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全記録東大社研シンポジウム
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
分
析
結
果
が
出
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
『

ネ
オ
コ
ー
ポ
ラ
チ
ズ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
ル
コ
ー
ポ
ラ
チ
ズ
ム
と
一
同
い
郷
る
よ
う

な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
労
働
迎
動
が
積
極
的
に
そ
の
コ
ー
ポ
ラ
化
を
促
進
し
て
い
る
、
と
い
う

最
近
の
リ
ポ
ー
ト
を
私
な
ど
も
見
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ

の
よ
う
な
企
業
社
会
の
内
部
に
お
け
る
、
い
わ
ば
社
会
的
公
正
の
追
及
と
い

う
よ
う
な
形
で
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
此
岸
に
お
け
る
社
会
主
義
化
を
日
本
の

社
会
動
向
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
社
会
党
で
あ
る
と
か
、
共
産
党
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
政
治
的

党
派
の
動
向
だ
け
で
測
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
保
守
政
治
勢
力
あ
る
い
は

企
業
社
会
そ
の
も
の
が
お
の
ず
と
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
日
本
の
現
代

社
会
に
お
け
る
社
会
の
社
会
化
の
進
行
、
そ
こ
を
承
な
い
と
、
今
日
の
時
点

に
お
け
る
社
会
主
義
、
あ
る
い
は
社
会
民
主
主
義
の
問
題
は
と
ら
え
切
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
渡
辺
さ

ん
の
ご
意
見
を
後
ほ
ど
う
か
が
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

二
点
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
坂
野
・
渡
辺
報

告
に
関
係
す
る
こ
と
で
、
戦
前
に
お
い
て
は
大
恐
慌
下
で
戦
後
に
お
い
て

は
高
度
成
長
の
過
程
で
、
な
ぜ
社
会
民
主
主
義
勢
力
が
敗
退
し
た
か
と
い
う

問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
第
二
点
は
、
本
日
の
報
告
と
は
や
や
重
点
が

ズ
レ
ま
す
が
、
「
社
会
主
義
と
は
な
に
か
？
」
と
い
う
シ
ン
ポ
の
第
二
回
目

で
、
第
三
回
目
も
あ
る
こ
と
を
見
通
し
て
、
社
会
主
義
革
命
が
ロ
シ
ア
を
は

じ
め
い
く
つ
か
の
国
で
実
際
に
行
わ
れ
、
社
会
主
義
を
め
ざ
す
運
動
も
世
界

各
地
で
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
る
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か

か
わ
る
問
題
で
す
。

坂
野
報
告
で
は
、
民
政
党
・
右
派
社
民
・
社
会
局
官
僚
を
ブ
ロ
ッ
ク
と
す

る
福
祉
国
家
推
進
勢
力
は
、
’
九
一
一
三
年
の
第
三
回
普
選
で
民
政
党
が
大
敗

北
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
に
後
退
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
全
産
連
な
ど

の
資
本
家
団
体
と
と
も
に
反
福
祉
・
反
社
会
政
策
勢
力
で
あ
る
政
友
会
が
圧

勝
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
何
故
、
政
友
会
は
圧
勝
で
き
た
か
。
何
よ
り
も
大
き
な
原
因
は
、
民

政
党
の
全
解
禁
政
策
が
大
恐
慌
を
さ
ら
に
ひ
ど
く
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
、
つ

ま
り
、
不
景
気
の
責
任
は
民
政
党
に
あ
る
と
国
民
に
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
景
気
回
復
を
第
一
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
あ
げ
た
政
友
会
が
圧
勝
し
た

コ
メ
ン
、
卜
ｑ
〕

● 

西
田
美
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こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
（
表
１
）
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
企
業
そ
の
意
味
で
は
、
政
権
交
代
を
期
待
す
る
だ
け
の
政
治
の
重
ゑ
が
当
時
は

主
義
的
６
協
調
主
義
的
に
な
っ
て
い
く
労
働
者
の
方
か
ら
ゑ
て
も
、
企
業
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
昭
和
一
○
年
代
あ
る
い
は
戦
後
の

産
業
協
力
主
義
で
協
力
す
る
だ
け
で
は
自
ら
の
生
活
向
上
も
あ
り
え
ず
、
ま
高
度
成
長
期
の
状
況
と
決
定
的
に
異
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ず
政
策
的
に
景
気
回
復
を
実
行
す
る
「
政
治
力
」
に
期
待
す
る
こ
と
が
先
決
そ
し
て
坂
野
さ
ん
が
『
現
代
日
本
社
会
』
第
四
巻
で
分
析
し
た
よ
う
仁
恐

