
経
済
民
主
主
義　

中
山
伊
知
郎
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解
　
説
．
′

一
、
本
書
の
構
成

津
田
眞
澂

こ
の
文
庫
に
は
著
者
の
三
つ
の
著
作
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
収
録
順
序
に
し
た
が
与
と
、
「
日
本
経
済
と

民
主
主
義
」
お
よ
び
「
経
済
民
主
主
義
」
は
昭
和
三
十
四
年
に
民
主
教
育
協
会
か
ら
別
々
の
新
書
版
で
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
刊
行
時
か
ら
時
日
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
著
者
は
こ
の
文
庫
版

の
た
め
に
書
き
お
ろ
し
の
　
「
補
論
」
を
追
加
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
こ
の
「
補
論
」
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
経
済
民
主
主
義
の
現
代
的
意
義
を
本
書
に
よ
っ
て
十
分
に
ま
な
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
著

者
の
立
論
を
さ
ら
に
深
く
知
り
た
い
読
者
に
は
溝
談
社
か
ら
『
中
山
伊
知
郎
全
集
』
全
十
八
巻
、
別
巻
一
が

刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
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二
、
本
書
の
意
義

戦
後
の
日
本
社
会
に
民
主
主
義
が
根
を
お
ろ
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
問
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七

〇
年
代
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
市
民
運
動
の
登
場
を
き
ら
う
人
々
の
ロ
か
ら
「
日
本
の
民
主
主
義
は
過
剰

だ
」
と
い
う
よ
う
な
声
が
ち
ら
ほ
ら
と
出
始
め
た
。
ま
た
「
民
主
主
義
コ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
を
「
厄
介
な

コ
ス
ト
」
と
解
釈
し
た
が
を
人
々
も
出
て
き
た
。
他
方
で
は
、
日
本
社
会
は
管
理
社
会
で
あ
っ
て
民
主
主
義

は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
人
々
も
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
民
主
主
義
の
経
済
的
側
面
の
根
本
原
理
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
は
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
訳
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
デ
モ
ク
ラ
チ
ア
に
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
チ
ア
は
デ
モ
ス

（
人
民
）
　
と
ク
ラ
チ
ア
　
（
権
力
・
支
配
）
　
の
結
合
で
あ
っ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
来
の
意
味
は
、
君
主
政

治
、
貴
族
政
治
と
区
別
し
て
、
権
力
▼
が
人
民
全
体
に
属
す
べ
き
だ
と
す
る
原
理
あ
る
い
は
そ
れ
を
実
現
す
る

た
め
の
政
治
の
形
態
を
意
味
し
て
い
る
。

民
主
主
義
は
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
発
し
た
が
、
や
が
て
市
民
社
会
に
お
け
る
近
代
市
民
思
想
の
中
心
思
想
と

な
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
言
葉
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
明
の
真
理
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
、
一
定

の
奪
い
が
た
い
天
朕
の
権
利
を
付
与
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
の
追
求
の
含
ま
れ



る
こ
と
を
信
ず
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
人
類
の
あ
事
だ
に
政
府
が
組
織
さ
れ

た
こ
と
．
、
そ
し
．
て
そ
の
正
当
な
権
力
は
被
治
者
の
同
意
に
由
来
す
る
も
．
の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
そ

し
て
い
か
な
る
政
治
の
形
体
と
い
え
ど
も
、
も
し
．
．
こ
れ
ら
の
目
的
を
毀
損
す
る
も
の
と
な
っ
・
た
場
合
に

は
、
人
民
は
こ
れ
を
改
廃
し
、
か
れ
ら
の
安
全
と
幸
福
と
を
も
た
ら
す
べ
し
．
と
み
と
め
ら
れ
る
主
義
を

葛
礎
と
．
し
、
ま
た
権
限
の
機
構
を
も
つ
、
新
た
な
政
府
を
組
織
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
信
ず
る
。
」

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
の
二
郎
∴
（
『
人
権
宣
言
集
』
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
）
．
で
あ
っ
て
、
民
主
主
義

の
有
名
な
定
義
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
・
で
、
現
在
で
は
経
済
へ
の
認
識
が
高
ま
っ
た
か
ら
、
▼
政
治
形
態
が

経
済
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
多
く
の
大
々
に
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
歴
史
を
ふ
り
か
え
れ

ば
、
昔
か
ら
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
、
宗
教
、
軍
事
な
ど
が
社
会
の
前
面
に
出
て
お

り
、
縫
清
に
対
す
る
認
識
が
成
立
し
た
の
は
む
し
ろ
市
民
社
会
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
え
る
の
で
ぁ
る
。
．
そ

