
1972年

秋季号

「乱」改題

社会革命を目指す

大杉栄・伊藤野枝虐殺50周年特集

私書の敵であれ

大杉栄とロシャ革命

大杉栄論を論評する

山　　　浦　1

滝　沢　倣　－……4

揖斐liI宗平……16

富『五月革命の考察』　　　　　　　　　　　大沢　正　道　22
評　膿村青年社運動史』　　　　　　　　　　相沢　尚　夫　24

性　状　況16－72
ー伊藤野枝諭ノートー

藤　川　健　郎……26

麦社

ゝ
↓
、
イ
1
串
1
－
t

ll
●ON

1

　

＼

＼

　

《

1

－

1

－

　

一

胃

病

　

－

　

§



現代起醐社
の本

驚京都文東区小日向1－24－8
□援嘗／真東72録2ロ郵便番号1112口軍籍／代〈943）44関

社
会
観
の
探
求

黒
田
章
一
饗
場
の
要
的
唯
物
冶
　
マ
ル
ク
ス
主
我
の
煤
懐
と
方
法
と
を
体
系

的
に
平
助
か
つ
臓
蔀
に
粒
べ
た
印
膳
に
椎
松
す
る
秀
l
L
だ
入
門
泌
5
0
0
円

資
本
論
へ
の
私
の
歩
み

銑
明
男
著
－
資
本
盗
」
の
他
心
に
通
り
主
体
的
把
　
の
方
法
を
平
易
に
示
し

だ
日
本
マ
ル
ク
ス
主
我
の
奥
庭
を
る
述
戌
に
し
て
鮫
点
の
入
門
密
5
5
0
円

唯
物
論
と
主
体
性

櫛
本
克
己
著
蛾
複
印
霜
」
の
渦
動
と
停
稀
の
中
で
五
体
龍
治
笹
の
戚
操
を
雉
来

し
哲
学
の
其
の
在
勤
僧
を
示
す
璃
治
的
前
掛
の
扶
接
と
開
田
持
運
8
5
0
円

マ
ル
ク
ス
主
義
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義

村
田
忠
行
警
ガ
的
絶
好
酬
・
（
同
宿
）
の
勅
帥
搬
出
1
ど
楕
跨
り
臓
盗
襲
蘭

を
も
っ
て
反
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
姶
降
の
世
界
用
水
唯
を
披
く
労
作
6
5
0
円

ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
史
自
由
と
反
抗
の
歩
み

大
沢
正
道
警
人
間
の
廉
妃
と
叛
に
洩
れ
出
す
激
減
の
胞
下
水
系
を
汲
み
そ
の

政
に
沈
ん
で
い
ろ
陳
級
出
会
で
の
惟
列
な
解
放
明
年
を
越
え
ら
す
5
5
0
円

民
主
主
義
の
神
話

吉
本
隆
明
・
谷
川
服
地
谷
難
癖
・
裁
木
和
夫
・
栴
本
克
己
・
黒
田
粛
－
著
思
想

的
政
柄
的
分
水
揃
だ
る
卸
垂
負
極
を
鋭
く
決
っ
た
範
合
駒
初
詣
薬
5
0
0
円

安
保
闘
争
そ
の
政
治
的
総
括

武
井
使
人
絹
此
蚊
部
術
を
の
り
抱
え
て
賊
後
問
い
の
賞
的
孫
娘
を
邑
き
く
画

し
た
0
0
串
安
保
　
－
　
そ
の
敗
北
の
週
継
は
い
か
に
止
贈
さ
れ
た
か
4
0
0
円

日
本
共
産
党
史

田
川
和
夫
著
訊
講
と
秋
晴
の
撮
み
通
っ
た
恥
ず
べ
き
H
共
焦
史
を
完
的
な
さ

ま
で
に
批
判
し
刑
舶
袖
調
弦
枠
に
強
力
に
薯
与
し
な
先
駆
的
労
作
5
0
0
円

戦
後
日
本
軍
命
運
動
史
戦
後
革
命
の
籠
工
・
Ⅱ

田
川
和
夫
警
職
級
革
命
の
吊
指
か
ら
4
9
年
決
戦
の
敗
走
ま
で
の
苦
闘
と
敗
北

の
狸
史
を
今
日
的
祝
日
か
ら
照
射
し
て
そ
の
蕪
味
を
鈍
く
悶
っ
合
7
5
0
円

日
本
型
社
会
民
主
主
義

岸
本
健
－
膏
沌
劫
と
薄
逆
を
技
け
ら
労
農
況
以
来
の
あ
が
国
に
お
け
る
杜
氏

の
歴
史
を
鋭
く
別
摸
し
戦
闘
的
左
只
へ
の
止
帰
を
模
索
す
る
労
作
4
5
0
円

日
本
ア
ナ
キ
ズ
ム
労
働
運
動
史

穀
原
晋
大
部
著
大
遊
卒
件
以
前
か
ら
減
後
に
至
る
ま
で
労
幽
蛾
録
に
お
け
る

日
本
ア
ナ
キ
ス
ト
の
普
髄
を
蕾
を
資
瀞
を
駆
使
し
て
跡
つ
け
る
6
0
0
円
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私
書
の
轍
で
あ
れ
／

国
家
公
認
の
民
衆
へ
の
加
害
者

秋
　
山
　
　
清

あ
の
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
必
要
か
ら
、
今
年
二
月
の
日
刊
新
聞

と
同
じ
こ
ろ
の
週
刊
誌
を
す
こ
し
ば
か
り
読
ん
で
み
て
、
痛
感
し
た
の
は
、
そ

の
前
後
の
、
毎
日
や
た
ら
と
大
き
な
見
た
し
か
つ
づ
け
ら
れ
た
連
合
赤
軍
の
記

事
が
、
今
日
み
る
と
意
外
な
ほ
ど
白
々
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

記
憶
で
は
も
う
少
し
緊
迫
感
が
あ
り
、
は
げ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
の

だ
が
、
そ
れ
か
ら
が
っ
て
い
る
。
大
き
な
活
字
の
大
き
な
見
出
し
は
、
あ
っ
た

こ
と
を
報
道
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
先
、
何
が
起
る
か
わ

か
ら
ん
、
何
か
予
期
せ
ざ
る
事
件
が
起
る
ぞ
と
い
う
不
安
と
い
ら
だ
た
し
さ
と

を
、
そ
れ
を
見
る
あ
れ
わ
れ
に
脅
し
を
か
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
緊
迫
感
と
い

ぅ
の
は
そ
の
予
感
に
よ
る
も
の
で
、
後
に
な
っ
て
み
る
と
、
事
が
終
っ
て
し
ま

っ
て
、
予
感
程
の
も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
、
今
は
大
見
出
し
が
そ
ら
ぞ
ら
し
く

な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
不
安
と
期
待
を
醸
も
ず
と
こ
ろ
に
、
新
聞
の
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
ふ
と
思
っ
た
。
善
い
と
か
悪
い
と

か
の
問
題
で
は
な
く
、
毎
朝
の
新
聞
を
ひ
ろ
げ
る
と
き
、
今
日
は
何
か
目
あ
た

ら
し
い
こ
と
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
と
い
う
奇
妙
な
期
待
の
思
い
が
自
分

に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
。
し
か
し
新
聞
が
活
字
の
大
小
を
あ
や
つ
っ
て
わ
れ
わ

れ
に
新
聞
存
在
の
意
味
を
押
し
っ
げ
ろ
く
ら
い
の
事
件
は
昨
今
欠
け
る
こ
と
が

な
い
。
い
ち
じ
る
し
く
世
の
中
が
、
轟
を
荒
だ
て
て
い
え
ば
、
お
ど
ろ
く
べ
き

こ
と
（
人
間
の
生
存
と
生
活
と
を
脅
や
か
す
こ
と
）
を
欠
か
な
い
時
代
で
あ

る
。
私
な
ど
が
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
人
間
が
生
き
て
安
心
し
て
蒸
す
こ
と

