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大
田
英
昭
著

『
日
本
社
会
主
義
思
想
史
序
説

─
明
治
国
家
へ
の
対
抗
構
想
』

（
日
本
評
論
社
・
二
〇
二
一
年
）

猪
　
原
　
　
透

　

明
治
初
年
以
降
、
と
く
に
自
由
民
権
期
の
先
駆
的
な
社
会
主
義
受
容
か

ら
大
逆
事
件
ま
で
の
約
四
十
年
間
を
対
象
に
、
い
わ
ゆ
る
初
期
社
会
主
義

の
再
評
価
を
試
み
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。
前
著
『
日
本
社
会
民
主
主
義

の
形
成

─
片
山
潜
と
そ
の
時
代
』
は
片
山
潜
と
い
う
個
性
的
な
人
物
の

研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
片
山
の
視
点
を
通
し
て
明
治
の
時
代
精
神
に
迫

ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
著
作
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
続
く
本
書
も
ま
た
、
近

代
日
本
の
前
半
期
に
お
い
て
社
会
主
義
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
日
本

社
会
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
大
き
な
問
い
に
、

東
洋
社
会
党
・
片
山
潜
・
堺
利
彦
と
い
っ
た
具
体
的
な
対
象
の
分
析
と
、

儒
学
・
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
・
帝
国
主
義
と
い
っ
た
思
想
的
背
景
の
分
析

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

序
章
に
お
い
て
著
者
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
イ
メ
ー
ジ
の
激
し

い
振
幅
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
そ
の
変
遷
を
大
き
く
五
つ
の

時
期
に
分
割
し
て
い
る
。
第
一
期
は
社
会
主
義
概
念
が
受
容
さ
れ
た
一
九

世
紀
後
半
、
第
二
期
は
社
会
主
義
思
想
の
運
動
化
と
多
様
化
が
生
じ
た
一

九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
、
第
三
期
は
国
際
社
会
主
義
運
動
の
分
裂
と
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
の
間
に
揺
れ
た
両
大
戦
間
、
そ
し
て
第
四
期
と
第

五
期
は
そ
れ
ぞ
れ
冷
戦
中
お
よ
び
冷
戦
終
結
後
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
う

ち
の
第
一
期
と
第
二
期
を
分
析
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
間
に
お

け
る
社
会
主
義
思
想
の
受
容
・
形
成
・
発
展
過
程
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ

る
と
す
る
。
本
書
は
序
章
を
除
く
全
一
〇
章
で
構
成
さ
れ
、
論
点
は
多
岐

に
わ
た
る
一
方
で
、
論
文
集
と
い
う
性
格
か
ら
重
複
す
る
箇
所
も
多
い
。

た
だ
、
著
者
は
序
章
で
本
書
の
具
体
的
な
検
討
課
題
を
四
点
挙
げ
て
い
る

の
で
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
課
題
に
沿
っ
て
内
容
を
整
理
し
て
い
こ
う
。
紙

幅
の
都
合
上
、
目
次
の
提
示
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
細
か
な
疑
問
に
つ
い

て
は
内
容
を
整
理
す
る
中
で
適
宜
言
及
し
、
最
後
に
本
書
を
通
読
し
た
う

え
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
書
の
第
一
の
課
題
は
、
明
治
初
年
以
降
、
と
く
に
自
由
民
権
期
に
お

け
る
社
会
主
義
受
容
の
検
討
で
あ
る
（
第
一
・
二
章
）。
そ
の
際
、
近
世
か

ら
引
き
継
が
れ
た
儒
学
的
素
養
が
当
時
の
社
会
主
義
の
理
解
に
及
ぼ
し
た

影
響
と
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
主
義
を
ど
の
よ
う
に
報
じ
た
の

か
と
い
う
点
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
主
義
受
容

の
あ
り
方
が
そ
の
後
の
社
会
主
義
観
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う

見
通
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

儒
学
が
西
洋
近
代
の
諸
思
想
を
受
容
す
る
際
の
媒
介
と
し
て
機
能
し
た

こ
と
自
体
は
周
知
の
事
柄
に
属
し
て
お
り
、
実
際
、
幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦

の
儒
学
的
素
養
に
注
目
し
た
研
究
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
観

点
が
社
会
主
義
概
念
の
翻
訳
や
、
西
周
や
福
地
源
一
郎
と
い
っ
た
明
治
初
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181　書　評

