
間
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
根
本
原
則
の
尊
重
に
拘
束
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
見
て
い
た
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
集
団
は
既
に
労
働
者
回
勅
第
十
五
番
で
弾
劾
さ
れ
た
「
根

本
誤
謬
」、
即
ち
、
有
産
階
級
と
無
産
階
級
と
が
「
本
性
」
か
ら
対
立
す
る
も

の
で
あ
り
持
続
的
闘
争
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
「
観
念
」
を
見
落
と
し

て
い
る
。『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』
第
十
五
番
も
『
ク
ワ
ド
ロ
ジ
ェ
ジ

モ
・
ア
ン
ノ
』
第
五
十
三
番
も
同
じ
語
句
で
、
資
本
と
労
働
は
相
互
に
依
存
し

合
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。「
労
働
な
し
で
は
資
本
が
存
在
し
得
な
い
の
と

同
様
、
資
本
な
し
に
労
働
は
存
在
し
得
な
い
」
と
。
同
じ
こ
と
を
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
も
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
階
級
理
論
は
「
極
め
て
現
実
離
れ
」
し
て

い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
個
々
の
家
族
が
不
断
に
上
層
階
級
へ
上
昇
し
た

り
没
落
し
た
り
す
る
こ
と
を
見
過
ご
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
偏
見
に
染
ま
っ
て
考
え
な
い
者
に
と
っ
て
、「
そ
の
（
階
級
の
）
関
係
は

通
常
時
に
は
第
一
に
協
同
の
関
係
で
あ
り
、
反
対
の
理
論
は
で
き
る
限
り
異
常

な
事
例
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
」
と

言
え
よ
う

）
25
（

。
マ
ル
ク
ス
の
階
級
理
論
及
び
階
級
闘
争
理
論
が
科
学
的
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
は
確
証
さ
れ
得
な
い
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
先
述
の
箇
所
で

マ
ル
ク
ス
の
階
級
理
論
に
就
い
て
明
解
に
語
っ
て
い
る
。「
奇
妙
な
こ
と
で
あ

る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
明
ら
か
に
彼
の
思
惟
構
築
の
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
も
の

を
、
我
々
が
知
る
限
り
決
し
て
体
系
的
に
精
緻
化
し
な
か
っ
た
」。
こ
の
点
で

最
近
の
承
認
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
研
究
は
一
致
し
て
い
る

）
26
（

。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理

論
は
、
上
述
の
教
会
の
見
解
に
見
ら
れ
る
意
味
に
お
い
て
、
使
用
者
と
労
働
者

と
の
社
会
的
協
調
主
義
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
運
動
（
労

働
者
協
会
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
組
合
）
は
マ
ル
ク
ス
主
義
階
級
理
論
に
対
し
て
多
大

の
犠
牲
を
払
っ
て
戦
っ
た
。
社
会
史
は
彼
ら
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
証
し
た
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
た
窮
乏
し
て
い
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
従
属
勤
労

者
の
今
日
の
状
況
と
を
比
較
し
て
み
る
だ
け
で
よ
い
。
事
実
、
労
働
者
は
今
日

で
は
自
分
た
ち
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
は
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
今
日
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
に
由
来
す
る
経
済
及
び
財
政
政
策
の
諸
手
段
に
基
づ
い
て
可
能

に
な
っ
て
い
る
よ
り
も
、
階
級
闘
争
に
よ
っ
た
方
が
職
場
と
収
入
と
が
よ
り
確

実
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
、
労
働
者
自
身
が
知
っ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
立
は
架
橋
不
可
能
な
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、と
り
わ
け
「
解
放
の
神
学
」
の
調
停
の
試
み
に
よ
っ

て
錯
覚
に
陥
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

我
々
が
出
発
点
に
置
い
て
い
る
の
は
、
今
日
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
語
る

