
(1)

研

究
「自

由

・
平
等

・
友

愛

」

の

21
世

紀

的

展

開

ー
1

西
洋

政
治
思

想
史

か
ら

の
21
世
紀

へ
の

メ

ッ
セ

ー
ジ
ー

西

尾

孝

司

1

温

故
知
新

と
し

て
の
思
想
史

古
き

を
た
ず

ね
求

め

て
、
新

し
き

知
見
を

得

る
ー

こ
れ
が

温
故
知
新

で
あ

る
。
政
治

思
想
史
と

は
、

思
想

の
歴
史

で
あ

る
。
歴
史
を

学

ぶ
意

義

の
重

要
性

に

つ
い
て
は
、

こ
れ

ま

で
に
多

く

の
歴
史
学

者

や
思
想

家
た
ち

に
よ

っ
て
強
調

さ

れ

て
き

た
。

例
え

ば

、

マ
キ

ァ
ベ
リ
は

、
歴
史
を

学

ぶ
こ
と
は
人

間
を
学

ぶ

こ
と

に
ほ
か
な

ら
な

い
こ
と
を
強

調

し

て

い
る
。
か

れ
は
、
人

間
性

の
普

遍
性
を
確

認
し

つ
つ
、
そ

れ

ゆ
え

に

こ
そ
歴
史

の
中

の
人
間

の
行

動
様
式

を
分
析

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
あ

る
人
物

の
挫

折
と

成
功

の
原
因
を

究
明

し
、
も

っ
て
今
後

の
人
間

の
生
き
方

の
指
針
を
得

る
こ
と
が

で
き

る
と

考
え

た
。

こ
れ

を
約
言

し

て

い
え
ば
、

人
は

い
か

に
生
き

る

べ
き

で
あ

る
か
を

知
り

た

い
な

ら
ば
、

歴
史

上

の
人
物

を
研
究

し

な
け
れ
ば

な
ら

な

い
、
と

い
え

る

の
で
あ
る
。
す

な
わ

ち
、
歴
史
を
研

究
す

る
こ
と
は
、
人
間
を

研
究
す

る

こ
と
な

の
で
あ

る
。
性
悪

な
人

間

の
挫
折

と
成
功
も
善

良

な
人
間

の
挫
折

と
成
功
も

、

と
も

に
、

そ

の
時

代
状

況

に
よ

っ
て

い
る
。
性
悪

な

人
間

は
必
ず
失

敗

し
、
善

良
な

人
間

は
必

ず
成
功

す

る
も

の
で
は
な

い
。
歴
史

は
、

そ

の
逆

の
事
例

に
満
ち
満
ち

て

い
る
。

こ
こ

に
、

マ
キ

ァ
ベ
リ
は
、
歴
史

の
中

に
人
間
を
学

ぶ
こ
と
を
強
調

し
た

の
で
あ

る
。

人
類

の
諸
課
題

の

「
積

み
残

し
」
と

し
て

の
思

想
史

思
想
史

は
、
新

し

い
価
値

観
念

の
創
造
と

そ

の
未

解
決

の
歴
史

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。
思
想
史

は
、
そ

の
時
代
と

そ

の
社

会

の
新

し

い
課

題
を
発
見

し
、

そ

の
解
決

方
法
を

提
起

し
よ
う

と
す

る
と

こ
ろ

に
そ

の
成

立
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を

み

る
。

し
か

し

な
が
ら
、

そ

の
課
題

が
そ

の
同
時
代

に
お

い
て
解

決
を

み
た
こ
と
は
ほ

と

ん
ど

な

か

っ
た

と

い
え

る
。

い
う

ま

で
も
な

く

、
純
粋
内

発
的

な
源
初

的
観
念

が
思
想
家

た
ち

に
よ

っ
て
次

々
と
創

造

さ
れ
た

な
ど
と

い
う

歴
史

的
事
実

は
な

い
。

そ
の
よ
う

な
純
粋

内

発
的
観
念

は

、

近
代

に
お

い
て
は
皆
無

で
あ

っ
た
と

い
う

も
過
言

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

。
す
な

わ

ち
、
人

類
史
上

は

じ
め

て

の
完
全

に

新

し

い
さ
ま
ざ

ま

な
観
念

が

思
想

家
た
ち

に
よ

っ
て
次

々
と
生
み
出

さ
れ

て
き
た

な
ど
と

い
う

こ
と

は
、
思

想
史

の
事

実

に
反

す

る
。

そ

れ

ゆ
え

に

こ
そ

、

「
温
故

知
新
」

と

い
う

言
葉
は

、
思
想
史

を
学

ぶ
上

で
非
常

に
重

要
な
教
訓

な

の

で
あ

る
。

D

・
G

・
タ

ン
ネ

ン
バ
ウ

ム
と

D

・
シ

ュ
ル

ツ
は
そ

の
近
著

『
諸
観
念

の
発
明
者

た
ち
l
l

西
洋

政
治
哲

学
入
門
』

に
お

い
て
、
次

の

よ

う

に
述

べ
て

い
る
。
「
な

に
が
新

し

い
も

の
で
あ

る
か

を

認
識
す

る
た
め

に
は
、

そ
れ

が
出
現

す

る
時

や
そ
れ
が
出

現
し
よ
う

と
す

る

(
1

)