年
か
ら
自
由
民
権
期
に
活
躍
し
た
人
物
の
社
会
主
義
理
解
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
は
稀
で
あ
り
、
こ
の
点
に
著
者
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
著
者
に
よ
る
と
、
西
周
は
「
社
会
党
論
ノ
説
」
に
お
い
て
、「
経

済
学
」
に
基
づ
く
自
由
主
義
経
済
が
「
現
今
は
」
勝
利
を
お
さ
め
た
と
い

う
立
場
か
ら
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
『
孟
子
』
を
援
用
し
て
否
定
的
に

論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
西
の
儒
学
的
素
養
は
「
経
済
学
」
の
真
理

性
を
相
対
化
さ
せ
る
方
向
に
も
働
き
、「
後
来
の
変
化
固
よ
り
知
る
可
ら

ず
」
と
し
て
社
会
主
義
の
発
展
に
つ
い
て
も
一
定
の
含
み
を
持
た
せ
た
と

い
う
。
著
者
の
指
摘
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
儒
学
思
想
の
二
面
性

─

特
定
の
時
代
・
社
会
制
度
に
強
く
結
び
つ
く
と
共
に
、
時
代
を
越
え
た
普

遍
的
真
理
で
も
あ
る

─
が
、
社
会
主
義
受
容
に
あ
た
っ
て
同
時
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
西
は
国
際
社
会
を
論
じ
る
場
合

に
も
、
現
在
は
弱
肉
強
食
の
場
だ
が
「
一
万
年
先
」
に
は
恒
久
平
和
が
訪

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
一
種
の
歴
史
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
の
で
（『
兵
賦

論
』。
主
張
の
力
点
は
む
ろ
ん
前
者
に
置
か
れ
る
）、
上
記
の
問
題
も
西
の
思

想
全
体
の
な
か
で
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

自
由
民
権
期
に
お
い
て
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
主
義
を
ど
の
よ

う
に
報
じ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
各
新
聞
の
性
格
（
政
府
や
政
党

と
の
距
離
）
と
の
関
連
や
、
論
争
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
が
定

ま
っ
て
い
く
過
程
を
丁
寧
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
福
地
源
一
郎
ら

新
聞
人
の
儒
学
的
素
養
が
、
社
会
主
義
の
理
解
に
あ
た
っ
て
肯
定
・
否
定

の
両
面
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え

て
、
一
八
七
八
年
に
二
度
起
っ
た
ド
イ
ツ
皇
帝
暗
殺
未
遂
事
件
の
犯
人
が

「
社
会
党
」
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
時
期
の
社
会
主
義
理
解
に

与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
活
動
実
態
を
ほ
と

ん
ど
持
た
な
か
っ
た
「
東
洋
社
会
党
」
が
当
時
大
き
な
注
目
を
集
め
た
背

景
を
上
記
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
功
績
と
し

て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
自
由
民
権
期
に
お
け
る
受
容

の
あ
り
方
が
「
後
の
社
会
主
義
観
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
」（
一

七
頁
）
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
の
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
た
社
会
主
義
受
容
の
再
検
討
で

あ
る
（
第
三
・
四
章
）。
日
清
戦
争
後
に
結
成
さ
れ
た
社
会
主
義
研
究
会
や

社
会
民
主
党
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
大
き
な
存
在
感
を
発
揮
し
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
八
八
〇
年
代
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
社
会
主
義
理
解
が
分
析
対
象
と
な
る
。
先
述
し
た
ド
イ
ツ
皇
帝

暗
殺
未
遂
事
件
や
、
一
八
八
一
年
の
ロ
シ
ア
皇
帝
暗
殺
事
件
の
影
響
に
よ

り
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
も
社
会
主
義
は
当
初
「
邪
説
」
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
は
八
〇
年
代
を
通
し
て

徐
々
に
変
化
し
て
い
き
、
九
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
と

社
会
主
義
を
直
接
重
ね
合
わ
せ
る
解
釈
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
著
者

は
こ
う
し
た
変
化
を
、
Ｄ
・
Ｗ
・
ラ
ー
ネ
ッ
ド
や
浮
田
和
民
、
横
井
時
雄
、

小
崎
弘
道
、
植
村
正
久
、
竹
越
与
三
郎
と
い
っ
た
人
々
を
通
し
て
検
証
し

て
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
社
会
主
義
観
に
対
し
て
、
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
社
会
福
音
運
動
が
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
、
本
書
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の
日
本
思
想
史
に
対
す
る
と
く
に
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
前
著
に
お
い
て