者
は
新
し
い
状
況
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
社
会
主
義

政
党
は
今
日
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
再
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
回
帰
の
道
を
歩
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
急
進
的
青
年
社
会
主
義
者
だ
け
で
な
く
、
知
識
人
の
新

左
翼
も
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
彼
等
は
、
社
会
変
革
を
社
会
革
命

0

0

0

0

の
問
題
と

し
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
際
そ
の
体
制
が
政
治
的
及
び
経
済
的
生
活

の
根
本
作
用
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
得
る
の
か
を
個
別
的
に
よ
り
詳
細
に
語
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
は
資
本
主
義
の

間
違
っ
た
作
用
を
一
歩
一
歩
改
善
し
て
い
く
と
い
う
社
会
改
革

0

0

0

0

の
道
を
主
張
す

る
。
社
会
改
革
は
こ
れ
ま
で
に
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
百
年
前
に
批



マルクス主義、新マルクス主義、キリスト教徒

165

判
の
対
象
と
し
た
資
本
主
義
か
ら
見
る
と
、
産
業
社
会
の
社
会
形
態
を
完
全

に
変
え
て
き
た
。
社
会
主
義
の
［
う
ち
の
］
マ
ル
ク
ス
主
義
［
と
い
う
形
態
］
が

一
九
三
一
年
の
回
勅
『
ク
ワ
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』
の
時
代
に
こ
の
回

勅
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
回
勅
第
百
二
十
番
の
同
じ
文
言
で
、
但

し
「
社
会
主
義
」
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
表
明
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
即
ち
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
他
の
謬
説
同

様
、
正
し
い
こ
と
を
幾
ら
か
は
含
ん
で
い
る
と
し
て
も
（
こ
の
こ
と
を
歴
代
教
皇

は
一
度
も
否
定
は
し
な
い
）
、
し
か
し
そ
の
根
柢
に
は
、
そ
れ
に
固
有
で
あ
り
、
尚

且
つ
真
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
社
会
観
が
あ
る
。
同
時
に
よ

い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
り
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
」。

　

す
べ
て
の
産
業
社
会
に
お
い
て
今
日
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
は
そ
れ

だ
け
で
は
資
本
主
義
の
不
正
に
対
し
て
決
定
的
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
考
え
に
支
え
ら
れ
た
運
動
が
見
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論

が
こ
れ
を
為
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
手
を
結
ん
で
資
本

主
義
の
主
要
「
構
造
」
と
戦
う
時
だ
け
で
あ
る
。
更
に
、こ
の
「
解
放
の
神
学
」

が
暴
力
の
行
使
を
含
む
か
ど
う
か
は
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
相
当

数
の
集
団
に
よ
っ
て
「
革
命
の
神
学
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
暴

力
の
行
使
の
問
題
は
未
解
決
で
あ
る
。
独
自
の
色
調
を
有
す
る
の
は
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
「
解
放
の
神
学
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
解
放
の
神
学
に
関
す
る
錯
綜

し
た
文
献
が
あ
り
、「
原
生
林
に
も
譬
え
ら
れ
る

）
27
（

」。
こ
の
解
放
の
神
学
は
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
根
本
に
お
い

て
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
『
科
学
的
』
方
法
を
用
い
て
、
し
か
も
そ
の
際
こ

の
方
法
を
自
由
且
つ
創
造
的
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
現
実
に
適
用
す
る
と

い
う
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
」。
こ
の
「
科
学
」
は
マ
ル
ク
ス
の

哲
学
的
思
想
に
は
関
心
を
有
さ
ず
、
寧
ろ
実
践
に
価
値
を
お
き
、
政
治
的
関
与

の
重
要
性
を
強
調
す
る
も
の
の
、
革
命
だ
け
が
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
発
展
を
越
え

る
こ
と
が
で
き
、
人
間
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る

）
28
（

。
聖

職
者
達
は
社
会
変
革
の
た
め
に
暴
力
を
行
使
す
る
戦
う
ゲ
リ
ラ
兵
側
に
立
っ

て
、
彼
ら
と
と
も
に
戦
い
、
戦
死
し
た
と
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の