の
た
め
に
、
何
一
つ
政
策
が
き
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
見
え
な
い
。
資

本
家
階
級
に
金
が
儲
か
れ
ば
そ
れ
が
日
本
人
に
と
っ
て
所
得
倍
増
で
あ
り
、
生

活
の
幸
福
だ
と
い
う
一
方
的
な
論
理
に
終
始
し
て
き
た
。
そ
の
果
て
に
今
環
撹

問
題
だ
、
と
い
っ
て
こ
れ
を
馬
鹿
に
す
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
昨
今
国
の

大
問
題
と
し
て
さ
わ
ざ
立
て
て
い
る
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
笑
止
千
万
の
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
笑
止
と
は
い
っ
て
も
放
っ
て
お
け
な
い
と
い
う
眼
前
の
事
実

に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
先
、
ま
た
振
ま
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
日
市
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
害
が
公
害
と
結
論
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
ら

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
れ
は
苺
の
始
め
か
ら
害
の
発
生
は
ど
の
程
度
に
か
予

測
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
書
が
起
る
ま
で
は
（
書
が
起
っ
て
も
）
容
易
に
そ
の

責
任
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
海
か
ら
汚
れ
た
奇
形
の
魚
が
と
れ
は
じ
め
て
も
、

企
業
者
は
そ
の
筈
の
判
定
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
人
に
病

害
が
起
っ
て
も
、
裁
判
を
侯
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
保
証
に
応
ず
る
。
国
家
が

認
定
し
許
可
し
た
事
業
に
人
間
へ
の
加
害
が
あ
っ
て
も
罪
悪
と
さ
れ
な
い
資
本

主
義
国
家
の
論
理
が
こ
こ
に
は
在
る
の
た
。
四
日
市
の
問
題
は
、
あ
す
こ
に
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
を
許
し
た
政
府
の
方
針
が
ま
っ
さ
き
に
定
ま
っ
て
（
そ
の
こ
と
を

定
め
さ
せ
た
著
は
資
本
家
だ
）
、
そ
れ
か
ら
膏
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
固
く
国
の

経
済
発
展
に
必
要
だ
、
と
い
う
立
場
か
ら
の
政
策
で
あ
る
。
鹿
島
港
も
瀬
戸
内

海
沿
岸
の
工
場
被
害
も
、
北
九
州
市
の
汚
濁
悪
臭
の
海
も
、
大
阪
港
の
そ
れ

も
、
ま
っ
た
く
「
国
家
」
の
経
済
的
必
要
か
ら
生
れ
た
。
国
家
経
済
の
立
場
か
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、

ら
す
る
工
場
の
立
地
条
件
は
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
企
業
を
さ
か
ん
に
し
て
経

済
大
国
と
な
る
た
め
に
、
急
に
改
善
の
方
向
へ
の
変
化
は
あ
り
得
な
な
い
。
そ

の
よ
う
な
国
家
経
済
に
立
っ
て
、
い
ま
環
境
の
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
如
何
と
も
為
し
難
い
ほ
ど
の
加
害
事
実
を
前
に
し
て
、
は
た
し
て
わ

が
国
の
政
治
家
、
資
本
家
階
級
に
、
日
本
人
の
生
活
環
境
を
安
全
で
健
康
に

し
、
う
つ
く
し
い
国
に
す
る
意
志
が
あ
り
得
る
か
。
環
境
閻
魔
は
そ
の
本
来
は

至
っ
て
筋
み
ち
の
あ
か
り
や
す
い
問
題
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
論
議
す
る
必
要

も
な
い
。
「
公
害
」
の
概
念
の
誤
り
を
改
め
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
そ

の
解
決
、
改
善
の
方
向
は
自
ず
と
は
っ
き
り
見
え
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
　
「
公

