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特集
社会主義像の探究

　　

１　

問
題
提
起

　

社
会
主
義
の
運
動
と
思
想
は
、
本
来
の
点
に
お
い
て

友
愛
社
会
主
義
で
あ
り
、
連
帯
社
会
主
義
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
私
の
主
張
で
あ
る
。
だ
が
従

来
の
社
会
主
義
や
共
産
主
義
に
つ
い
て
反
省
す
る
と
、

そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
に
共
感
す
る

が
、
こ
の
立
場
も
友
愛
や
連
帯
の
精
神
で
あ
ら
た
め
て

再
構
築
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
社
会

主
義
の
思
想
と
運
動
は
、
大
き
な
間
違
い
を
犯
さ
な
い

よ
う
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

す
で
に
碓
井
敏
正
は
「
友
愛
社
会
主
義
の
根
拠
と
可

能
性
」
と
い
う
論
文
で
、そ
も
そ
も
人
間
が
「
協
働
的
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
存
在
」
で
あ
り
、
他
人
と
の

関
係
で
「
ケ
ア
」
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、

社
会
主
義
と
し
て
は
友
愛
社
会
主
義
と
な
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
連
帯
社

会
主
義
と
友
愛
社
会
主
義
と
が
親
近
性
を
も
つ
と
述
べ

る
。
同
時
に
こ
の
線
で
考
え
て
い
く
と
、
社
会
主
義
と

宗
教
が
け
っ
し
て
排
除
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
て
、
お

互
い
に
響
き
あ
い
、「
共
振
」
し
あ
う
も
の
で
あ
る
と

も
な
る
だ
ろ
う
と
（
１
）。
以
上
の
碓
井
の
構
想
に
共
感
す
る

と
と
も
に
、
本
論
で
は
、
友
愛
と
連
帯
と
い
う
考
え
方

か
ら
社
会
主
義
を
基
礎
づ
け
て
み
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
従
来
の
社
会
主
義
の
運
動
を
反
省

的
に
考
察
し
、
友
愛
と
連
帯
の
精
神
に
つ
い
て
社
会
主

義
に
関
わ
ら
せ
て
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の

第
三
世
代
と
い
わ
れ
る
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
の
著
作

を
参
考
に
し
て
展
開
し
た
い
。

　

さ
て
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
「
憎
悪
の
哲
学
」
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
階
級
対
立
を
強
調
し
て
、
敵
を
断
固
と
し
て

批
判
し
、
階
級
闘
争
を
続
行
す
る
。
そ
れ
は
資
本
家
と

そ
の
仲
間
た
ち
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
社

会
主
義
志
向
の
同
志
的
な
人
び
と
の
な
か
に
も
「
敵
」

を
見
つ
け
て
、
分
派
と
し
て
、
裏
切
り
者
と
し
て
糾
弾

し
て
、
追
放
し
た
り
、
除
名
し
た
り
、
さ
ら
に
処
刑
す

る
に
至
っ
た
。
旧
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
体
制
に

よ
る
大
粛
清
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
多
く
の
政
治

家
、
研
究
者
、
批
判
者
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
ま
た
彼
ら

は
ロ
シ
ア
正
教
な
ど
、
宗
教
に
た
い
し
て
も
、
激
し
い

弾
圧
を
お
こ
な
っ
た
。
明
ら
か
に
こ
の
社
会
主
義
は
、

け
っ
し
て
友
愛
社
会
主
義
、
連
帯
社
会
主
義
の
名
に
値

し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
、
一
七
八
九
年
以
来
の
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
は
、《
自
由
・
平
等
・
友
愛
》

と
い
う
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
叫
ば
れ
た
と
い
う
。
こ

れ
は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
宣
言
（
一
八
四
八
年
）
の
前
文

で
は
っ
き
り
と
定
式
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
な
か
の
「
友

愛
（
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
）」（「
博
愛
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
は
、

広
く
市
民
全
体
の
人
間
関
係
の
基
盤
で
あ
ろ
う
（
２
）。
と
こ

ろ
で
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
友
愛
」
が
、
ド
イ
ツ
で
は
「
連

帯
」
が
市
民
的
人
間
関
係
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
友
愛
社
会
主
義
、
連