カ
ミ
ー
ロ
・
ト
ル
レ
ス
が
記
し
て
い
る
。

　

解
放
の
神
学
で
最
も
困
難
な
点
は
次
に
存
す
る
。
教
会
の
使
命
は
霊
魂
の
救

済
に
あ
り
、
従
っ
て
、
神
学
も
政
治
や
社
会
の
秩
序
構
築
に
対
す
る
権
限
を

有
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
最
近
再
度
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
が
司
牧
憲
章
第

四
十
二
番
で
強
調
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
教
会
の
使
命
と
し
て
与
え
ら
れ
た
教

説
が
遵
守
履
行
さ
れ
た
場
合
に
世
俗
秩
序
の
利
益
に
な
る
と
す
れ
ば
尚
更
の
こ

と
で
あ
る
。
正
義
に
叶
う
秩
序
の
た
め
に
配
慮
を
行
う
の
は
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク

一
般
信
徒
の
問
題
で
あ
る
。

註
（
1
）
　

So J. R
addatz, K

arl M
arx

－E
ine politische B

iographie, Vorabdruck in: “ D
ie 

Zeit”  vom
 7. 2. 1975.

（
2
）
　

11. T
hese ü ber Feuerbach, in: M

arx-E
ngels. Studienausgabe, hrsg. von 

Iring Fetscher B
d. 1.

－ P
hilosophie, Fischer B

ü cherei, Frankfurt 1966, 141.
（
3
）
　

A
. B

ebel, C
hristentum

 und S
ozialism

us, 1892. D
ie F

rau und der 

Sozialism
us, Zü rich 1883, 58. A

ufl. B
erlin 1954. 

本
書
は
、
社
民
党
の
伝
統
と
し

て
今
日
再
び
脚
光
を
浴
び
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
社
会
主
義
の
ド
イ
ツ
語
文
献
で
彼
の

手
に
成
る
。



社 会 と 倫 理

166

（
4
）
　

E
. B

ernstein, Zur G
eschichte und T

heorie des Sozialism
us, B

erlin-B
ern 

1901.
（
5
）
　

J. O
elinger, D

ie N
eue L

inke und der SD
S. D

ie politische T
heorie der 

revolutionä ren O
pposition, K

ö ln 1969.

（
6
）
　

A
. Schaff, M

arxism
us und das m

enschliche Individuum
, W

ien-Frankfurt-

Zü rich, 1965; 142, 168f., 178f.

（
7
）
　

E
. Topitsch, D

ie L
egende vom

 H
um

anism
us des jungen M

arx, in: 

G
esellschaftspolitische K

om
m

entare, 20. Jg., v. 1. 8. 73 (N
r. 15).

（
8
）
　

K
. M

arx, Vorw
ort zur K

ritik der politischen Ö
konom

ie, B
erlin 1859.

（
9
）
　

Fr. E
ngels, Socialism

, U
topian and Scientific, 1892; E

inleitung X
V.

（
10
）
　

W
. I. L

enin, M
aterialism

us und E
m

pirikokritizism
us, 1909.

（
11
）
　

K
. M

arx, Zur K
ritik der H

egelschen R
echtsphilosophie. E

inleitung, 1844; 

in: w
ie Fuß note 2, 17f.

（
12
）
　

J. Schum
peter, K

apitalism
us, Sozialism

us und D
em

okratie, B
ern 1946, 31.

（
13
）
　

W
. Som

bart, D
er m

oderne K
apitalism

us, 2 B
d., 6. A

ufl., M
ü nchen 1924; 

M
. W

eber, D
ie protestantische E

thik und der G
eist des K

apitalism
us, in: 

G
esam

m
elte A

ufsä tze zur R
eligionssoziologie, 1. B

d., T
ü bingen 1920.