害
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
日
市
公
害
の
裁
判
の
判
決
の
と
き
、
裁
判
所
の
高
い
窓
か
ら
「
勝
訴
」
と

い
う
幕
が
垂
ら
さ
れ
、
見
た
者
た
ち
が
勝
っ
た
、
勝
っ
た
と
感
激
し
た
。
そ
し

て
私
は
「
勝
っ
た
」
と
い
う
喜
び
方
に
、
ち
ょ
っ
と
疑
問
を
向
け
た
。
「
公

害
」
と
い
う
も
の
を
挟
ん
で
被
害
者
が
「
勝
っ
た
」
と
は
あ
ま
り
に
民
衆
が
追

い
つ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
で
は
な
い
か
。
裁
判
を
ま
た
な
け
れ
ば
「
公

害
」
問
題
が
解
決
し
な
い
と
は
何
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
に
「
公
害
」
と
い
う

言
葉
に
ひ
そ
ん
だ
、
大
き
な
国
家
と
民
衆
の
問
題
が
あ
る
。

問
題
を
単
純
化
し
て
い
う
と
、
四
日
市
周
辺
の
漁
民
は
、
魚
が
と
れ
な
く
な

り
、
奇
形
の
魚
が
出
て
来
た
時
点
で
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
破
壊
す
れ
ば
い

い
の
で
あ
る
。
国
家
が
認
め
て
許
し
た
企
業
だ
と
い
う
こ
と
で
そ
こ
か
ら
発
す

る
書
誌
を
「
公
害
」
と
誰
が
認
め
、
名
づ
け
た
の
で
あ
る
か
。
公
害
と
い
う
言

葉
は
、
国
家
公
共
の
た
め
に
必
要
な
る
事
業
経
営
な
る
が
故
に
止
む
な
く
起
る

害
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
か
ら
の
、
政
府
や
国
家
が
認
め
た
が
故

に
公
害
と
い
う
言
葉
を
僑
称
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
権
力
が
資
本
家
階

級
に
塾
断
さ
れ
て
い
る
と
き
、
国
民
皆
兵
の
国
家
が
敢
え
て
す
る
戦
争
に
は
経

ち
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一
人
も
の
こ
さ
ず
従
軍
す
る
義
務
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
経
済
大
国
日
本
の
企
業

に
よ
る
被
害
は
、
止
む
を
得
ざ
る
公
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
国
民

は
こ
の
被
害
を
止
む
を
得
ぬ
も
の
と
し
て
受
け
る
義
務
が
あ
る
の
澄
、
と
い
う

観
念
が
皆
無
と
い
い
得
る
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
企
業
の
収
入
が
人
々
の
生
活
を
支
え
、
国
家
の
経
済
を
支

え
て
い
る
、
人
畜
に
書
が
あ
る
く
ら
い
の
こ
と
で
、
「
公
害
」
な
ど
と
い
わ
れ

て
非
難
さ
れ
て
た
ま
る
か
、
と
い
う
資
本
家
ど
も
の
民
衆
蔑
視
は
、
日
本
チ
ッ

ソ
の
被
害
思
考
に
た
い
す
る
暴
力
反
撃
の
姿
勢
に
現
あ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
通
し
て
み
て
、
そ
の
観
念
の
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
「
公
害
」
と
い
う

言
葉
の
指
す
中
味
で
あ
る
。

問
題
は
単
純
明
快
な
は
ず
で
あ
る
。
社
会
百
般
の
こ
と
は
民
衆
の
幸
福
の
た

め
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
誰
も
そ
う
い
っ
て
い
る
。
国
の
た
め

に
人
民
は
命
を
投
げ
出
す
こ
と
を
国
是
と
し
た
の
は
菅
の
こ
と
で
あ
る
。
少
く

と
も
民
衆
の
幸
福
の
た
め
に
万
事
が
判
定
さ
れ
、
結
論
き
れ
ね
は
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
に
、
文
化
国
家
は
反
論
を
も
た
な
い
筈
で
あ
る
。
（
幸
な
こ
と
に
日
本