時

に
、
ま

ず
、

な

に
が
古

い
も

の
で
あ

る
か
を
知

る

こ
と
か

ら
始

め
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
」
。

西
洋

政
治

思
想

史
上

の
基
本

的
な
諸
観
念

の
ほ
と

ん
ど

は
、
極
言

す
る
な

ら
ば

、
古
代

ギ

リ
シ

ャ
お
よ
び

古
代

ロ
ー

マ
と

そ

の
以
前

に

形

成

さ
れ

た
も

の

で
あ
る

、
と

い
い
う

る

で
あ

ろ
う
。

こ

こ
に

「
温
故
知

新
」

が
強
調

さ
れ

る
所

以
も
あ

る
。

「
温
故

」

に
よ

っ
て

「知

新

」

に
至

る
。

温

故
な
く

し

て
知

新
は
あ
り

え
ず

、
知

新

へ
の
第

一
歩
は
温
故

に
よ

っ
て

の
み
拓

か

れ
る
。

な

ぜ
な

ら
ば
、
わ

れ
わ

れ

の

今

日
は
、
長

い
過

去
か
ら

の
歴
史

的
継
承

に
ほ
か

な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は

、
長

い
長

い
歴
史

の
重

み

の
中
に
生
き

て

い
る

(
2

)

の
で
あ

る
。
こ

こ

で
は
、
グ

レ
ア
ム

・
ウ

ォ
ー
ラ

ス
の
指
摘

し
た

《
社
会
的
遺
産
論

》
が
想

起
さ

れ

て
も

よ

い
で
あ

ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
は

、

祖

先

か
ら
継
承

し

た
社
会

的
遺
産

に
よ

っ
て
考
え

、
生

活

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

政

治
思

想
史

は

、

「積

み
残

し
」

の
歴
史

で
あ

っ
た
。

こ

こ
で

「積

み
残

し
」
と

は
、

思
想
家

た

ち

に
よ

っ
て
提
起

さ
れ
た

課
題

が
充

分

に
解

決

さ
れ
な

か

っ
た
か

、
ま
た
は

、
全

く
解
決

を

み
な

か

っ
た

こ
と
を
意
味

す

る
。
古

代

ギ
リ

シ
ャ
の
哲
学
者

た
ち

に
よ

っ
て
唱
道

さ

れ
た
、
自
由

・
平
等

・
友
愛

・
正
義

・
民
主
政

・
最
高

善

・
美
徳

・
所
有

・
幸
福

・
禁

欲

・
快
楽

・
中
庸

と

い
う
価

値
観
念

は
、

そ

の

二
千

数
百
年

後

の
今

日
に
お

い
て
も
、

な
お
も

、
充
全

に
は

そ
の
実

現
を

み

て
い
な

い
。

し
か
し

な

が
ら
、
積

み
残

さ

れ
た

理
念

に
は

、
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3

ト

レ

　

ガ

　

必
ず
、

そ

の
担

い
手

が
繰

り
返
し

現
わ
れ

た

こ
と
も
事

実

で
あ

る
。

思
想
史

は
、
時

代

の
経
過
と

共

に
、
多

く

の
人

類
史

的

課
題
を
積

み
残

し

て
き

た
。

そ
れ
は

、
あ

る
思
想

は
そ

の
時
代

の

つ
き

つ
け

た

さ
ま
ざ
ま

な
課
題

と
格
闘
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

る
か

ら
で
あ

る
。
思
想
史

は
、

人
類

が
積

み
残

し
た
課

題

の
集

積

で
あ

る
。

思

想

史

は
、
人
類

の
発
見

し
た

理
想

の
カ

ン
ヅ

メ
で
あ
る
と

も
別

言
で
き

る
。
そ

れ
は
、

そ

の
扉
を

開
き

、

そ
れ
を

知

ろ
う

と
努
力

す

る
人

に
の
み
拓

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

ほ
と

ん
ど

の
思

想
家

や
哲
学
者

た
ち

は

、
自

ら

歴
史
を

創
造
す

る

こ
と

は

で
き

な

い
で
あ

ろ
う

。
し
か

し
、
歴

史

は
、

思
想
家

や
哲
学

者

た
ち

に
よ

っ
て
発
見
さ
れ

た
価

値
観

念
を
実

現

し
よ
う

と
す

る
民

衆

や
政
治
的

指
導
者

に
よ

っ
て

つ
く

ら
れ
た

限
り

に
お

い
て
、
思
想

家

や
哲
学
者

た
ち

は
人
類
史

の
進

歩

の
う

ち

に
大

い
な

る
影
響

力
を
も

っ
て

い
た
。
歴
史

の
中

に
生
き

て
き
た

思
想

家
や
哲

学
者
た
ち

は
、

そ

の
同
時
代

に
大
き

な
影

響
力
を

与
え

た
場
合

と

、
む
し

ろ
そ

の
没
後

に
大

き
な
影

響
力

を
与
え

た
場
合
と

に
分

類
す

る

こ
と
も

可
能

で

あ

る
。
前
者

の
代
表

的
人
物
と

し

て
は
、

ジ

ョ
ン

・
ロ

ッ
ク
を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き

よ
う

。
後
者

の
そ

れ
と

し

て
は

、

マ
キ

ァ
ベ
リ

、

ル

ソ
ー
、

ベ
ン
サ

ム
を
あ

げ
る

こ
と

が

で
き

る
。

マ
ル
ク

ス
は
、
後

者

の
例

で
あ

る
。

『
諸
観
念

の
発

明
者
た
ち
』

に
お

い
て
、
D

・
G

・
タ

ン
ネ

ン
バ

ウ

ム
と

D

・
シ

ュ
ル

ツ
は

、

こ
れ
ま

で
の
西

洋

政
治

思
想
史

上

に
お

(
3

)

け

る

諸

観

念

の
主

た

る
発

明

者

と

し

て

、

次

の

二
九

名

の
思

想

家

た

ち

を

と

り

上

げ

て

い
る

の

で

、

こ

こ

に
紹

介

し

て
お

き

た

い
。

ソ

フ

ォ

ク

レ

ス

(前

四
九

六
-

四

〇

⊥ハ
)

ア

リ

ス
ト

フ

ァ
ネ

ス

(前

四

四

五
-

三

八

五

)

プ

ラ
ト

ン

(前

四

二
七

-

三

四

七

)