帯
社
会
主
義
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
市
民
社

会
の
形
成
過
程
に
発
生
の
由
来
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
友
愛
」
と
「
連
帯
」
の
区
別
に
触
れ
て
お

く
と
、
友
愛
は
大
人
同
士
の
情
緒
的
関
係
で
あ
り
、
他

方
、
連
帯
は
、
よ
り
積
極
的
か
つ
実
践
的
に
人
び
と
が

協
力
し
あ
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
よ
り
理
性
的
な
関

係
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
鳩
山
一
郎
が
友
愛
の
思
想

友
愛
社
会
主
義
と
連
帯
社
会
主
義
に
よ
せ
て
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を
説
き
、
そ
の
孫
で
元
首
相
の
鳩
山
由
紀
夫
も
そ
の
精

神
を
継
承
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。「
連
帯
」
は
、

か
つ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
レ
サ
議
長
が
率
い
た
組
合
の

名
前
で
も
あ
っ
た
。

　

２　

ホ
ネ
ッ
ト
に
よ
る

　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
解
釈

　

こ
う
し
て
社
会
主
義
も
、
近
代
市
民
社
会
（
＝
資
本

主
義
社
会
）
の
革
命
的
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
、
さ
ら
に

そ
れ
を
超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ネ
ッ
ト

は
そ
の
点
で
、
近
代
市
民
社
会
の
構
造
を
体
系
化
し
た

ヘ
ー
ゲ
ル『
法
哲
学
綱
要
』（
以
下
、『
法
哲
学
』と
略
）を
、

大
胆
に
読
み
替
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
が
発
想
し
た
「
承

認 A
nerkennung

」
と
い
う
概
念
が
そ
の
中
心
に
あ

る
が
、
そ
の
相
互
承
認
と
い
う
関
係
で
は
、
自
己
が
他

者
を
強
制
な
く
、
人
格
と
し
て
尊
重
す
る
ふ
る
ま
い
の

も
と
で
、
自
分
も
ま
た
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出

す
の
で
あ
る
（
３
）。
個
人
の
満
足
と
自
己
実
現
が
社
会
活
動

の
直
接
の
目
的
で
あ
る
と
い
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

他
人
を
前
提
に
し
、
他
人
と
の
相
互
承
認
や
協
力
の
活

動
を
必
要
と
す
る
。
さ
ら
に
『
精
神
現
象
学
』
の
主
人

と
奴
隷
の
闘
争
と
承
認
の
行
為
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
さ
し
あ
た
り
人
は
視
野
狭
窄
的
立
場

か
ら
他
者
を
支
配
し
、
服
従
さ
せ
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う

の
で
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
支
配
と
服
従
の
闘
争
関
係
が

生
ず
る
が
、
そ
れ
を
克
服
し
た
の
ち
に
相
互
の
承
認
関

係
が
よ
う
や
く
生
ず
る
。
そ
し
て
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
第
三
章
「
人
倫
」
の
部
分
を
構
成

す
る
《
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
》
と
い
う
三
つ
の
段

階
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
承
認
の
固
有
の
タ
イ
プ
を
取

り
出
す
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、《
愛
・
法
・
連
帯
》

と
い
う
も
の
で
あ
る
（『
承
認
』
一
二
四
頁
以
下
）。

　

第
一
の
「
家
族
」
に
お
い
て
は
、
食
料
の
確
保
、
子

育
て
な
ど
、
動
物
と
し
て
も
つ
自
然
的
欲
求
を
満
た
す

た
め
の
活
動
が
中
心
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
相
互
に
愛
情

や
情
緒
的
気
遣
い
が
求
め
ら
れ
、
た
え
ず
相
互
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
夫
婦
関
係
の
性