こ
で
現
代
で
は
民
主
主
義
の
原
理
も
前
述
の
よ
う
な
政
治
的
規
定
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
必
ず
経
済
的
規

定
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
内
容
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
著
者
の
経
済
民
主
主
義
論
は
こ
の
認
識
に
立
脚
し

て
お
り
、
経
済
面
に
お
け
る
民
主
主
者
を
主
題
に
し
て
は
い
る
け
れ
ど
紅
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
」
民
主
主

義
と
は
な
に
か
、
．
と
い
う
根
本
的
な
命
題
に
せ
ま
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

解
　
　
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
「
補
論
」
　
の
意
義
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
著
者
は
「
補
論
」
　
の
中
で

137

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
二
十
年
間
つ
づ
高
た
日
本
経
済
の
成
長
率
は
、
世
界
史
に
照
ら
し
て
珍
し
い
ほ
ど

の
高
度
成
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
り
、
卓
の
急
成
長
が
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
至
っ
て
な
ぜ
急
激
な
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挫
折
を
し
た
か
を
問
う
。
著
者
は
そ
の
理
由
は
日
本
経
済
を
動
か
す
動
力
に
あ
る
と
し
、
そ
の
動
力
と
は
制

御
を
失
っ
．
た
成
長
力
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
説
く
。
第
二
次
大
戦
後
の
連
合
軍
占
領
下
で
の
経
済
民
主
化
は
日

本
経
済
の
潜
在
的
能
ガ
を
解
放
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
経
済
民
主
化
に
よ
っ
て
日
本
経
済
に
内
蔵
さ

せ
ら
れ
た
は
ず
の
民
主
、
王
義
諸
制
度
は
経
済
の
高
度
成
長
の
開
始
と
と
も
に
制
御
力
を
失
い
、
そ
の
結
果
、

高
度
成
長
の
暴
走
へ
の
抑
止
力
が
働
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め

に
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
お
い
て
経
済
民
享
王
義
を
限
本
か
ら
内
蔵
し
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
庫
版
刊
行
の
現
代
的
意
義
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
著
者
は
考
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
補
論
」
を
熟
読
し
た
う
え
で
、
冒
頭
に
戻
っ
て
初
め
か
ら
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
こ
の
二
つ
の
著

作
の
内
容
が
、
「
過
去
」
　
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
現
在
」
　
の
問
題
を
あ
ざ
や
か
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
部
分
で
例
証
さ
れ
る
事
実
に
は
時
点
が
古
い
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
．
い
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
論
旨
は
新
し
く
、
か
つ
根
本
的
で
あ
る
こ
と
に
お
ど
ろ
き
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

収
録
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
し
ま
う
と
興
味
が
減
じ
て
し
ま
う
．
の
で
、
こ
の
二
著
作
に
つ
い
て
の
冗
長

な
解
説
は
や
め
る
。
そ
の
代
り
に
次
の
こ
と
だ
け
を
参
考
の
た
め
た
記
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
経
済

民
主
主
義
の
枠
組
み
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
多
数
の
構
成
要
素
を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
し
、
経
済
民
主
主
義
の
制
度
に
つ
い
て
も
多
く
の
制
度
を
論
七
る
こ
と
が
必
要
で
あ
・
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
に
は
相
当
の
専
門
知
識
を
要
す
る
し
、
ま
た
ペ
ー
ジ
数
も
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。
大
切
な
こ
と
は
、



「
経
済
民
主
主
義
と
は
な
に
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
に
■
最
も
重
要
で
あ
り
、
根
本
的
な
要
素
ゼ
」
れ
・
こ
れ

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
経
済
民
主
主
義
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
の
要
素
や
制
度
は
こ
の
基
礎
的
理
解
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
基
礎
的
理
解
の
た
め
に
、
労
働
組
合
、
独
占
禁
止
法
と
公
正
取
引
委
員
会
制
度
、
改
革
さ
れ

た
農
地
制
度
な
ど
を
あ
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
民
主
主
義
の
自
由
、
平
等
の
確
保
の
た
め
の
教
育
、
と
く
に
実

際
面
に
お
け
る
教
育
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
読
者
は
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
ま
な
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
〝
「
経
済
民
主
主
義
」
の
二
　
経
済
に
お
け
る
人
間
関
係
″
の
中
▼
で
著
者
は
労
使
関
係
お
よ
び
人
間

関
係
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
近
代
的
労
使
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
ら