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

(前

三

八

四

-

三

二

二
)

キ

ケ

ロ

(前

一
〇
六

-

四

三

)

パ

ウ

ロ

ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス

(
三

五

四
-

四

三

〇

)

ジ

ョ
ン

・
オ

ブ

・
ソ

ー

ル
ズ

ベ
リ

(
=

一
五
-

一

一
八

〇
)

ト

マ
ス

・
ア

ク

ィ

ナ

ス

(
一
二

二

五

-

七

四

)

ダ

ン

テ

(
一
二

六

五
1

=

二
二

一
)

マ

ル

シ

リ

ウ

ス

・
オ

ブ

・
パ

ジ

ュ

ア

(
一
二

七

五

1

=

二
四

三

)

ニ

ッ
コ

ロ

・
マ
キ

ァ
ベ

リ

(
一
四

六

九

-

一
五

二
七

)

マ

ル

チ

ン

・
ル

タ
ー

(
一
四

八

三
-

一
五

四

六

)

ジ

ョ

ン

・
カ

ル
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ヴ

ィ

ン

(
一
五

〇
九
-

六

四

)

ニ

コ

ラ
ス

・
コ
ペ

ル

ニ

ク

ス

(
一
四
七

三
-

一
五
四

三
)

フ

ラ

ン
シ

ス

・
ベ
ー

コ

ン

(
一

五

六

一
-

一
六

二

六

)

ル
ネ

・
デ

カ

ル
ト

(
一
五

九

六
-

一
六

五

〇
)

ア

イ
ザ

ッ
ク

.
ニ

ュ
ー

ト

ン

(
=

ハ
四

二

ー

一
七

二

七
)

ト

マ
ス

・
ホ

ッ
ブ

ス

(
一
五

八
八
-

一
六

七

九

)

ジ

ョ
ン

・
ロ

ッ
ク

(
一
六

三

ニ
ー

一
七

〇

四
)

ジ

ャ

ン

.

ジ

ャ

ッ
ク

.
ル

ソ

ー

(
一
七

一
二
ー

七

八

)

メ

ア

リ

・
ウ

ル

ス
ト

ン

ク

ラ

フ
ト

(
一
七

五
九

-

九

七

)

デ
イ

ヴ

ッ
ト

.
ヒ

ュ
ー

ム

(
一
七

一

一
-

七

六

)

エ
ド

マ
ン
ド

・
バ

ー

ク

(
一
七

二
九
ー

九

七

)

イ

マ

ニ

ュ

エ
ル

・
カ

ン
ト

(
一
七

二
四
-

一
八

〇

四

)

ジ

ョ

ン

・
ス

チ

ュ
ア

ー

ト

・
ミ

ル

(
一
八

〇

六
-

七

三

)

カ

ー

ル

.
マ

ル

ク

ス

(
一
八

一
八

-

八

三

)

シ

グ

ム

ン
ト

.
フ

ロ
イ

ト

(
一
八

五

六
-

一
九

三

九

)

フ
リ

ー

ド

リ

ヒ

・
ニ
ー

チ

ェ

(
一
八

四

四
-

一
九

〇

〇
)