も
著
者
は
、
片
山
潜
が
社
会
福
音
運
動
や
そ
れ
に
科
学
的
裏
づ
け
を
与
え

た
初
期
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
本
書
で
も
そ
の
点
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
影
響
範

囲
は
片
山
に
限
ら
れ
ず
、
広
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

専
門
科
学
と
し
て
確
立
さ
れ
る
途
上
に
あ
っ
た
当
時
の
社
会
学
は
、
経
済

的
自
由
放
任
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
現
れ
た
「
新
学
派
」
の
経
済
学
お
よ

び
社
会
福
音
運
動
と
密
接
な
絆
で
結
ば
れ
、
社
会
改
良
運
動
の
最
前
線
に

立
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
評
者
が
専
門
と
す
る
社
会
科
学
史
研
究
の
立

場
か
ら
み
て
も
、
自
由
民
権
期
の
ス
ペ
ン
サ
ー
社
会
学
か
ら
一
足
飛
び
に

明
治
後
期
の
建
部
社
会
学
へ
と
移
る
一
般
的
な
日
本
社
会
学
史
に
対
し
、

そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
学
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
三
の
課
題
は
、
一
九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
に
社
会
主
義
が
、
本
書
の

副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
「
明
治
国
家
へ
の
対
抗
構
想
」
と
し
て
整
序
さ
れ

て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第
五
・
六
・
七
章
）。
具
体

的
に
は
、
和
田
垣
謙
三
ら
に
よ
る
社
会
政
策
学
の
移
植
、
社
会
政
策
・
社

会
改
良
論
と
社
会
主
義
の
分
化
、
社
会
主
義
の
実
現
に
は
「
革
命
」
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
立
場
の
確
立
、
そ
し
て
伝
統
的
な
社
会
関
係
の
解
体
に

伴
う
ア
ノ
ミ
ー
へ
の
危
機
意
識
が
社
会
主
義
思
想
の
形
成
に
及
ぼ
し
た
影

響
、
と
い
っ
た
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
前
著
と
共
通
す
る
論
点
・
主

張
や
、
前
著
の
簡
潔
な
要
約
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
多
い
が
、
と
く
に
第
七

章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
堺
利
彦
の
「
家
庭
」
論
は
、
社
会
改
良
論
か

ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
に
関
す
る
研
究
と
し
て
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

　

堺
が
「
家
庭
」
の
改
良
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば

彼
が
箱
膳
に
替
え
て
「
ち
ゃ
ぶ
台
」
を
推
奨
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

共
に
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
で
は
あ
る
。
本
書
の
独
自
性
は
、
堺
の

「
家
庭
」
論
の
時
期
的
な
変
遷
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
社

会
改
良
論
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
促
す
媒
介
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
堺
に
と
っ
て
都
市
中
産
階
級
の
中
か
ら
生

ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
家
庭
」
す
な
わ
ち
西
洋
的
な�H

om
e�

は
、
来
る
べ

き
新
た
な
社
会
秩
序
の
根
底
に
据
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
家
庭
」
の

対
等
・
平
等
な
社
会
関
係
を
広
げ
て
い
く
か
た
ち
で
の
社
会
改
良
が
当
初

は
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
堺
は
や
が
て
「
家
庭
」
内
部
で
の
階
級

的
抗
争
の
存
在
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
社
会
主
義
に
関

す
る
堺
の
認
識
を
新
た
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
指
摘
は
、

「
革
命
」
と
「
家
庭
」
の
あ
い
だ
で
板
挟
み
に
な
っ
た
果
て
に
転
向
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
多
く
の
社
会
主
義
者
と
は
異
な
り
、
堺
が
息
の
長
い
活
動

を
行
う
こ
と
が
で
き
た
理
由
を
考
え
る
う
え
で
も
、
重
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
著
者
は
堺
の
「
家
庭
」
論
が
大
日
本
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る
「
家
族
国
家
」
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た

め
、「
堺
は
親
密
性
を
広
げ
る
べ
き
「
社
会
」
の
領
域
を
「
国
家
」
に
限

定
し
な
」
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
一
八
一
頁
）、
十
分
に
論
証
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え
ば
著
者
は
堺
の
『
家
庭
の
新
風
味
』
を