と
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

慌
か
ら
脱
出
し
た
昭
和
一
○
年
の
総
同
盟
傘
下
の
労
働
者
が
社
会
民
主
主
義

自
ら
の
生
活
を
軸
に
政
治
選
択
を
す
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
不
景
気
を
も
政
権
の
樹
立
に
も
、
民
政
党
の
復
権
に
よ
る
福
祉
国
家
の
樹
立
に
も
、
大
き

た
ら
し
た
民
政
党
の
社
会
政
策
に
期
待
す
る
よ
り
は
、
社
会
政
策
は
な
く
て
な
政
治
的
関
心
を
示
さ
ず
、
ひ
た
す
ら
企
業
内
に
お
け
る
労
資
協
調
に
よ
り

も
景
気
の
回
復
を
図
る
政
友
会
に
期
待
す
る
と
い
う
選
択
を
し
た
と
考
え
ら
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
は
、
一
九
三
七
年
の
総
選
挙

れ
ま
す
。

に
お
け
る
投
票
率
の
大
幅
低
下
ｌ
特
に
都
市
部
ｌ
に
よ
っ
て
も
確
認
で

鯛
一
博
対
・
加
湧
ｓ
輌
弧
掛
庁
鮎
弧
柵

（
圧
割
）
隣
Ｅ
・
滞
脚
『
尚
洋
画
升
興
球
舟
匡
講
』

（
塞
蝋
）
鮪
組
鶴
巳
ｇ
倫
囹
・
『
頚
・
諭
鳳
博
灘
一

］
①
四
ｍ
０
国

譲彗
蜂蜜巽

Ｉ
幽
写

の
、
⑪
。
『
、
一

ｍ
。
。
＠
②
）
、
の
山

中
》
の
、
、
】
①
ト
ヨ

輸
姐
鐸
一
偶

巴
巴
■
ロ
、

溥
対

型
⑨
，
』
餌
、

諭
鳳
博
詠
輌
躯
綴
こ
ぎ
令
二
・
＠
次
・
】
の
旨
竹
⑭
○
宍
・
』
ｇ
『
竹
②
・
・
顎
．

一
一
・
】

の
。
。
『

、
ｍ
・
吟

輌
弧
鐸
一
偶

、
、
四
》
、
②
』

画
》
、
』
◎
】
〕
Ｃ
】

四
℃
四
℃
四
・
℃
い
、

］
頭
⑪
「
』

昼
餉
ｂ

加
博

］
つ
面

エ
ズ
ニ
茜

Ｐ
』
。
、

い
い
。
①

四
一
・
℃

（］。◎）

（■つつ）

（』Ｃ◎）

針
違
鯨
弧
謙
鮮
一
対
蔚
雌
謬
蝉

Ｐ
Ｃ
）
】
ｃ
‐
ぬ
ｃ
四
ｍ
顕
、
｜

】
兵
画
頭
停
、
』

）
つ
）
】
つ
』
囚

）
Ｃ
）
 

⑨
‐
】
①
動
『
頭
□

］
Ｃ
）
 

】
‐
四
」
Ｃ
‐
』
◎
、

〕
や
②
②
』
】
の
、
『

、
】
四
ｍ
ｍ
》
心
、
＠

℃
⑪
『
山
②
】
澤
』
①割
か
｜

】
】
，
罰
（

｛
｝
一

画
、
索
幽
筑
』

］
》
、
の
、
〕
■
、
得

時
○
］
画
「
②
》
Ｐ
『
⑦

］
、
乙
揖
心
旨
・
の
、
『

ロ
ム
》
α
ロ
ム
一
α
』
・
『
（
割
叫
詞
廠
制
艸
認
壷
醐
三
、
一
汁
鞘
濡
睡

『
澤
・
Ｐ

、
】
・
の

、
○
・
つ
（

鮎
調
偶

＝ 

、－'

7２ 



き
る
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
政
党
の
存
在
感
は
す
で

に
大
幅
に
凋
落
し
て
い
る
の
で
同
一
視
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
後
で
触
れ