の
貴
も
重
要
な
点
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
労
使
関
係
に
興
味
を
も
つ
人
々
の
た
め
の
よ
い
テ
キ
ス
ト
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
中
山
伊
知
郎
先
生
の
こ
と

著
者
、
中
山
伊
知
郎
一
橋
大
学
名
誉
教
授
は
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
、
三
重
県
宇
治
山
田
市
で
出
生

さ
れ
た
。
生
家
は
「
山
田
朝
報
」
と
題
す
る
新
開
社
主
で
あ
り
、
そ
の
環
境
か
ら
読
書
に
親
し
む
機
会
が
多

解
　
く
、
中
学
時
代
か
ら
文
筆
作
品
を
さ
が
ん
に
発
表
さ
れ
た
。
著
者
の
流
麗
な
文
章
は
こ
の
時
代
か
ら
の
文
筆

139

活
動
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
一
七
　
（
大
正
六
）
年
に
神
戸
高
等
商
業
学
校
予
科
に
入
学
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
東
京
商
科
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大
学
（
現
在
の
一
橋
大
学
）
に
入
学
し
、
∵
福
田
徳
三
教
授
に
師
事
さ
れ
た
。
そ
．
の
項
の
東
京
商
大
に
は
福
田

教
授
．
重
は
．
か
に
三
浦
新
七
、
左
右
田
喜
一
郎
、
上
田
貞
次
郎
な
ど
の
諸
教
授
が
凍
り
、
一
．
橋
の
黄
金
時
代
と

い
わ
れ
た
。
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
に
卒
業
、
由
手
と
な
り
、
・
翌
年
に
結
婚
」
一
九
二
七
（
昭
紆
二
）

年
に
文
部
省
留
学
生
と
し
て
欧
．
米
に
留
学
、
ド
イ
ツ
で
甘
ン
大
草
の
シ
ュ
．
ン
ベ
ー
タ
ー
教
授
に
師
事
、
完

二
九
．
（
昭
和
四
）
年
に
帰
国
さ
れ
た
。

五
三
〇
．
（
昭
軒
五
）
年
、
福
田
教
授
の
逝
去
に
と
も
な
い
、
経
済
原
論
の
講
義
凄
担
当
す
る
こ
と
と
な

っ
．
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
二
昭
町
人
）
年
に
は
最
初
の
単
行
書
で
あ
る
『
純
粋
経
済
学
』
が
岩
波
全
書
の

一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
著
作
は
理
論
経
済
学
の
核
心
を
つ
い
た
日
本
に
お
け
る
貴
初
の
体
系
的
研

究
書
と
し
て
学
会
の
絶
癖
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
に
『
発
展
過
層
の
均
衡
分
析
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
経
済
学
博
士
の
学
位
を

一

う
け
、
凍
京
商
大
教
授
と
し
て
研
究
、
講
義
を
組
続
し
、
ふ
戦
後
の
一
九
四
九
（
昭
和
二
十
四
）
年
に
学
長
に
就

任
さ
れ
た
。
約
七
年
間
の
在
任
期
間
に
、
東
京
商
科
大
学
は
「
橋
大
学
と
改
称
し
、
四
学
部
制
が
う
ま
れ
大

学
院
研
究
科
が
併
設
さ
れ
た
。
一
橋
大
学
新
生
期
の
学
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
、
著
者
は
理
論
経
済
学
会
、

日
本
計
量
経
済
学
会
を
創
立
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
代
表
に
任
じ
ら
れ
、
ま
た
一
九
四
七
（
昭
和
二
士
一
）

年
以
来
、
日
本
学
術
会
議
会
員
に
選
出
さ
れ
、
十
一
年
間
そ
の
地
位
に
あ
丁
．
た
。
・
そ
し
て
一
九
六
二
（
昭
和

三
十
七
）
年
に
一
橋
大
学
を
定
年
退
官
、
名
誉
教
授
と
な
り
、
翌
年
、
日
本
学
士
院
全
員
に
選
ば
れ
た
。

著
者
は
理
論
と
政
策
と
を
通
ず
る
経
済
学
の
基
本
課
題
と
し
て
、
安
定
と
進
歩
の
条
件
を
学
問
的
に
追
求
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す
る
と
同
時
に
経
済
民
主
主
義
の
実
践
者
と
し
て
公
職
の
中
で
日
本
社
会
を
学
者
と
し
て
指
導
す
る
と
い
う
、

ま
こ
と
に
お
ど
ろ
く
べ
き
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
に
労
働
組

合
法
施
行
と
と
も
に
発
足
し
た
中
央
労
働
委
員
会
の
公
益
委
員
に
参
加
、
四
年
後
に
は
会
長
に
就
任
、
十
年