愛
や
親
子
関
係
の
愛
情
な
ど
の
直
接
的
か
つ
原
初
的
な

関
係
が
重
要
と
な
る
。
こ
こ
で
働
く
承
認
行
為
と
は
、

人
格
と
人
格
を
強
く
結
び
つ
け
る
愛
と
い
う
根
源
的
な

関
係
で
あ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
こ
こ
に
友
情
、
友
愛
も
属

さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
家
族
関
係
の
な
か
か
ら

発
展
し
た
、
市
民
た
ち
の
市
民
社
会
で
の
愛
情
関
係
で

あ
ろ
う
。
さ
て
、
第
二
の
「
市
民
社
会
」
で
は
、
自
立

し
た
市
民
相
互
の
法
的
な
承
認
が
中
心
と
な
る
。
そ
も

そ
も
ド
イ
ツ
語
の
「
法
」（
レ
ヒ
ト
）
と
は
、さ
ら
に
「
権

利
」
や
「
正
し
さ
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
て
、「
法

権
利
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
分
と

他
人
が
共
通
の
権
利
と
義
務
を
担
っ
て
お
り
、
市
民
社

会
の
社
会
規
範
を
形
成
す
る
。
市
民
は
自
由
で
平
等
な

存
在
と
し
て
、
法
規
範
に
同
意
し
、
公
平
な
利
害
を
実

現
す
る
。
同
じ
法
律
に
平
等
に
従
う
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
家
族
間
で
支
配
的
で
あ
っ
た
、
情
緒
的
な
気
遣
い

は
副
次
的
な
位
置
を
占
め
る
。

　

第
三
の
「
国
家
」
の
レ
ベ
ル
で
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
に
よ

れ
ば
、
公
共
的
な
場
に
お
い
て
、「
連
帯
」
に
よ
る
同

意
が
承
認
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は

国
家
の
段
階
で
と
く
に
「
連
帯
」
を
強
調
し
て
は
い
な

い
け
れ
ど
も
）。国
家
レ
ベ
ル
の
承
認
で
は
、人
々
の「
社

会
的
価
値
評
価
」
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
連
帯
関
係
で

は
、
人
々
の
政
治
参
加
、
社
会
活
動
が
積
極
的
に
求
め

ら
れ
る
。
国
家
社
会
の
建
設
を
他
人
と
連
帯
し
て
お
こ

な
う
と
い
う
意
味
で
、
他
人
と
の
相
互
評
価
が
重
要
と

な
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、「
連
帯
」
の
も
と
で
、
人
び
と

が
相
互
に
平
等
な
形
で
価
値
評
価
し
あ
い
、
共
感
を
相

互
に
抱
く
よ
う
な
相
互
行
為
の
関
係
を
考
え
る
。
そ
の

さ
い
同
時
に
、
こ
こ
で
政
治
的
抑
圧
に
抵
抗
す
る
経
験

の
な
か
か
ら
も
生
ま
れ
る
集
団
関
係
も
想
定
で
き
る
と

さ
れ
る
。
連
帯
で
は
、
公
共
の
場
で
単
な
る
自
己
利
益

で
は
な
い
活
動
を
相
互
に
お
こ
な
う
の
で
、
相
互
を
深

く
知
り
、
相
互
へ
の
評
価
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
こ
で
は
、「
名
誉
」「
信
望
」（『
承
認
』

一
六
九
頁
）
な
ど
の
新
し
い
承
認
の
形
式
が
現
れ
る
と

い
う
。
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私
の
解
釈
で
は
、
こ
の
三
段
階
の
承
認
の
行
為
様
式

は
バ
ラ
バ
ラ
に
自
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
層

的
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
家
族
関
係
で
情
緒
的
な

気
遣
い
が
で
き
な
い
と
、家
族
内
部
か
ら
社
会
へ
出
て
、

他
人
と
よ
り
客
観
的
に
付
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
ま
た
豊
か
な
愛
情
関
係
が
育
て
ら
れ
て
い
な
い

と
、
市
民
社
会
で
友
情
な
ど
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
む
ず

か
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
市
民
社
会
は
家
族
関

係
を
内
包
し
て
い
る
。
通
例
、
自
立
し
た
市
民
は
家
族

か
ら
出
て
、
ま
た
家
族
に
帰
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

市
民
社
会
で
法
的
な
も
の
を
順
守
し
、
見
知
ら
ぬ
他
人

と
も
付
き
合
う
方
法
を
学
ば
な
い
と
、
大
所
高
所
か
ら

広
く
公
共
の
場
を
形
成
す
る
た
め
の
連
帯
の
精
神
な
ど

は
お
ぼ
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
悪
法

も
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
「
法
＝
正
し
さ
」
を
尊
重
す

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
社
会
レ
ベ
ル
の
連
帯
の
承

認
の
成
功
は
、
家
族
由
来
の
情
緒
的
気
遣
い
、
友
愛
関

係
と
、
市
民
社
会
由
来
の
権
利
・
義
務
の
法
的
合
意
の

関
係
と
の
、
高
次
元
で
の
総
合
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
の
三
段
階
的
発
展
は
、
必
ず
し
も
ス
ム