る
よ
う
な
高
度
成
長
期
以
後
の
政
治
離
れ
と
共
通
し
た
現
象
を
こ
こ
に
確
認

ムウ
し
う
る
の
で
あ
り
、
企
業
主
義
の
浸
透
と
政
治
の
あ
り
方
に
一
つ
の
問
題
を

》
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

》
そ
こ
で
次
に
、
渡
辺
報
告
が
問
題
に
す
る
一
九
六
○
年
代
か
ら
八
○
年
代

柵
に
か
け
て
の
状
況
で
す
が
、
民
政
か
ら
政
友
に
政
権
が
移
る
と
い
う
よ
う
な

献
戦
前
恐
慌
期
の
状
況
と
は
大
部
様
相
が
異
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

録
渡
辺
報
告
で
は
、
六
○
年
代
初
期
ま
で
の
護
憲
・
平
和
主
義
を
掲
げ
る
社

鐡
会
党
を
軸
と
す
る
社
会
民
主
主
義
勢
力
が
、
高
度
成
長
期
以
降
企
業
支
配
力

が
強
ま
り
労
働
組
合
も
こ
れ
に
協
調
的
に
な
る
中
で
低
落
し
、
労
働
者
も
自

民間大企業労組の政党支持率(%）表２

1968 1978 1９６４ 1982 

自民

新自ク

社会

民社

社民連

公明

共産

他

支持党無

10.0 9.2 11.7 10.1 

2．１ 1.2 

28.4 28.3 4２．１ 19.2 

10.3 4.0 5.4 13.6 

０
５
２
 

●
●
■
 

１
１
２
 

７
７
０
 

●
●
●
 

０
２
３
 

３．１ 

４．２ 

0.3 

27.4 

保守

革新

8.7 

13.1 

1．７ 

２．３ 

42.7 

10.1)（ 

12.7)（ 

２．２ 

47.8 

119） 

15.3） 

１７ 

２１．７ 

く
く

系
系
Ｉ

０
１
１
 

●
●
●
 

８
８
２
 

無関心

ＤＫ 

ＮＡ 

出典）「労働調査協議会調査」『週刊労働ニュース』

総評政策局『1989年総評調査年報』1989年，１９０

頁より．

表２．３は渡辺治「現代日本社会と社会民主主義」

(『現代日本社会』５）の第１表，第２表をそのまま引

用したものである．

民
党
支
持
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
渡
辺
さ

ん
の
論
文
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
表
（
表
２
．
３
）
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、

確
か
に
民
間
大
労
組
に
お
け
る
社
会
党
支
持
率
は
六
○
年
代
・
七
○
年
代
を

通
じ
て
大
き
く
落
ち
ま
し
た
が
、
必
ず
し
も
自
民
党
支
持
を
増
や
し
て
い
な

い
の
で
す
。
一
番
増
え
た
の
は
両
表
か
ら
ふ
る
と
、
支
持
政
党
な
し
層
な
の

で
す
。
こ
れ
は
衆
院
選
挙
の
結
果
を
示
し
た
表
４
の
傾
向
と
も
符
合
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
六
○
年
代
・
七
○
年
代
・
八
○
年
代
の
三
○
年
間
に
わ
た
っ

て
社
会
党
が
長
期
低
落
傾
向
を
辿
っ
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
す
が
、
自
民

党
も
六
○
年
代
後
半
以
降
五
○
％
の
支
持
率
を
切
っ
た
ま
ま
で
、
こ
れ
ま
た

長
期
低
迷
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
多
党
化
現
象
の
影
響
の
現

れ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
霞
せ
ん
が
、
同
時
に
投
票
率
の
低
下
ｌ
と
く

表３鉄鋼労連の政党支持率(％）

政党
自民党民社党社会党

年代

8.8 12.4 23.4 1９６９ 

16.6 1７．４ 

８
２
４
８
９
 

７
８
８
８
８
 

23.9 

17.5 13.5 13.2 

10.2 16.1 1１．２ 

9.8 14.5 

15.7 

10.7 

1３．７ 11.5 

出典）鉄鋼労連『鉄鋼労連調査時報』149号(1989

１２)，150号（1990.3）より．
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衆院選・党派別得票率，男女別投票率表４