以

上

の
二
九

名

の
思

想

家

た

ち

が

ど

の
よ

う

な

観

念

を

発

明

し

た

か

は

、

『
諸

観

念

の

発

明
者

た

ち

』

を

読

ん

で

い
た
だ

く

ほ

か
は

な

い
。
し

か

し
、
か

れ
ら

の
生

涯

と

思

想

の
簡

単

な

ヒ

ン
ト

は

、
人

名

事

典

や
百

科

事

典

を

参

照

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

ま

た

、

か

れ

ら

の
主

著

の
ほ

と

ん

ど

は

日
本

語

に
翻

訳

さ

れ

て

い
る

の

で
、

興

味

の
あ

る
思

想

家

の
翻

訳

を

読

む

機

会

を

つ
く

っ
て

い
た

だ
き

た

い
。

「
自

由

・
平

等

・
友

愛

」

と

フ

ラ

ン

ス
大

革

命

「
自

由

・
平

等

・
友

愛

」

(
い
8
Φ
暑

℃
国
ρ
口
国
俸
く
山
昌
α
「
H
餌
辞Φ
村
⇒
淳
S

は

、

フ
ラ

ン

ス
大

革

命

の
ス

ロ
ー
ガ

ン
と

し

て
知

ら
れ

て

い
る
。

フ
ラ

ン
ス
大
革
命

は
、

「
自
由

・
平
等

.
友
愛
」

を
実

現
し
よ
う

と
し

て
引

き
起

こ

さ
れ
た

革
命

で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、

ル
イ
絶
対

王
政
を
打

倒
し
、
近
代

社
会
を
築

こ
う

と
し
た
革
命

で
あ

っ
た
。

こ
こ

で
あ
え

て
あ
ま
り

に
も
自

明
な

こ
と
を
確

認
す

る
な

ら
ば

、

そ

こ

に
は
次

の
二

つ
の
大
前

提

が
あ

っ
た

。

そ

の

一
つ
は
、
封
建

的
身

分

制
社
会

で

は

「自

由

・
平

等

・
友
愛
」
は
実

現

で
き
な

い
と

い
う
前

提
で
あ
り

、
も
う

一
つ
は
、

近
代
社

会

は

「
自

由

.
平
等

.
友
愛

」
を
実
現
す

る
こ
と

が

で
き

る
で
あ

ろ
う
と

い
う

前
提

で
あ

る
。

封
建
的
身

分
制
社
会

に

つ
い
て
は

、
福
沢

諭
吉
が
次

の
よ
う

に
喝
破

し
て

い
る
。

「
藩

の
制
度

は
守
旧

一
偏

の
有
様

で
、
藩

士
銘

々
の
分

限

が
チ

ャ
ン
ト
定
ま

っ
て
、

上
士
は
上

士
、

下
士

は
下
士

と
、
箱

に
入

れ
た

よ
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う

に
し

て
、
そ

の
間

に
少

し
も

融
通

が
あ
ら

わ
れ
な

い
。

ソ
コ
で
上
士
族

の
家

に
生
ま

れ
た
者

は
、
親
も
上

士
族

で
あ

れ
ば

子
も

上
士

族

、
百
年
経

っ
て
も

そ

の
分

限
は
変

わ
ら
な

い
。
従

っ
て
小
土
族

の
家

に
生
ま

れ
た
者

は
、

お

の
ず

か
ら
上

流
士
族

の
者

か
ら
常

に
軽

蔑

を
受

け

る
。
人

々
の
知
愚
賢

不
肖

に
拘
わ

ら
ず
、
上

士
は

下
士
を

目
下

に
見

下
す
と

い
う

風
が
専

ら
行
わ

れ

て
、
私

は
少
年

の
時

か

ハ
　

ね

ら

ソ
レ
に

つ
い
て
如

何

に
も

不
平

で
た
ま
ら
な

い
」
。

こ

の
よ
う

な
身
分

制
社
会

で
は

、
自

由
と
平
等

が
実

現
さ
れ

る
こ
と

は
あ
り
え

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

。
逆

に
、

そ

こ
で
は
、
自

由
と
平

等

は
完

膚
な

き

ま

で

に
圧

殺

さ

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、
多

く

の
人

々
は

、
そ

の
こ
と
自
体

に

つ
い
て
気

付

い
て
も

い
な

か

っ

た
。近

代
社
会

へ
の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
的

な
胎
動

は
、
封
建

制
社
会

の
中

に
あ

っ
て
、
自
由

と
平
等

と
を
主

張
す
る

思
想
家

た
ち

の
出

現

に
よ

っ
て
始
ま

る
。

そ

の
噛
矢
と

な

る
思
想
家

が
、
ト

マ
ス

・
ホ

ッ
ブ

ス
で
あ

っ
た
。
か

れ
は
、

『
リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』

(
一
六
五

一
年

)