間
に
わ
た
っ
て
会
長
を
つ
と
め
、
し
ば
し
ば
I
L
O
（
国
際
労
働
機
構
）
．
の
総
会
に
出
席
し
、
そ
れ
を
き
っ

か
け
と
し
て
I
I
R
A
　
（
国
際
労
使
関
係
研
究
協
会
）
　
を
設
立
し
、
ま
た
労
働
省
の
中
央
賃
金
審
議
会
、
産

業
労
働
懇
話
会
等
の
会
長
を
．
つ
と
め
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
十
六
）
車
に
は
日
本
労
働
協
会
会
長
に
任
命
さ
れ
、

現
在
も
会
長
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
に
は
経
済
審
議
会
委
員
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
間
に

総
合
部
会
長
に
選
ば
れ
た
し
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
に
は
、
内
閣
の
経
済
懇
談
会
委
員
と
な
っ
た
。

一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年
に
池
田
内
閣
が
所
得
倍
増
計
画
を
発
表
し
た
さ
い
の
「
所
得
倍
増
」
の
提
唱

者
は
著
者
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
（
昭
和
三
十
一
）
年
に
は
大
蔵
省
の
金
融
機
関
審
議
会
、
金
融
制
度
調
査
会

の
委
員
に
な
月
、
翌
年
に
は
独
占
禁
止
法
審
議
会
委
員
に
選
ば
れ
、
会
長
に
就
任
し
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
十

三
）
年
に
は
経
済
企
画
庁
参
与
に
任
命
さ
れ
、
一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）
年
に
は
経
礪
企
画
庁
の
物
価
問
題

懇
談
会
の
座
長
を
つ
と
め
て
現
在
も
そ
の
職
に
あ
る
。

ま
た
、
一
九
五
五
　
（
昭
和
三
十
）
年
に
日
本
生
産
性
本
部
が
設
立
さ
れ
た
さ
い
に
、
本
部
の
活
動
の
基
調

と
な
っ
た
生
産
性
三
原
則
は
著
者
の
着
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
副
会
長
お
よ
び
労
使
協
議
制

常
任
委
員
会
委
員
長
に
就
任
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
六
二
昭
和
三
十
六
）
年
に
A
P
O
（
ア
ジ
ア
生
産
性



142

機
構
）
が
設
立
さ
れ
た
さ
い
に
日
本
代
表
理
事
に
任
命
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
在
任
中
打
公
職
は
無
数
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
経
済
学
大
辞
典
（
三
巻
）
、
戦
後
労
働
争
議
実

態
調
査
（
十
五
巻
）
、
現
代
統
計
学
大
辞
典
、
労
使
関
係
実
態
調
査
（
十
二
巻
）
の
編
集
に
あ
た
る
ほ
廿
に
、

勉
大
な
数
の
著
書
、
・
論
文
を
発
表
さ
れ
て
お
り
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
に
は
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ

て
い
る
。

『
純
粋
経
済
学
』
、
『
数
理
経
済
学
方
法
論
』
、
『
発
展
過
程
の
均
衡
分
析
』
な
ど
は
、
日
本
に
お
け
る
当
時

の
学
問
水
準
を
は
る
か
に
ぬ
い
て
著
者
の
学
界
に
お
け
る
主
導
的
地
位
を
確
立
し
た
研
究
書
で
あ
る
が
、
．
そ

れ
ら
は
分
析
的
研
究
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
年
来
、
の
親
友
で
あ
る
東
畑
精
一
先
生
の
表
現
を
借

り
れ
ば
「
中
山
経
済
学
の
特
徴
は
、
こ
と
の
本
質
を
つ
か
む
と
い
う
直
観
、
そ
れ
に
基
づ
く
総
体
観
、
・
従
っ

て
直
観
的
経
済
論
」
　
で
あ
る
と
い
え
る
。

昭
和
二
十
年
代
以
後
に
な
る
と
、
著
者
は
『
経
済
学
一
般
理
論
』
（
改
訂
版
）
、
『
資
本
の
経
論
』
、
『
近
代
経

済
学
の
展
開
』
な
ど
の
理
論
経
済
学
の
研
究
書
の
ほ
か
に
　
『
新
し
い
経
営
者
新
し
い
労
働
者
』
、
『
日
本
の
工

業
化
と
労
使
関
係
』
、
『
労
使
関
係
の
社
会
経
済
学
』
等
々
を
も
発
表
さ
れ
、
全
体
と
し
て
、
広
い
視
野
を
も