女 計自民|社会|共産|民社|公明|新自ク｜その他 男
T 

32.9 77.0 79.8 74.4 

７
２
９
８
５
３
８
７
３
７
８
７
 

●
●
●
■
●
■
●
■
●
●
●
●
 

６
３
４
５
５
５
５
５
４
５
６
８
 

６
９
０
８
８
 

●
■
●
●
■
 

２
２
４
４
６
 

57.8 1958 

73.5 76.0 ７１２ 

８
４
４
７
０
３
８
６
３
４
８
 

●
●
●
●
●
、
●
●
●
●
●

８
７
７
７
７
６
６
６
７
６
４
 

27.6 

29.0 

1960 57.6 

70.0 7１．１ 72.4 

74.8 

54.7 1963 

74.0 

68.5 

73.3 5.4 1967 48-8 27.9 

69.1 67.9 1０．９ 21.4 1969 47.6 

71.8 71.0 

72.8 

72.5 10.5 8.5 21.9 1972 46.9 

74.1 73.5 10.4 1０．９ 
２
０
０
４
８
 

●
●
●
●
●
 

４
３
３
２
１
 

20.7 1976 41.8 

68.0 68.6 67.4 9.8 

9.0 

10.4 19.7 1979 44.6 

74.6 75.4 

68.3 

73.7 

８
３
８
０
 

●
０
●
■
 

９
９
８
８
 

1980 1９．３ 47.9 

45.8 67.9 67.6 1０．１ 1983 1９．５ 

71.4 70.2 72.5 9.4 

8.0 

1986 1７．２ 49.4 

73.3 74.6 ７１．９ 1990 46.1 24.4 

(出所）衆議院事務局『第39回衆蟻院議員総選挙一覧』，1990年

に
男
子
ｌ
と
い
う
有
権
者
の
政
治
離
れ
が
六
○
年
代
七
○
年
代
に
か
な

り
進
ん
だ
結
果
と
ふ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
渡
辺
さ
ん

の
企
業
支
配
力
の
強
ま
り
が
社
会
民
主
主
義
勢
力
の
弱
さ
の
根
源
で
あ
る
と

い
う
議
論
を
承
認
し
た
上
で
、
以
上
の
現
象
を
整
理
す
れ
ば
、
企
業
支
配
の

下
に
あ
る
人
々
は
、
六
○
年
代
の
高
度
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
も
、
七
○
年

代
の
二
度
に
わ
た
る
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
含
む
「
不
況
」
を
無
事
乗
り
超
え

た
の
も
、
決
し
て
政
治
の
お
か
げ
で
は
な
く
、
経
営
者
と
労
働
者
の
協
力
・

努
力
の
賜
と
い
う
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
お
さ
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
企
業
支
配
の
下
に
あ
る
人
々
は
、
自
民
党
政

治
を
強
化
す
る
こ
と
が
自
ら
の
生
活
を
充
実
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
意

識
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
さ
に
政
治
抜
き
の
企
業
主
義
そ

の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
佐
々
木
さ
ん
の
い
う

政
党
の
存
在
感
と
い
う
こ
と
で
い
け
ば
、
企
業
社
会
の
浸
透
・
定
着
が
野
党

の
社
会
党
の
存
在
感
の
ゑ
で
な
く
、
自
民
党
を
含
む
政
治
全
体
の
存
在
感
を

低
下
さ
せ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
九
○
年
代
は
ど
う
な
る
か
を
勝
手
に
表
か
ら
予
測
す
る
と
、
必

ず
し
も
暗
い
見
通
し
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
昨
年

の
総
選
挙
で
自
民
党
が
退
潮
し
、
社
会
党
が
士
井
体
制
の
下
で
劇
的
に
復
調

し
た
こ
と
が
希
望
を
抱
か
せ
る
第
一
の
理
由
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
投

票
率
が
上
が
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
女
性
の
投
票
率
が
急
速
に
上
が
っ
た
こ

と
が
第
二
の
理
由
で
す
。
投
票
率
の
男
女
別
趨
勢
を
ふ
れ
ば
、
一
九
六
七
年

選
挙
ま
で
は
常
に
男
性
の
投
票
率
の
方
が
女
性
の
そ
れ
よ
り
高
く
、
一
九
四

七
・
’
九
四
九
年
の
総
選
挙
で
は
一
○
数
％
も
女
性
の
投
票
率
は
男
性
よ
り
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低
か
っ
た
の
で
あ
り
、
政
治
は
男
が
動
か
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で