に
お

い
て
、
原
子

論
的
機

械
論

的
人
間
観

を
強

調
し

て
、
人
間

の
自

由
と
平
等

と

独
立
と

を
主
張

し
た
。
ジ

ョ
ン

.
ロ

ッ
ク
も

、
そ

の
限
り

に

お

い
て
は
、

ホ

ッ
ブ

ス
と

同
様

の
パ

ラ
ダ
イ

ム
を
強

調
し

た
。

か

れ

の

『
市

民
政
府

論
』

(
一
六
九

〇
年

)
は

、
そ

の
た

め
に
書

か
れ

た

も

の
で
あ

る
。

ル

ソ
ー
は
、
そ

の
た
め

に

『
社
会
契

約
論
』

(
一
七

六

二
年

)
を

書

い
た
。

ル

ソ
ー

の
基

本
的

立

場
は
、

「
平
等

な
く

し

て

自
由

な

し
」

で
あ

っ
た
。

そ

の
限

り

で
は
、
そ

れ
は
プ

ラ
ト

ン

の
平
等

論

の
復
活

で
あ

っ
た

と

い
え

る
。
そ
し

て
、

そ
れ
は
、

封
建
的

身

分
制

社
会
を

告
発

し
よ
う

と
す

る
者

に
と

っ
て
は
最
大

限

の
理
論

的
武

器
と

な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
人
間
相

互

の
自
由

と
平
等

と
独
立

を
主
張

す

る
こ
と

は
、
身

分
制

的
秩
序
を

完
全

に
否

定
す

る
も

の
で
あ

っ
た

。

か
れ
ら

は
、
封
建

制
的
身

分
秩
序

の
下
に
お

い
て
身
分
的

隷
従
を

強

い
ら

れ

て

い
た
多
く

の
人

々
の
解
放

理
論

を
準
備

し

た

の
で
あ

る
。

か
れ
ら

が
そ

の
主
観

的
意

図
に
お

い
て
封

建
的
身

分
制
を

否
定

し

つ
つ
人

々
の
解

放
理
論

を
構
築

し

よ
う

と
し

て
い
た

の
か
は
、

こ

こ
で
は
不
問

に
付

し
た

い
。

し
か

し
、
近
代

ブ

ル
ジ

ョ
ア
革
命

が
そ

の
理
論

的
帰
結

で
あ

っ
た

こ
と
は

い
う

ま

で
も

な

い
こ
と

で
あ

る
。
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近
代

ブ

ル
ジ

ョ
ア
革
命

は

、
理
念

的

に
は
、
封
建

的
身

分
制
社
会
を
打

倒
し

て
、
自

由

で
平
等

な
社
会
を

構
築

し
よ

う
と
す

る
革
命

で

あ

っ
た
。
そ

し

て
、

そ

の
よ
う
な
革

命

に
よ

っ
て
、
理
念

的

に
は
、
人

々
は
封

建
的

な
身
分

的
隷
従

か
ら
解
放

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

こ

れ
は

、
学

問
的

に
は

、

「封

建
的
身

分

制
社
会

か

ら

の
個

人

の
析

出
」

と
表

現

さ
れ

て

い
る
。

そ

れ
は

、
ホ

ッ
ブ

ス
と

ロ
ッ
ク

が
想
定

し

た

「
自
然
態

」

に
ほ
か
な

ら
な

い
。

そ

の
限

り

に
お

い
て
は
、
そ
れ
は

、

ル
ソ
ー

の

「
自
然
状

態
」

で
も
あ

っ
た
。
但

し
、

ホ

ッ
ブ

ス
と

ロ

ッ
ク
は
自

然
状
態

を

「
戦
争
状
態

」
と
し

て
描

い
た

の
に
対

し

て
、
ル
ソ
ー
は
こ
れ
を

《
理
想
状
態

》
と

し

て
描

い
た
。
そ

の
相
違

は

、

ル

ソ
ー
が
性

善
説

に
立
脚

し

て

い
た

と

こ
ろ
に
よ

っ
て

い
る
。

し
か
し
、

こ

の
三
者

の

「自

然

状
態
」

論

に
は
共

通
す

る
大

前

提
が
あ

っ

た
。

か
れ
ら

は
、
自

然
状
態

に
お

い
て
は
、
人

々
は
相
互

に
完
全

に
自
由

で
平
等

で
独

立
し

て

い
る
と
考
え

て
い
た

の
で
あ

る

。

近

代

の
政

治
思
想

家
た
ち

が
格
闘

し
た
政
治

学
的
課
題

は
、
そ

の
よ
う

に
封

建
的
身

分
制
社

会
か
ら

解
放

さ

れ

て
自

由

・
平
等

・
独
立

し
た

諸

個
人

を
ど

の
よ
う

に
す

れ
ば

再
統
合

で
き

る
か

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

近
代

の
民
主

主
義

理
論

は

、
そ

の

よ
う

な
自

由

・
平

等

.
独
立

の
諸

個
人
を

再
統

合

し
う

る
も

の
は

な

に
か
と

い
う

政
治
学

的
方
程
式

に
対
す

る
解
答

と
し

て
成

立
を

み
た

も
の
で
あ

る
。
結

論
的

に

い
え

ば
、

封
建

的
身

分
制

社

会

か
ら
解

放

さ
れ

て
原

子
化

し
た

バ
ラ

バ
ラ

の
諸

個

人
を

再
統

合

し
う

る
政

治

方
式

は

《
民
主

主

義

》

し
か
あ
り
え

な

か

っ
た
と

い
え

る
。
人

々
が
す

べ
て
自
由

・
平
等

・
独
立

の
存
在

で
あ

る
限
り

、

そ

の
政

治
的

再
統
合
原

理
は

、
ど

の
よ

う

な
形

態

に
お

け

る
も

の
で
あ

っ
て
も

、
身

分
制

や
特

権

制

を
認

め

る

こ
と

は

で
き

な

い
で
あ

ろ
う

。

そ

れ

は

、
原

理
的

に

は

、

《
共

和
制

》
と

《
民

主
主
義

》
し
か

あ
り
え

な

い
。
そ
れ

は
、
原

理
的

に
は
、
《
共
和
制

民
主
主
義

》

し
か
あ
り
え
な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

原
理

的
主
張

は
、

ル

ソ
ー
の
直

接
民
主
主

義
論
と

ベ
ン
サ

ム

の
代
表
制

民
主
主
義

論

に
お

い
て
完
成

を

み
た
。

ル
ソ
ー

の

直
接

民
主
主

義
論

は
、
近
代
社

会

の
政
治
的
再

統
合
原
理

と
し

て
は
、
最
も
完

壁

に
し

て
純
粋

な
政
治

的
原
理

で
あ

っ
た
。

ベ

ン
サ

ム

の

代
表

制

民
主
主

義
論

は
、

ル

ソ
ー
と

比
較

す

る
な
ら
ば

、

決
定

的

に
後
退

し
た
妥
協

的

原
理

で
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
。

し
か
し

、

(
5

)