引
用
し
、「
我
々
は
神
の
子
を
我
が
子
と
し
て
産
む
の
で
あ
る
」「
そ
れ
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〔
子
供
〕
が
如
何
な
る
職
分
を
も
つ
て
次
の
時
代
に
働
く
か
は
、
到
底

我
々
の
考
へ
お
よ
ば
ぬ
所
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
堺
が
「
神
」
と
い
う
超
越
的
価
値
を
持
ち
出
す
の
は
、

子
供
を
産
み
育
て
る
親
の
責
任
が
「
現
時
国
家
に
対
す
る
忠
良
な
国
民
を

つ
く
る
こ
と
に
は
限
定
さ
れ
得
な
い
」
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
だ
と
指
摘

す
る
（
一
七
五
頁
）。
だ
が
、
著
者
が
省
略
し
た
箇
所
で
堺
は
「
目
の
見

え
ぬ
片
輪
者
」
も
按
摩
と
し
て
多
く
の
人
の
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
、

「
何
と
云
ふ
ほ
ど
の
事
の
な
い
一
婦
人
」
も
子
孫
に
立
派
な
人
物
が
生
ま

れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
現
時
国

家
」
と
は
異
な
る
価
値
が
生
ま
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
読
み
込
む
こ
と
は

難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
堺
の

「
家
庭
」
論
が
対
等
・
平
等
な
人
間
関
係
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
背

景
に
「
国
民
主
義
」
的
な
発
想
を
読
み
込
も
う
と
す
る
梅
森
直
之
の
主
張

に
、
よ
り
強
い
説
得
力
を
感
じ
て
い
る
（「
二
十
世
紀
の
少
年
か
ら
お
ぢ
さ

ん
へ
」、
小
正
路
淑
泰
編
『
堺
利
彦

─
初
期
社
会
主
義
の
思
想
圏
』
論
創
社
、

二
〇
一
六
年
）。

　

な
お
、
先
述
し
た
第
一
の
課
題
と
も
関
連
す
る
が
、「
孝
」
の
倫
理
に

あ
え
て
背
を
向
け
て
平
等
な
人
間
関
係
を
志
向
し
た
堺
利
彦
の
「
家
庭
」

論
と
、
彼
の
儒
学
的
素
養
と
の
対
応
（
あ
る
い
は
非
対
応
）
関
係
に
つ
い

て
も
掘
り
下
げ
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、「
儒
学
を
媒
介
と
す
る
社

会
主
義
観
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
を
媒
介
と
す
る
社
会
主
義
受
容
へ
の
転

換
」
が
生
じ
た
と
す
る
段
階
論
的
な
把
握
と
は
異
な
っ
た
（
一
七
─
一
八

頁
）、
よ
り
重
層
的
な
思
想
史
像
が
描
き
出
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
四
の
課
題
は
、
社
会
主
義
運
動
が
帝
国
主
義
へ
の
批
判
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
思
想
的
深
度
を
も
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
限
界
は
何
で
あ
っ
た

の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第
八
・
九
・
一
〇
章
）。
主
に
日
清
戦
争

後
の
労
働
運
動
家
や
社
会
主
義
者
を
対
象
に
、
彼
ら
の
な
か
で
社
会
問

題
・
労
働
問
題
へ
の
認
識
と
帝
国
主
義
へ
の
認
識
が
、
ど
の
よ
う
に
結
び

合
い
な
が
ら
論
じ
ら
れ
た
の
か
が
、『
労
働
世
界
』
紙
の
諸
論
説
や
日
露

戦
争
前
後
に
お
け
る
非
戦
論
の
展
開
な
ど
を
素
材
と
し
て
分
析
さ
れ
る
。

労
働
運
動
に
携
わ
る
者
も
多
く
は
軍
事
力
に
よ
る
大
日
本
帝
国
の
拡
大
・

発
展
を
歓
迎
し
た
が
、
同
時
に
政
府
の
軍
備
拡
張
に
は
反
対
し
た
と
い
う
。

著
者
の
指
摘
を
敷
衍
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
徴
兵
制
や
国
家
の
発
展
の
恩
恵

が
偏
っ
た
形
で
配
分
さ
れ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
「
国
民
主
義
」
的
な
論

理
が
存
在
す
る
と
言
え
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
と
っ
て
中
国
人
労
働
者
の
受