す
。
し
か
し
一
九
六
九
年
以
降
は
男
性
の
投
粟
率
が
大
幅
に
低
下
し
た
こ
と

が
大
き
な
要
因
１
つ
童
り
企
業
社
会
を
担
う
男
性
の
政
治
離
れ
が
進
ん
だ

こ
と
Ｉ
と
な
っ
て
一
抗
し
て
女
性
の
投
票
率
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
昨
年
の
総
選
挙
で
は
、
二
・
七
％
も
の
差
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
男
性
の
投
票
率
も
多
少
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
会
社
主

義
だ
け
で
人
生
い
い
の
か
と
い
う
反
省
が
男
性
の
方
に
も
お
こ
っ
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
九
○
年
代
は
、
企
業
主
義
支
配
の
周

辺
に
い
る
人
為
ｌ
特
に
女
性
ｌ
と
会
社
主
義
に
嫌
気
が
さ
し
て
き
た
男

性
に
よ
っ
て
政
治
が
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
時
代
で
あ
り
、
そ
の
中
で

社
会
民
主
主
義
な
り
社
会
主
義
の
理
念
が
再
定
置
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
時

代
と
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
・
共
産
主
義
ｑ
社
会
主
義
と
い
う
と
現
時
点
で
は

極
め
て
評
判
の
悪
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
・
中
国
・
ベ
ト
ナ

ム
を
は
じ
め
世
界
の
か
な
り
の
部
分
で
社
会
主
義
革
命
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と

は
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
ま
た
ア
ジ
ア
を
ゑ
て
も
、
今
日
ま
で
共
産
主
義
な

り
社
会
主
義
を
か
か
げ
て
運
動
し
て
い
る
勢
力
は
無
視
し
え
な
い
力
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
条
件
の
下
で
、
い
か
な
る
階
層
の
人
々
に
よ
っ

て
、
社
会
主
義
は
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
が
歴
史
的

に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

戦
前
の
日
本
の
場
合
は
、
私
が
『
現
代
日
本
社
会
』
四
巻
で
分
析
し
ま
し

た
よ
う
に
社
会
主
義
を
支
持
す
る
勢
力
は
、
都
市
の
労
働
者
よ
り
、
農
村
の

艇
民
の
力
に
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
社
会
主
義
雌
命
を
支
持
す

る
当
時
の
知
識
人
・
迎
励
家
（
こ
れ
も
イ
ソ
テ
リ
）
が
鵬
附
し
た
Ⅱ
水
洗
本

主
我
論
争
の
発
淵
は
、
革
命
戦
略
論
争
（
い
わ
ゆ
る
一
段
階
革
命
か
二
段
階

革
命
か
）
に
あ
り
ま
し
た
が
、
中
心
的
論
点
の
一
つ
は
、
当
時
の
腿
村
の
性

格
を
ど
う
把
握
す
る
か
１
つ
霞
り
半
封
建
社
会
と
と
ら
え
る
か
、
前
資
本

主
義
社
会
と
と
ら
え
る
か
ｌ
に
あ
り
ま
し
た
．

す
な
わ
ち
、
戦
前
日
本
で
は
、
社
会
主
義
の
思
想
な
り
運
動
は
、
農
民
組

合
運
動
を
展
開
し
た
小
作
農
民
と
、
「
農
村
問
題
」
の
重
要
性
を
認
識
し
た

知
識
人
に
よ
っ
て
主
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

現
実
に
社
会
主
義
革
命
を
達
成
し
た
ロ
シ
ア
の
場
合
は
、
革
命
の
推
進
力

は
都
市
の
労
働
者
と
前
線
の
兵
士
で
あ
り
ま
し
た
が
、
自
生
的
に
展
開
し
て

い
た
農
民
運
動
と
農
民
の
要
求
で
あ
る
、
農
民
に
土
地
を
均
等
に
配
分
せ
よ

と
い
う
要
求
を
支
持
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
革
命
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
主
制
を
廃
絶
し
、
土
地
を
農
民
に
均
等
に
与
え
る
と

い
う
政
策
を
打
出
す
る
限
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
の
農
民
は
社
会
主

義
を
支
持
し
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

中
国
の
場
合
は
、
日
本
帝
国
主
義
に
抵
抗
す
る
民
族
解
放
闘
争
と
結
び
つ

き
つ
つ
も
地
主
制
を
廃
絶
し
、
土
地
を
農
民
に
配
分
す
る
と
い
う
農
村
革
命

が
中
国
革
命
の
原
動
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
ま
せ
ん
。
ベ
ト
ナ
ム
の
場