ベ
ン
サ

ム
は

、
物
理
的

可
能
性

の
視

点

か
ら
す

れ
ば

、
直
接
民
主

主
義

は

現
実

的

に
は

不
可
能

で
あ

る
と
考
え

て
い
た

の
で
あ

る
。
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友
愛

の
成
立

過
程

と

こ
ろ

で
、
封
建
的
身

分
制
社
会

か
ら
解

放
さ

れ

て
自

由

・
平
等

・
独
立

の
存
在

を
獲

得

し
た
諸
個
人

は

、
そ

の
限
り

で
は
、
原
子
化

し
た
個

別
的
存

在

で
あ

り
、
相

互

に
無
連
絡

な

バ
ラ

バ
ラ

の
諸

個
人

で
し
か

な

い
。

そ

の
よ
う

な

バ
ラ
バ

ラ

の
諸

個

人
が

バ

ラ
バ

ラ
で
存
在

し

つ
づ

け

る
限
り

で
は
、
社
会

的
生
活
を

営
む

こ
と
は

で
き

な

い
で
あ

ろ
う

し
、

ひ

い
て
は
、
自
己

の
生
命

的

生
存

す

ら
も
脅

か

さ
れ
る

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。
人

は

一
人
だ

け

で
は
生
存

し

て
ゆ
く

こ
と
は
不

可
能

に
ち

か

い
か
ら

で
あ

る
。

そ

こ

で
、
自
由

・
平
等

・
独

立

の
存
在

と

し

て
原

子
化

し
た
諸

個
人

は
、
社
会

的

に
連
帯

し
う

る
精
神
的

紐
帯
を

求

め
ざ

る
を
え

な

い
。

こ
こ

に

《
友
愛

》
が
成
立
を

み

る

の
で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら
、
《
友

愛
》

は
突

然

に
成
立
を

み
た
も

の
で
は
な

い
。

そ

の
成

立
ま

で

に
は
、
ま

さ

し
く

歴
史

的

な
時

日
を
要

し

て

い

る

の
で
あ

る
。

《
友

愛

》

が
形

成

さ

れ

る
た

め

に
は

、

そ

の
巨
大

な
前

史

が

あ

っ
た
と

い
う
も

過

三
口
で
は

な

い
。

こ
こ

で
、

少

し

く
、

《
友
愛

》
形
成
史

に

つ
い
て
ふ
れ

て
み
た

い
。

ホ

ッ
ブ

ス
と

ロ

ッ
ク
に
あ

っ
て
は
、
友
愛

に
相
当
す

る
も

の
は

「
自
然

法
」
と

「
理
性
」

で
あ

っ
た
。

こ

の
両
者

に
お

い
て
は

、
自
然

法
と
理

性
は
、

ほ
ぼ
同
義
異
語

と

し

て
考
え

ら

れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち

、
自
然
法

は
理
性

に
よ

っ
て
発
見

さ
れ
解
釈

さ
れ

る
も

の
と

さ
れ

て

い
る
。

か
れ
ら

に
あ

っ
て
は

、
人

は
自

然
法

の
命

令

に
よ

っ
て
社
会

的

な
結
合

を
保
持

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、

非
常

に
重

要
な
法

的
義

務
と

さ
れ

て

い
る
。

シ

ャ

フ
ツ
ベ
リ
と

ハ
チ

ス
ン
は

、
「
道

徳
感

学
派
」

と

い
う
広
義

の
ス

コ

ッ
ト

ラ
ン
ド

歴
史
学

派

に
属
す

る
思
想

家

で
あ

っ
た
。

か
れ

ら

に
と

っ
て
は

、
諸
個
人

の
社

会

性
は
法

的
義
務

で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
は

、
諸

個
人

の

《
倫

理
》
す
な

わ
ち

《
道

徳

》

に
よ

っ
て
当
然

に
実
現

さ
れ
う

べ
き
も

の
と
考

え

ら
れ

て

い
る
。
近

代
社
会

に
お

い
て
原
子
化

し

た
バ

ラ
バ

ラ
の
諸
個
人
を

結
合

す

る
社
会

的
紐
帯

と

し

て
、

シ

ャ

フ
ツ

ベ
リ

は

《
社
会

感

情

》
を

、

ハ
チ

ス

ン
は

《
道
徳

感

》
を
強

調

し

た
。

か

れ
ら
は

、

そ

の
よ
う

な
他

人

へ
の

《
思

い
や

　
　

　

り

》
と

し

て
の
道

徳
的
感
情
を

す

べ
て

の
諸

個
人

が
生
ま
れ

な
が
ら

に
し

て
具
有

し

て

い
る
も

の
と

考
え
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
典
型
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的

な
性
善

説

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
性
善

説

に
立

つ
限
り

、
人

の
社
会
性

は
法

的
義
務

に
よ

っ
て
確
保

さ
れ

る
必
要

は
な

い
。
人

は
、
自

然

的
感

情
と

し

て
の
道
徳

的
感
情

に
よ

っ
て
そ

の
社

会
性
を
確

保
す

る
こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

ヒ

ュ
ー
ム
と

ス
ミ
ス

に
と

っ
て
は

《
同

感
》

こ
そ
、

バ

ラ
バ

ラ
に
原
子
化

し
た
諸
個

人
が
社

会
性
を
獲
得

し
う

る
道
徳
的

感
情

で
あ

っ

た
。

こ

こ
で
同
感
と
は

、

人
は
す

べ
て
そ

の
利
己

的
な
感

情

や
行

為
を
他
人

が
許
容

し

て
く
れ

る
程
度

に
抑

制
す

る

で
あ

ろ
う
と
す

る
能

力

で
あ

る
。
か

れ
ら
は

、

そ

の
よ
う

な
能

力
を

す

べ
て
の
諸
個
人

が
生
ま

れ
な

が
ら

に
し

て
具
有

し

て

い
る
も

の
と
考
え

た

の
で
あ

る
。

か

れ

ら
は
、
同

感

に
よ

っ
て
、
人

々
の
利

己
心

の
追

求
を
解

放
す

る
と
同
時

に
、
そ

の
よ
う

な

利
己
心

の
追

求
が
他

人

の
利
益

を
損

な
う

(
7

)