ー
ズ
に
展
開
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
く
に
政
治
的

無
関
心
の
著
し
さ
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
で
は
、
以
上

の
第
二
の
市
民
社
会
で
の
相
互
承
認
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
お

の
ず
と
自
己
利
益
（
せ
い
ぜ
い
家
族
や
仲
間
の
利
益
）

し
か
眼
中
に
な
く
、
政
治
的
問
題
を
避
け
よ
う
と
し
、

そ
れ
に
無
関
心
を
貫
く
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
国
家
市

民
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
デ
ー
タ
的
に
も
、
日
本
人
は

政
治
活
動
や
非
営
利
の
市
民
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

お
こ
な
う
比
率
が
、
欧
米
諸
国
と
比
べ
て
少
な
い
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

３　

市
民
社
会
（
広
義
）
の
再
定
式
化

　

と
こ
ろ
で
ホ
ネ
ッ
ト
は
、「
社
会
的
な
承
認
関
係
の

構
造
」の
表
を
七
項
目
に
よ
っ
て
詳
細
に
叙
述
す
る
が
、

私
は
こ
こ
で
自
分
の
意
見
も
加
え
て
三
つ
の
項
目
を
提

起
し
た
い
（
４
）（『
承
認
』
一
七
四
頁
）。

　

第
三
項
目
は
私
が
と
く
に
付
加
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
以
上
の
図
式
の
意
味
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。「
市
民
社
会
」
の
項
目
で
「
知
性
、
計
算
、

交
渉
力
」
と
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
ビ
ジ
ネ
ス
・
パ
ー
ソ

ン
な
ど
に
必
要
な
能
力
を
想
定
し
た
。
も
ち
ろ
ん
「
国

家
」
で
も
そ
れ
は
必
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
知

性
に
は
よ
り
広
く
社
会
的
認
識
や
、
過
去
・
現
在
・
未

来
に
わ
た
る
歴
史
的
認
識
が
あ
ら
た
め
て
必
要
と
な

る
。
こ
こ
で
曖
昧
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
近
代
の
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
お
け
る
《
自
由
・
平
等
・
友
愛
》
と
、
社

会
主
義
で
想
定
さ
れ
る
そ
れ
と
を
、
私
な
り
に
区
別
し

て
お
こ
う
。
単
な
る
市
民
社
会
の
レ
ベ
ル
の
「
自
由
」

は
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
で
自
分
の
欲
望
を
最

大
限
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
個
人
的
自
由
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
社
会
主
義
に
お
い
て
は
、
他
者
と
の
豊

か
な
相
互
承
認
を
含
ん
だ
自
由
と
な
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は

　　家　　族
情緒的な気遣い
自然な原初的承認関係
感情、愛情、気遣い

　　市民社会
認知的な尊重
法権利の社会的承認関係
知性、計算、交渉力

　　国　　家　
社会的価値評価
連帯による承認関係
歴史認識、仲間意識、共同

そ
れ
を
「
社
会
的
自
由（５
）」
と
呼
ん

で
い
る
。「
平
等
」
も
ブ
ル
ジ
ョ

ア
社
会
で
は
、
法
律
に
の
っ
と
っ

た
形
式
的
な
平
等
で
あ
る
が
、
国

家
的
理
性
で
は
個
人
の
事
情
と
要

求
に
応
じ
た
平
等
の
達
成
、
つ
ま

り
実
質
的
な
平
等
へ
と
変
化
す

る
。「
友
愛
」
も
、
単
な
る
相
互

利
用
の
、
お
互
い
に
ハ
ッ
ピ
ー
に

な
る
と
い
う
よ
う
な
功
利
主
義
的

な
友
愛
の
関
係
か
ら
、
真
の
友
愛

と
連
帯
を
は
ぐ
く
む
よ
う
な
も
の

へ
と
変
貌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う「
国
家
的
人
倫
」

は
、
当
時
の
現
実
の
市
民
社
会
で

生
ず
る
多
く
の
弊
害
を
埋
め
合
わ

せ
る
よ
う
な
、
よ
り
高
次
元
の
も

の
を
想
定
し
て
い
る
。こ
う
し
て
、

こ
こ
で
の
国
家
的
理
性
を
も
つ
連

帯
精
神
と
は
、
ち
ょ
う
ど
、
近
現

特集
社会主義像の探究
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代
の
市
民
社
会
の
問
題
性
を
克
服
で
き
る
よ
う
な
、
現