（
14
）
　

J. Schum
peter, aaO

, 27.

（
15
）
　

J. Schum
peter, G

eschichte der ökonom
ischen A

nalyse, 1965, B
d. I, 70.

（
16
）
　

V
gl. dazu Interview

 in: H
erder K

orrespondenz, 1975, H
eft 3, 113― 140.

（
17
）
　

W
. I. L

enin, M
aterialism

us und E
m

pirikokritizism
us, 1909, 154.

（
18
）
　

M
ao-Tsu-tung, People’ s D

em
ocratic D

ictatorship, L
ondon 1950, 6.

（
19
）
　

K
. M

arx, Zur Judenfrage, in: w
ie Fuß note 2, 44― 53.

（
20
）
　

K
. M

arx, Zur K
ritik der H

egelschen R
echtsphilosophie, in: w

ie Fuß note 2, 

17.

（
21
）
　

V
gl. M

. D
jilas, D

ie neue K
lasse, 1957.

（
22
）
　

Fr. E
ngels, D

ie L
age der arbeitenden K

lasse in E
ngland, L

eipzig 1845.

（
23
）
　

V
gl. G

. B
riefs, A

rt. G
ew

erk
sch

aften
, in

 H
an

dw
ö rterbu

ch
 der 

Sozialw
issenschaften, 4. B

d., 1965, 545ff.

（
24
）
　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, Innsbruck 1934, 433. 

こ
れ
に
就
い
て
は

現
在
で
は
次
の
文
献
が
あ
る
。R

. W
eiler, Zur A

nalyse sozialer K
risen in der 

Sozialethik. D
ie A

ktualitä t der Frage nach der sozialen K
risen, in: Jahrbuch 

fü r christliche Sozialw
issenschaften. hrsg. von W

. W
eber, M

ü nster 1975, 36, 

39, 44ff.

（
25
）
　

J. Schum
peter, K

apitalism
us, Sozialism

us und D
em

okratie, aaO
, 39.

（
26
）
　

K
. K

ü hne, Ö
konom

ie und M
arxism

us, 1972, 268. K
l. H

artm
ann, D

ie 

M
arxsche T

heorie, 1970, 465.

（
27
）
　

次
の
文
献
は
優
れ
た
概
観
と
案
内
を
提
供
し
て
い
る
。D

ie lateinam
erikanische 

T
heologie der B

efreiung, I. u. II., in: Internationale K
atholische Zeitschrift, 

C
om

m
unio Verlag K

ö ln, 5, 1973.

（
28
）
　

C
. Torres, R

evolution als A
ufgabe des C

hristen, 2. A
ufl., 1970.

著
者
紹
介

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
（Johannes M

essner

）
法
学
博
士
、
政
治
学
博
士
、
ヴ
ィ
ー
ン

大
学
倫
理
学
及
び
キ
リ
ス
ト
教
社
会
科
学
名
誉
教
授
。

原
典Johannes M

essner, M
arxism

us, N
eom

arxism
us und der C

hrist, K
irche und 

G
esellschaft N

r. 22, K
ö ln 1975.

訳
者
後
記

メ
ス
ナ
ー
に
関
連
し
て
、
本
紀
要
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
所
収
の
以
下
の
論
文
が
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
（
拙
訳
）「
社
会
秩
序
の
大
憲
章
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
号
。

「
特
集
　

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
三
号
。

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯
と
著
作
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
八
号
。

そ
の
外
で
最
も
重
要
な
文
献
は
次
の
二
著
で
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
（
水
波
朗
・
栗
城
壽
夫
・
野
尻
武
敏
共
訳
）『
自
然
法―

社
会
・

国
家
・
経
済
の
倫
理
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
。

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知―

ト
マ
ス
主
義
法
哲
学
・
国
法
学
遺
稿
集―

』
創
文
社
、

二
〇
〇
五
年
。