合
も
、
フ
ラ
ン
ス
・
日
本
に
対
す
る
民
族
解
放
闘
争
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ

て
、
国
民
の
最
大
多
数
者
で
あ
る
挫
民
の
土
地
要
求
を
支
持
す
る
姿
勢
を
共

産
党
指
導
者
は
常
に
と
っ
て
き
た
（
土
地
改
革
は
一
九
五
四
年
と
遅
れ
る

が
）
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
は
共
産
主
義
を
受
容
し
て
い
つ
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業
の
比
重
が
大
き
い
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、

私
の
印
象
で
す
。

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
自
前
で
社
会
主
義
思
想
に
も
と
づ
き
革
命
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

の
農
業
問
題
の
比
重
は
極
め
て
高
か
っ
た
の
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
極
論
す
れ
ば
、
地
主
制
を
打
倒
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
標
と
し
て
社
会

主
義
を
目
指
す
勢
力
が
か
か
げ
て
い
た
か
ら
、
社
会
主
義
は
農
民
に
受
容
さ

れ
革
命
も
成
功
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
現
在
の
ア
ジ
ア
を
ゑ
て
も
土
地
改
革
が
行
わ
れ
ず
、
あ
る
い
は
き

わ
め
て
不
徹
底
で
地
主
制
が
実
質
上
広
汎
に
残
存
し
て
い
る
国
で
社
会
主
義

勢
力
・
運
動
が
強
い
と
い
う
感
じ
を
も
ち
ま
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
の
場

合
で
す
が
、
こ
こ
に
同
８
口
・
目
：
己
而
・
一
三
８
］
三
の
鼻
一
Ｅ
ｌ
帛
三
と
略

称
す
る
イ
ン
ド
最
大
の
学
術
週
刊
誌
ｌ
の
一
九
八
二
年
一
二
月
四
日
付
け

に
の
っ
た
論
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
シ
一
言
目
ヶ
・
日
の
Ｈ
と
い
う
人
が
、

八
○
年
代
の
イ
ン
ド
農
村
の
性
格
を
ど
う
把
握
す
る
か
に
つ
い
て
の
論
争

を
整
理
し
た
も
の
で
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
何
と
《
の
①
己
’
句
の
＆
四
一
一
ｍ
日
Ｃ
Ｈ

Ｏ
誉
三
ｌ
ｏ
８
三
…
□
三
・
回
。
｜
…
：
二
・
」
二

両
『
・
言
三
国
亘
．
Ｌ
と
い
う
も
の
で
す
．
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も

わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
論
争
の
骨
格
は
戦
前
の
日
本
資
本
主
義
論
争
と
基
本

的
に
同
一
で
、
論
客
も
］
の
岸
‐
ミ
旨
、
に
属
す
る
研
究
者
達
で
す
。
イ
ン
ド
は

御
承
知
の
よ
う
に
、
ベ
ン
ガ
ル
州
や
ケ
ラ
ラ
州
で
共
産
党
政
府
が
樹
立
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
に
社
会
主
義
運
動
の
強
力
な
国
で
す
。
日
本
で
は
、
か
つ
て

の
講
座
派
も
労
農
派
も
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終
え
た
か
に
ふ
え
ま
す
が
、
農

業
の
比
重
が
大
き
い
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
ま
だ
通
用
力
が
あ
る
と
い
う
の
が

以
上
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
社
会
主
義
を
受
容
す
る
条
件
は
何
で
あ
っ

た
か
を
労
働
者
階
級
の
成
熟
度
と
い
う
従
来
の
モ
ノ
サ
シ
で
な
く
、
よ
り
当

該
社
会
の
現
実
に
即
し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
非
和

解
的
な
階
級
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
組
糸
立
て
ら
れ
て
い
る
社
会

主
義
論
は
、
都
市
の
労
働
者
よ
り
は
、
む
し
ろ
現
実
に
地
主
と
い
う
階
級
が

は
っ
き
り
歌
え
る
農
村
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
マ
ル
ク
ス
や

エ
ン
ゲ
ル
ス
が
予
想
し
な
か
っ
た
歴
史
的
展
開
を
ふ
せ
る
場
合
が
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
提
起
と
し
て
コ
メ
ン
ト
を
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
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