っ
た
総
合
的
な
社
会
経
済
理
論
を
展
開
さ
れ
．
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
著
作
も
そ
の
中
に

か
ぞ
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
読
む
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
ハ
ッ
と
眼
を
さ
ま
さ
れ
る
箇
所
に
、
必

ず
何
度
か
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
　
『
経
済
民
主
主
義
』
　
で
も
読
者
は
同
じ
経
験
を
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
が
著
者
の
本
質
を
つ
か
む
鋭
い
直
観
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
お
も
う
。
学
問
の
研
究
者
と
し
て
の
必
須
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の
才
能
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
鋭
い
直
観
で
あ
ろ
う
。
、
著
者
は
分
析
的
研
究
と
包
括

的
・
総
合
的
な
論
理
を
並
み
は
ず
れ
た
直
観
力
で
結
び
つ
け
た
稀
有
の
学
者
で
あ
る
と
い
、
㌃
か
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

し
か
七
な
が
ら
、
直
観
の
す
る
ど
さ
ば
ま
た
不
断
の
知
識
の
蓄
積
で
養
わ
れ
る
面
を
む
つ
。
著
者
は
多
忙

な
社
会
的
活
動
の
暇
に
そ
の
研
韓
を
お
こ
た
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
適
に
何
度
か
日
本
労
働
協
会
に

こ
ら
れ
る
と
、
一
定
時
間
は
必
ず
会
長
室
を
面
会
謝
絶
に
士
て
、
外
国
の
文
献
・
資
料
に
眼
を
通
す
こ
と
を

習
慣
に
し
て
お
ら
れ
、
あ
る
日
、
会
長
室
の
ド
ア
が
か
す
か
に
開
い
て
い
た
す
き
間
か
ら
職
員
が
の
ぞ
い
た

ら
、
著
者
は
ソ
フ
ァ
に
横
に
な
っ
て
、
う
ず
高
い
外
国
の
資
料
を
ど
ん
ど
ん
読
破
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
著

者
が
理
事
を
つ
と
め
て
い
る
国
際
文
化
会
館
の
松
本
重
治
理
事
長
は
『
中
山
伊
知
郎
全
集
』
の
「
月
報
随
想
」

の
中
で
著
者
が
繁
忙
の
中
で
内
外
の
新
刊
書
に
眼
を
通
し
て
い
る
こ
と
に
驚
嘆
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
ま

こ
と
に
同
感
の
思
い
が
す
る
。

こ
の
文
庫
版
を
読
ん
で
著
者
の
説
く
こ
と
が
ら
を
深
く
勉
強
し
て
み
よ
う
と
す
る
読
者
に
は
、
『
中
山
伊
知

郎
全
集
』
を
す
す
め
た
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
′
著
者
の
理
論
経
済
学
の
研
究
に
ふ
れ
た
い
人
に
は
全
集
の

第
一
集
か
ら
第
十
集
ま
で
の
業
績
が
あ
る
。
初
学
者
に
は
と
く
に
『
第
八
集
　
初
等
経
済
学
講
義
』
が
最
良

で
あ
ろ
う
4
著
者
の
経
済
政
策
の
理
論
を
知
り
た
い
人
に
は
全
集
の
第
九
集
か
ら
第
十
二
集
ま
で
を
す
す
め

る
。
と
く
に
　
『
第
九
集
　
経
済
の
安
定
と
進
歩
』
　
は
こ
の
文
庫
版
で
つ
か
ん
だ
経
済
民
主
主
義
の
思
想
の
根

幹
を
く
わ
し
く
ま
な
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
著
者
の
労
使
関
係
論
を
深
く
知
り
た
い
人
々
に
は
全
集
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の
第
十
三
集
か
ら
第
十
五
集
ま
で
を
読
む
と
よ
い
。
ま
た
、
著
者
の
人
柄
や
人
々
と
著
者
と
の
ふ
れ
会
い
に

関
心
を
も
つ
人
に
は
全
集
の
別
巻
が
最
適
だ
と
お
も
う
。

著
者
が
三
十
九
年
間
在
任
し
、
透
徹
し
た
研
究
を
み
が
き
あ
げ
ら
れ
た
大
学
に
私
は
在
職
し
、
労
働
問
題

お
よ
び
労
使
関
係
嶺
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
著
者
は
私
の
大
先
生
に
あ
た
る
。
こ
の
短
い
解
説

が
先
生
と
読
者
を
よ
り
深
く
結
び
つ
け
る
糸
口
に
な
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

（
一
橋
大
学
教
授
）
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