代
の
社
会
主
義
が
目
指
す
も
の
に
該
当
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
か
ら
由
来
す

る
《
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
》
と
い
う
形
式
的
枠
組

み
は
現
実
の
認
識
に
合
致
し
な
い
も
の
だ
と
わ
か
る
。

い
ま
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
大
人
同
士
の
友

情
は
家
族
に
で
は
な
く
て
、
市
民
社
会
以
上
の
も
の
に

属
し
、
ま
た
、
社
会
主
義
を
前
提
に
す
る
場
合
、
ヘ
ー

ゲ
ル
的
に
国
家
を
究
極
段
階
に
す
る
必
要
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
で
は
、
国
家
権

力
は
自
然
に
消
滅
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
い
ま
や
、《
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
》
の
枠

組
み
全
体
を
、
広
義
の
「
市
民
社
会
」
と
再
規
定
し
た

ほ
う
が
よ
り
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
ヘ
ー
ゲ

ル
法
哲
学
を
最
大
限
利
用
し
た
の
ち
に
、
こ
の
三
対
の

枠
組
み
を
解
放
し
て
、
広
義
の
市
民
社
会
に
お
け
る
三

つ
の
承
認
モ
デ
ル
の
枠
組
み
を
あ
ら
た
に
構
築
す
る
。

　

４　

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学

　
　

理
解
の
不
十
分
性

　

大
事
な
の
は
、《
愛
・
法
・
連
帯
》
と
い
う
内
容
上

の
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
包
括
す
る
全
体
の
場
は
現

実
の
市
民
社
会
（
＝
資
本
主
義
社
会
）
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
中
間
段
階
の
市
民
社
会
の
上
部

に
「
国
家
的
人
倫
」
が
そ
び
え
る
と
い
う
こ
と
は
実
は

あ
り
え
ず
、
国
家
は
神
聖
化
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
、

市
民
社
会
が
生
ん
だ
社
会
的
産
物
で
し
か
な
い
。
ホ
ネ

ッ
ト
は
『
社
会
主
義
の
理
念
』
で
、
あ
ら
た
な
枠
組
み

を
定
式
化
す
る
。
そ
れ
は
、《
経
済
行
為
シ
ス
テ
ム
・

民
主
的
意
思
形
成
・
個
人
的
関
係
》
と
い
う
も
の
で
あ

る
（『
社
会
』
一
四
二
頁
）。
第
一
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
市

民
社
会
（
狭
義
）、
第
二
は
国
家
、
第
三
は
家
族
、
に

お
お
む
ね
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
、
前
記

の
法
、
連
帯
、
愛
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
三
領
域
に
あ
る
相
互
承
認
関
係
の

全
体
を
考
察
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

別
の
箇
所
を
考
察
す
る
と
、「
経
済
行
為
の
組
織
」

が
「
市
民
社
会
」
に
、「
民
主
主
義
的
な
意
思
形
成
と

い
う
意
味
で
の
政
治
行
為
」
が
「
国
家
」
に
、「
私
的

領
域
、
つ
ま
り
婚
姻
と
家
族
と
い
う
社
会
領
域
」
が

「
家
族
」
に
、そ
れ
ぞ
れ
わ
り
ふ
ら
れ
て
い
る
（『
社
会
』

一
三
三
頁
以
下
）。
重
要
な
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙

述
し
た
、
こ
う
し
た
近
代
市
民
社
会
の
豊
か
な
機
能
分

化
の
意
義
を
、
マ
ル
ク
ス
を
は
じ
め
、
当
時
の
社
会
主

義
者
た
ち
が
だ
れ
も
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
ホ
ネ
ッ

ト
の
指
摘
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
自
身
、
市
民
社
会
の
総

体
を
理
解
せ
ず
、「
経
済
行
為
シ
ス
テ
ム
」
だ
け
を
考

察
し
て
、
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
市
民
社
会
の
他
の
二
つ

の
領
域
（「
民
主
的
意
思
形
成
」、「
個
人
的
関
係
」）
の

重
要
性
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
ら
二
つ
の
領
域

の
問
題
を
、「
経
済
行
為
の
組
織
」
の
改
変
の
問
題
へ

と
還
元
し
よ
う
と
し
た
。ホ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば（『
社
会
』