は
ほ
ん
の
四
分
ノ
一
世
紀
前
に
そ
の
宣
言
を
発
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
）

そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
何
の
疑
問
も
な
く
わ
れ
わ
れ
は
「
公
害
」
と
い
う
言

葉
を
つ
か
っ
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
企
業
は
す
べ
て
私
ご
と
に
す
ぎ

な
い
。
何
々
法
人
と
い
っ
て
も
私
ご
と
に
す
ぎ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

現
在
、
国
家
も
与
論
も
あ
る
い
は
法
律
ま
で
が
、
国
家
が
許
し
た
企
業
は
発

す
る
書
を
被
害
者
の
立
場
に
立
っ
て
公
害
と
い
う
受
身
の
形
で
と
ら
え
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
そ
れ
は
私
書
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
起
っ
て
い
る
環
境
被
害
の
問
題
ほ
ど
、
国
家
と

／
↓
う
も
の
の
性
格
を
、
民
衆
の
前
に
む
き
出
し
に
見
て
と
れ
る
も
の
は
な
い
。

大
企
業
も
一
民
衆
も
、
国
家
が
民
衆
の
幸
福
の
た
め
の
機
関
で
あ
る
な
ら
ば
、

＼
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対
等
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
心
弱
く
も
、
あ
た
か

も
国
内
の
大
企
業
の
た
め
に
国
家
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら

え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
ん
な
風
な
い
い
方
で
解
剖
出
来
る
ほ
ど
日
本
と
い
う
国
は
単
純

で
は
な
い
が
、
大
筋
は
、
何
れ
と
す
る
も
わ
れ
わ
れ
民
衆
庶
民
の
幸
福
の
た
め

と
い
う
大
義
名
分
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
戦
車
が
、
安
保
協
定
を
無
視
し
て
墓
地
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
向
け
の

港
湾
ま
で
運
送
さ
れ
て
い
る
の
を
、
横
浜
市
長
が
協
定
に
し
た
が
っ
て
阻
止
し

て
も
、
引
か
え
し
て
手
続
き
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一
歩
も
退
か
ず
に
、
無
言
の
武

装
威
嚇
の
ま
ま
で
対
晦
し
て
い
る
　
（
一
九
七
二
、
八
、
四
現
在
）
。
た
ぷ
ん
日

本
政
府
は
こ
れ
ら
の
緊
急
の
無
理
な
措
置
を
は
じ
め
か
ら
内
諾
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
日
本
民
衆
の
大
衆
的
意
志
は
「
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
」
で
あ
る
と
き
、

政
府
と
資
本
家
階
級
は
「
ベ
ト
ナ
ム
に
武
器
を
」
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
じ
姿

の
対
立
が
、
国
内
の
企
業
公
害
を
挟
ん
で
民
衆
と
政
府
と
の
間
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
、
明
白
な
尊
実
で
あ
る
。
政
府
が
環
暁
庁
な
ど
つ
く
っ
た
っ
て
、
瀬

戸
内
海
の
水
が
昔
の
明
媚
清
爽
に
戻
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
政
策
的
に
、
尾
瀬
の

観
光
道
路
く
ら
い
は
止
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
ど
の
企
業
一
つ
を
も
中
止
さ

せ
る
こ
と
は
出
来
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
政
府
と
資
本
家
を
一
丸
と
し
て
私
企