け
入
れ
を
進
め
よ
う
と
し
た
片
山
潜
は
『
労
働
世
界
』
紙
に
お
い
て
も
孤

立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
非
戦
論
も
ま
た
、
帝
国
主
義
に
圧
迫
さ
れ
る
被

圧
迫
民
族
の
姿
や
、
彼
ら
と
の
連
帯
の
可
能
性
が
視
野
に
入
ら
な
い
と
い

う
点
で
限
界
を
抱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
こ
う
し
た
一
般

的
傾
向
に
対
す
る
例
外
と
し
て
木
下
尚
江
と
田
添
鉄
二
を
取
り
上
げ
る
の

だ
が
、
彼
ら
も
「
思
想
の
段
階
」
に
留
ま
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
現

実
と
の
格
闘
」
を
通
し
て
思
想
が
鍛
え
ら
れ
る
の
は
一
九
二
〇
年
代
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
二
六
九
頁
）。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
。
日
本
思
想
史
に
対
す
る
本
書

の
貢
献
や
細
か
な
疑
問
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、

本
書
が
多
く
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
意
欲
的
な
著
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
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か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
ど
の
よ
う
に

関
連
し
合
い
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
思
想
史
像
を
打
ち
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
か
は
、
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
の
序
章
で
は
社
会
主
義
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、

む
し
ろ
社
会
主
義
思
想
史
研
究
の
展
開
と
到
達
点
・
問
題
点
の
整
理
を
行

い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
の
具
体
的
な
分
析
対
象

と
し
て
以
下
の
課
題
を
取
り
上
げ
る
、
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
史
料
の
引
用
方
針
が
一
貫
し
て
い

な
い
こ
と
も
気
に
な
る
点
で
あ
る
。
複
数
の
章
で
同
一
史
料
・
同
一
箇
所

が
引
用
さ
れ
る
の
は
行
論
の
都
合
上
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
一
度
目

は
片
仮
名
で
、
二
度
目
は
平
仮
名
で
引
用
さ
れ
る
の
は
（
三
頁
・
二
八
頁
）、

正
当
化
し
が
た
い
よ
う
に
思
う
。

　

本
書
の
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
と
い
う
面
か
ら
さ
ら
に
付
言
す
る
と
、

評
者
は
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
・
社
会
主
義
思
想
に
お
け
る
移
民
論
の
重

要
性
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
本
書
で
は
、
人
口
増
加
の
圧
力
を
緩
和

し
同
時
に
「
日
本
人
種
の
勢
力
」
を
拡
張
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
海
外

移
民
を
奨
励
し
た
竹
越
与
三
郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
渡
米
移
民
事
業
を
奨

励
し
た
片
山
潜
、
経
済
的
利
害
に
基
づ
く
自
由
移
民
を
帝
国
主
義
に
対
抗

す
る
潜
勢
力
と
み
た
田
添
鉄
二
な
ど
、
実
に
多
く
の
人
物
が
移
民
問
題
に

関
心
を
寄
せ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
マ
ル
サ
ス
主
義

に
関
す
る
知
識
、
過
剰
人
口
問
題
の
解
決
策
と
し
て
帝
国
主
義
を
掲
げ
る

社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
、
そ
し
て
明
治
国
家
の
制
度
化
に
伴
う
閉

塞
感
を
打
ち
破
る
た
め
の
「
海
外
雄
飛
」
へ
の
欲
求
な
ど
複
数
の
背
景
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
同
じ
社
会
主
義
者
の
移
民
論

で
も
具
体
的
な
内
容
は
多
彩
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
妥
当
性
や
同
時
代
的

な
位
置
づ
け
、
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
は
意
外
な
ほ
ど
検
討
が
進
ん
で
お

ら
ず
、
著
者
の
い
う
「
第
三
期
」
以
降
の
展
開
も
含
め
て
研
究
が
進
む
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

　

以
上
、
評
者
の
関
心
に
引
き
寄
せ
た
う
え
で
の
内
容
紹
介
と
批
評
を
行

っ
た
が
、
本
書
が
社
会
主
義
思
想
史
を
専
門
と
し
な
い
者
か
ら
見
て
も
刺

激
的
な
著
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
著
者
の
研
究
が
順
調
に
発
展

し
、
遠
か
ら
ず
日
本
社
会
主
義
思
想
史
の
「
通
史
」
が
書
か
れ
る
こ
と
を

待
望
す
る
。

�

（
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
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