一
四
二
頁
）、「
経
済
行
為
シ
ス
テ
ム
」
の
行
為
領
域
で

労
働
者
相
互
が
強
制
な
し
に
豊
か
な
関
係
を
結
ぶ
だ
け

で
な
く
、「
民
主
的
意
思
形
成
」、「
個
人
的
関
係
」
の

場
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
者
が
「
互
い
の
た
め
に
あ

る
こ
とFüreinander

」
と
い
う
目
標
に
即
し
て
、
実

際
に
も
っ
て
い
る
欲
求
と
関
心
を
妨
害
な
し
に
表
明
で

き
、
そ
れ
を
他
者
の
助
け
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
三
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、
真
の

「
社
会
的
自
由
」
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら

に
こ
れ
ら
は
生
命
的
有
機
体
の
諸
器
官
の
よ
う
に
、
調

和
す
べ
き
で
あ
る
。
市
民
社
会
お
よ
び
社
会
主
義
の
な

か
で
「
民
主
的
意
思
形
成
」、
つ
ま
り
「
政
治
的
行
為

の
領
域
」（『
社
会
』
一
三
三
頁
）
の
場
が
十
分
に
扱
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
家
族
関
係
由
来
の
「
個
人
的
関
係
」
と
は
何
か
が

確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ホ
ネ
ッ
ト
に

よ
れ
ば
、そ
れ
は
「
婚
姻
と
家
族
の
領
域
」
ま
た
は
「
家

族
、親
密
な
諸
関
係
、友
情
関
係
と
い
っ
た
領
域
」（『
社

会
』
一
五
九
頁
）
で
あ
り
、
労
働
や
生
産
関
係
か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
的
自
由
の
実
現
さ
れ
る
独
自
の
領

域
と
見
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
十
分
な

見
方
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
マ
ル
ク

■■　友愛社会主義と連帯社会主義によせて　島崎  隆
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ス
主
義
は
批
判
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
こ
で

は
、
私
見
で
は
、
現
代
で
議
論
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
問
題
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
こ
で
、
い
か
に
相
互
承
認
の
関
係
が
築
か
れ

る
か
が
眼
目
と
な
る
。　

　
「
し
た
が
っ
て
社
会
主
義
は
経
済
領
域
に
お
け
る
他

律
と
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
除
去
す
る
だ
け
で
は
満
足
で

き
な
い
」（『
社
会
』
一
四
三
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
明
ら

か
に
こ
の
指
摘
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
社
会
主
義
思
想

へ
の
批
判
に
関
わ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学

が
解
明
し
た
よ
う
な
市
民
社
会
の
成
立
の
意
義
を
理

解
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
な
か
で
経
済
領
域
の
み
に
力

点
を
置
い
た
。
た
し
か
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
が
展
開
し

た
論
考
「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」（『
法
哲
学
』
の
第

二
六
一
節
―
三
一
三
節
ま
で
を
対
象
と
す
る
）
を
見
て

も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ひ
た
す
ら
観
念
論
、
神
秘
主
義
、
保

守
主
義
と
批
判
す
る
ば
か
り
で
、
そ
こ
で
描
か
れ
た
近

代
市
民
社
会
の
法
権
利
的
構
造
の
意
義
を
把
握
し
て
、

し
か
る
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
乗
り
超
え
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
は
と
り
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
神
田
順
司
氏

は
ま
さ
に
、
基
本
的
人
権
、
議
会
制
な
ど
の
「
西
洋
民

主
主
義
の
基
本
概
念
」
を
マ
ル
ク
ス
は
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
と
批
判
す
る
（
６
）。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、《
愛
・
法
・
連
帯
》
の
枠
組