業
群
の
発
す
る
環
境
破
壊
と
大
気
と
海
の
汚
染
を
「
公
害
」
と
称
す
る
そ
の
出

発
の
観
念
か
ら
し
て
、
ま
っ
た
く
非
現
実
、
非
民
衆
的
な
発
想
だ
か
ら
で
あ

る
。
四
日
市
を
始
め
と
す
る
各
地
の
石
油
っ
ン
ピ
ナ
ー
ト
な
ど
に
は
、
あ
る
種

の
制
限
や
菩
防
止
の
手
続
き
を
と
ら
せ
る
だ
ろ
う
が
、
金
儲
け
を
目
的
（
反
民

衆
性
を
前
提
と
し
て
い
る
）
と
す
る
の
か
国
家
庇
護
の
大
企
業
の
本
性
で
あ
っ

て
見
れ
ば
、
法
律
を
移
動
さ
せ
、
基
準
を
ず
ら
せ
、
取
締
り
の
諸
規
則
を
ゆ
る

め
、
も
っ
て
合
法
的
な
る
書
発
生
許
容
の
範
囲
を
、
別
の
方
面
に
拡
大
し
て

－　）」。－鳥目日当立－　－

も
、
あ
く
ま
で
反
民
衆
的
な
企
業
の
延
命
と
そ
の
拡
大
に
狂
奔
し
、
国
家
は
必
ず

そ
れ
を
た
す
け
る
、
た
す
げ
な
い
よ
う
な
政
府
は
つ
ぶ
れ
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
裁
判
に
勝
っ
た
な
ど
と
い
う
甘
い
喜
び
に
は
警
戒
を
要
す
る
。
目

の
前
に
詰
物
が
流
出
し
て
い
る
。
毒
物
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
以
前
と
の
環
髭

の
実
際
の
変
化
で
明
か
な
の
に
、
企
業
の
権
利
だ
と
か
、
許
容
量
だ
の
、
規
制

法
だ
の
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
即
座
の
廃
止
を
た
め
ら
わ
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま

れ
て
い
る
。
い
つ
も
裁
判
が
黒
白
を
、
被
害
者
に
有
利
に
定
め
る
と
思
う
と
大

間
違
い
で
あ
る
。
足
尾
の
鉱
輩
問
題
の
長
い
歴
史
と
経
緯
を
思
え
は
、
民
衆
を

国
家
と
法
律
が
守
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
か
。

問
題
を
、
こ
の
文
章
の
始
め
に
も
ど
し
て
、
新
聞
報
道
が
、
大
見
出
し
に
よ

っ
て
次
に
更
に
起
る
べ
き
こ
と
の
期
待
に
於
て
あ
れ
わ
れ
に
肉
迫
し
て
来
る
状

況
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
更
に
も
っ
と
大
し
た
こ
と
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
　
一

と
い
う
「
期
待
」
が
い
つ
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
見
出
し
の
背
後
に
あ
る
。
　
3

浅
間
山
荘
の
渡
滅
以
後
、
あ
の
日
以
上
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。
四
日
市
公
害
一

判
決
以
後
、
更
に
そ
れ
以
上
の
、
民
衆
の
た
め
の
判
決
が
あ
り
得
る
と
思
う

か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
「
公
害
」
と
認
め
る
限
り
、

敵
に
も
存
在
の
理
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
合
法
的
に
企
業
の
経
営

を
許
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
継
続
と
発
展
に
国
家
は
責
任
な
し
と
は
い
え
な

い
。
そ
の
表
現
が
即
ち
「
公
害
」
と
い
う
も
の
だ
。
私
の
見
解
は
あ
れ
こ
そ
私

企
業
で
あ
る
。
彼
ら
は
利
潤
追
及
の
た
め
の
民
衆
へ
の
加
害
者
で
あ
る
。
わ
が

国
に
お
い
て
は
彼
ら
こ
そ
、
最
高
の
加
害
者
群
で
あ
る
。
被
害
か
ら
民
衆
を
救

う
た
め
の
環
瑳
回
復
の
道
は
、
そ
れ
ら
の
企
業
を
漬
す
こ
と
に
し
か
な
い
。
が
ま

ず
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
国
家
や
政
府
に
は
、
始
め
か
ら
皆
無
の
問
題
で
あ
る
。

民
衆
が
私
企
業
の
轍
に
な
る
と
い
う
方
向
を
民
衆
が
持
ち
得
る
時
が
、
あ
る

で
あ
ろ
う
か
。
（
七
二
、
八
、
五
）