み
を
も
つ
ホ
ネ
ッ
ト
の
構
想
を
、
連
帯
社
会
主
義
と
名

づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

そ
れ
は
、
内
容
的
に
友
愛
社
会
主
義
で
も
あ
っ
た
。
以

上
の
考
察
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
旧
ソ
連
・

東
欧
の
社
会
主
義
へ
の
批
判
と
連
動
し
て
、
ま
さ
に
マ

ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
へ
の
深
刻
な
批
判
的
総
括
の

結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。　
　

　
〈
注
〉

⑴　

碓
井
敏
正
「
友
愛
社
会
主
義
の
根
拠
と
可
能
性
」：

村
岡
到
編
『
宗
教
と
社
会
主
義
と
の
共
振
』
ロ
ゴ
ス
、

二
〇
二
〇
年
、
九
六
頁
。
さ
ら
に
続
編
と
し
て
、
村

岡
到
編
『
宗
教
と
社
会
主
義
と
の
共
振
』
Ⅱ
、
ロ
ゴ

ス
、
二
〇
二
一
年
。
私
自
身
も
後
者
に
寄
稿
し
て
い

る
（
拙
論
「
社
会
主
義
と
宗
教
の
対
抗
か
ら
協
力
関

係
へ
」）。
一
九
七
四
年
に
締
結
さ
れ
、
た
だ
ち
に
廃

棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
創
共
協
定
を
念
頭
に
置
く
と
、

宗
教
と
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
）
社
会
主
義
の
何
ら
か

の
連
携
は
、
趣
旨
に
は
賛
同
す
る
が
、
一
定
の
困
難

を
は
ら
む
と
述
べ
て
お
い
た
。

⑵　

さ
き
の
村
岡
は
『
フ
ラ
タ
ニ
テ
ィ
』
ロ
ゴ
ス
、
と

い
う
雑
誌
を
編
集
し
て
い
る
。
な
おfraternité

は

フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
が
、fraternity

は
英
語
で
あ

る
。彼
も
ま
た「
友
愛
社
会
主
義
」を
強
調
し
て
い
る
。

⑶　

相
互
承
認
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
『
承

認
を
め
ぐ
る
闘
争
』（
山
本
・
直
江
訳
）
法
政
大
学

出
版
局
、
五
一
頁
な
ど
。
以
下
、『
承
認
』
と
略
記

し
、
頁
数
を
記
す
。
さ
ら
に
ホ
ネ
ッ
ト
『
自
由
で

あ
る
こ
と
の
苦
し
み
』（
島
崎
・
他
訳
）
未
来
社
、

二
〇
〇
九
年
、
九
〇
頁
以
下
の
説
明
を
参
照
。
ホ
ネ

ッ
ト
は
、
間
主
体
的
な
承
認
行
為
を
わ
か
り
や
す
く

は
説
明
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
と
も
か
く
、
承
認
概

念
は
著
し
く
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑷　

な
お
日
暮
は
、
こ
の
表
を
含
め
、
ホ
ネ
ッ
ト
承
認

論
の
三
形
式
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
て
、
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
日
暮
雅
夫
『
討
議
と
承
認
の
社

会
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
一
九
三
頁
以

下
参
照
。

⑸　

ホ
ネ
ッ
ト
『
社
会
主
義
の
理
念
』（
日
暮
雅
夫
・

三
崎
和
志
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
一
年
、

四
二
頁
以
下
、一
三
三
頁
。以
下
、『
社
会
』と
略
記
し
、

頁
数
を
記
す
。

⑹　

神
田
順
司
「
国
家
・
法
・
人
格
│
│
マ
ル
ク
ス
『
ヘ

ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
』の
問
題
性
に
つ
い
て
」、川
越
・

植
村
・
野
村
編
『
思
想
史
と
社
会
史
の
弁
証
法
』
お

茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
所
収
、
三
三
頁
。
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
に
た
い
す
る
、
以
上
の
マ
ル
ク
ス
の
理
解

の
不
十
分
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
マ
ル
ク
ス
に
よ

る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
批
判
の
再
読
」
上
：
季
報
『
唯
物

論
研
究
』
第
一
四
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
七
五
頁
以

下
を
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、『
社
会
』「
訳
者
あ
と

が
き
」（
二
二
一
頁
）
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
資

本
主
義
に
お
け
る
労
働
力
の
商
品
化
の
問
題
を
見
て

い
な
い
な
ど
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
マ
ル
ク
ス
理
解
の
不
十

分
性
が
別
途
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙

幅
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
終
了
す
る
。

　
（
し
ま
ざ
き
・
た
か
し
／
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）
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