こ
と

が
な

い
程

度

に
抑

制

さ
れ
る

で
あ

ろ
う
と

考
え

て

い
た

。
な

ぜ
な
ら
ば

、
他

人

の
利
益

を
損

な
う

人
は
、
結
局

は
、
自

己

の
利
益
を

他

人

か
ら
奪

わ

れ
る

こ
と

を
認

め
ざ

る
を
え

な

い
で
あ

ろ
う

か
ら

で
あ
る
。

そ

こ

に
は

、
弱
肉

強
食

で
は

な
く
、
《
共
存

共

栄

》
が
強
調

さ

れ

て

い
る
。

ル

ソ
ー
は
、

諸
個

人

の
社
会

性
を

確

保

し
う

る
能
力

と

し

て

《
社
交
性

》

を
強

調

し
た
。

そ
れ
は

、
す

べ
て

の
市

民

の
信

仰
す

べ
き

《
市
民
的
宗

教

》
と

さ
れ

て
い
る
。

そ

の
徳

目
は
、

一
般

的

に

い
え
ば
、

「
法
と

正
義
を
愛

す

る
」

と

こ
ろ

に
あ
り

、
具
体

的

に
は

、
「
つ

よ

く
、
か

し

こ
く
、
親

切

で
、
先

見

の
明
あ
り

、
め
ぐ

み
深

い
神

の
存
在

、
死
後

の
生
、
正

し

い
も

の
に
あ

た
え

ら

れ
る
幸

福

、
悪

人

に

(
8

∀

く

わ
え

ら

れ
る
刑
罰
、

社
会
契
約

お
よ
び
法

の
神

聖
さ
」

に
あ

る
。

ル
ソ
ー
は
、

こ
の
よ
う

な
市
民
的
宗

教

に
よ

っ
て
、
諸
個
人

は
社
会

に
お

い
て
調
和

的

に
協

調

し
て
ゆ
く

こ
と

が

で
き

る
で
あ

ろ
う
と

考
え

て

い
た
。
し

か
し
、

ル

ソ
ー
の
市

民
的
宗
教

は

、
自

然
的

に
万
人

に
与
え

ら

れ
る
も

の
で
は

な

い
。

そ
れ

は
、
陶
冶

の
目
標

で
あ
り

、
努
力

目
標

と
さ

れ

て

い
る
。
し
か

し
な

が
ら

、

ル

ソ
ー
は
典

型
的
な

性

善

説
を
主
張

し

て
お

り

、
そ

の
よ
う
な

性
善
説

か
ら
す

る
な
ら

ば
、
あ
え

て
市

民
的

宗
教
を
強

調
す

る
こ
と
自
体

が
必

要
な
か

っ
た
は

ず

で
あ

る
。

ル
ソ
ー

の
性

善
説
か

ら
す

る
な
ら
ば

、
そ

の
よ
う
な

市
民
的

宗
教
を

ほ

ぼ
万
人

が
、
そ

の
あ

る

べ
き
正

し
き
社

会
的
政
治

的

態

勢

に
お

い
て
は
、
自

然

的
に
会

得

し

て
、

こ
れ
を
実

践

し
う

る

で
あ

ろ
う

。
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友

愛

の
形

成
と
成
立

は
、
以

上

に
瞥
見

し

た
よ
う

に
、

ホ

ッ
ブ

ス
と

ロ

ッ
ク
に
よ

る
自

然
法

と

理
性

の
、

シ

ャ
フ

ツ
ベ
リ
に
よ

る
社
会

感

情

の
、

ハ
チ

ス

ン
に
よ
る
道
徳

感

の
、

ヒ

ュ
ー

ム
と

ス
ミ

ス
に
よ

る
同
感

の
、

ル

ソ
ー

に
よ

る
社
交

性

の
主
張

に
よ

っ
て
、

は

じ
め

て

可
能
と
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。
友

愛

は
、
多

く

の
思
想
家

た
ち

の
近
代

的
思
索

の
産
物
と

し

て
形
成

さ

れ
、
そ

の
成
立

を

み
た
も

の
で
あ

っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
大

革
命

は
、

「
自
由

・
平

等

・
友

愛
」

を
高

ら
か

に
謳

い
あ
げ

た
。

こ
こ
で
友
愛
と

は
、

す

で

に
み
た

よ
う

に
、
自

由
と

平

等

の
必

然
的

結
果
と

し

て
成
立
を

み
た
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
を
逆

に

い
え

ば
、
自
由

な
き

平
等

な
き
社
会

に
あ

っ
て
は
友
愛

は
成
立

し
う

る
余
地

は
全

く
な

い
と

い
え

る
。
自
由

と
平
等

の
社
会

に
あ

っ
て
こ
そ

、
友
愛

が
強

調
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で
は
、

フ
ラ

ン

ス
大

革
命

は

、
「
自

由

・
平
等

・
友

愛
」

を
実

現

し
え

た

の
で
あ

ろ
う

か
。
大

革
命

後

の

フ
ラ

ン

ス
は

、

そ

の
後

の
ほ
ぼ

一
世
紀

に
わ
た
り

、
政

治
的

大
混
乱

を
繰
り

返

し
た

こ
と
は

、
周

知

の
歴
史

的
事

実

で
あ

る
。

こ
こ

に
、

バ

ー
ク

の
フ
ラ

ン
ス
革

命

批

判

の
矛
先
も

あ

っ
た
。

バ

ー
ク

に
よ

れ
ば
、
革
命

と

い
う
激
変

的
な
手

段

に
よ
る

べ
き

で
は
な
く

、
保

守
主

義

的

な
改
良
を

積

み
重

ね

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
政
治
的

悪
弊

を
除
去

し

て
ゆ
か
ね

ば
な

ら
な

い
。

バ
ー
ク

に
と

っ
て
は
、
革
命

は
、

病
人

を
治

癒

に
導
く

良
薬

で

は
あ

り
え

ず
、

そ

の
死

に
至

ら
し

め
る
劇
薬

に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
。

エ
ン
ゲ

ル

ス
の

「自

由

・
平
等

・
友
愛

」
論

も

し

フ
ラ

ン
ス
大
革

命

が

「
自
由

・
平
等

.
友
愛

」
を

実

現
し
え

て

い
た
と

す

る
な

ら
ば

、
わ
れ

わ
れ
今

日

の
人
類

は
至
福

の
う

ち

に
そ

の
人
生
を
享
受

し

て

い
る
こ
と

で
あ

ろ
う

。

し
か

し
な

が
ら
、
今

日

の
人
類

社
会

で

は

、
な
お
も

、
自

由

は
実

現
し

て
お
ら
ず

、
平
等

は
事
実

上

の
不
平
等

と
差

別

に
陥

っ
て
お
り

、
友

愛

は
さ
ま
ざ

ま
な

イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
的

な

い
し
は
宗

教
的

対
立

に
よ

っ
て
敵

対
的

感
情

に
堕

し

て

い
る
。

フ
ラ

ン

ス
大
革

命

は
、
結

果
的

に
は

、

「自

由

.
平
等

.
友

愛

」
を

実

現

す

る
こ
と

が

で
き
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

な

ぜ

フ
ラ

ン
ス
大
革

命
は
、

「
自
由

・
平

等

・
友

愛
」

を

実
現

で
き

な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
こ
に
、

フ
リ
ー

ド

リ
ヒ

.
エ
ン
ゲ
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ル

ス
の

フ
ラ

ン

ス
革
命

批
判

を
紹
介

し

よ
う

。

エ
ン
ゲ

ル
ス
の

『
空
想

よ
り
科

学

へ
』

(
一
八

八
三
年

)

よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン

ス
大
革
命

は

「
理
性

の
王
国
」
を
実

現

し
よ
う

と

し
た
革
命

で
あ

り

、
「
理
性

の
王
国
」

に
お

い
て
は

「
永
遠

の
真
理

、
永
遠

の
正
義

、
自

然

に
も

と
つ

く

平
等

、
譲
り

渡
す

こ
と

の
で
き

な

い
人

権
」

が
実
現

さ
れ
る

は
ず

で
あ

っ
た
。
と

こ

ろ
が
ど

う

で
あ

ろ
う

。

フ
ラ

ン
ス
大
革

命
後

の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
社
会

に
お

い
て
は
、
永
遠

の
正
義

は

ブ

ル
ジ

ョ
ア
の
階
級

的
利
益
を

守

る
た
め

の
法

律
と
し

て
、
自

然

に
も

と
つ

く
平
等

は
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
な

形
式

的

平
等

と

し

て
、
譲

り
渡
す

こ
と

の
で
き

な

い
人
権

は

ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
な

私
的
所
有
権

と
し

て
実

現
さ

れ
た
だ

け

で

あ

っ
た
。
永

遠

の
正
義

は
、
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ

ー

の
階
級

的
利
益

に
倭
小
化

さ
れ

、
自
然
的
平
等

は
実
質

的
な
社
会
的

平
等

で
は
な
く
有

産

者

に
の
み
開
か

れ
て

い
る
特
権

に
歪
曲

さ

れ
、
不

可
譲

の
人
権

は

"
人
権

は
カ
ネ

次
第

"
に
堕

し
、
こ
う

し

て
、
小

ブ

ル
ジ

ョ
ア
を
没
落

(
9

)

さ

せ
、
無

産
者

階
級

を

い

っ
そ
う

の
窮
地

に
陥

れ
た
。

さ
ら

に
、
「友
愛

」
は
、
「競
争

戦

に
お
け

る
好
策

や
嫉

妬
と
化

し

た
」

の
で
あ

る
。

西

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
の
工
業
先
進
諸

国
は
、
加
え

て
、

一
九
世
紀
後
半

に
は
、
帝

国
主
義

の
時

代

に
入
る
。
帝

国
主
義

の
も

と

に
お

い
て
は

、

友

愛

は
帝
国
主

義
的
侵

略
と
化

し
、
植

民
地
主
義

に
よ

る
民
族

の
抑

圧
を
世

界
大

の
規

模

に
ま

で
拡
大

し
た
。

こ
う

し

て
、
友

愛
を

標
榜

す

る
西

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
諸

国
は
、
多
く

の
諸

民
族

に
対
す

る
抑
圧
者

と
な
り

果

て
た

の
で
あ

る
。

エ
ン
ゲ

ル

ス
は
、
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ

ー
に
よ

っ
て
担

わ

れ
た

「
自
由

・
平
等

・
友

愛
」

が
現
実

の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
社
会

に
お

い
て
は

そ

の
正

反

対

の
も

の
に
堕
落

し

て
し
ま

っ
た

こ
と
を

痛
烈

に
批

判
し
た

。
そ

し

て
、
か

れ
は
、

こ
こ

に
近
代
社
会
主
義

の
思
想

が
出

現
せ
ざ

る
を

え

な

か

っ
た
歴

史
的

必
然
性

が
あ

る

こ
と
を
強

調

し
た
。
念

の
た
め

に
こ

こ
で
再
確
認
す

る
な

ら
ば
、
か
れ

は
、
「
自

由

・
平

等

・
友

愛
」

を

そ

れ
自
体

と

し
て
は
実
現
す

べ
き

価
値

の
あ

る
価
値

観
念

と
し

て
こ
れ
を
全

面
的

に
肯
定

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
そ

の
上

で
、
か

れ

は
、

そ

の
来
た

る

べ
き
真

の
担

い
手

た
る
主
体

と
し

て
の
プ

ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト

に
期
待

し
た

の
で
あ

っ
た
。

エ
ン
ゲ

ル
ス
に
お

い
て
は
、

近
代
社
会

主
義

と
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト

こ
そ
が

「
自
由

・
平
等

・
友
愛
」

の
真

の
ト

レ
ー
ガ

ー
と

さ
れ

て

い
る
。
そ

の
た

め
に
は
、
近
代

ブ

ル
ジ

ョ
ア
革
命

に
引
き

つ
づ

い
て
、
社
会
主

義
革
命

を
実

現
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

か
れ

は
、
社
会
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主
義

社
会

の
う
ち

に

フ
ラ
ン
ス
大
革

命

が
実
現

で
き

な
か

っ
た

「自

由

・
平
等

・
友
愛
」

が
実

現

で
き

る
も

の
と
考

え
た

の
で
あ

る
。
事

実

、

マ
ル
ク

ス
は
、

フ
ラ
ン
ス
大
革

命
後

の
思
想

家

の
う

ち

で
も

最
も

《
平
等

》
を

強
調
し
た

思
想

家

で
あ

っ
た

と

い
え

る
。

マ
ル
ク

ス

は

、
社
会
主

義
社

会

は

ル

ソ
ー
が
喝
破

し
た

《
平
等

》
を
基

調
と

し

つ

つ
、
《
自
由

》
と

《
友

愛

》
と
を

同
時

に
実

現
す

る

こ
と
が

で
き

る
も

の
と
固
く

信
じ

て

い
た

と

い
え

る

の
で
あ

る
。

「
自
由

・
平
等

・
友

愛
」

と

20
世
紀

社
会
主

義

エ
ン
ゲ

ル

ス
没
後

二

二
年

の

一
九

一
七
年

、

ロ
シ
ア
革
命

が
実

現
す

る
。

ロ
シ
ア

革

命

は
、

「
自
由

・
平
等

・
友

愛
」

の
王

国

の
実

現

が
約

束
さ

れ
た
人

類

に
と

っ
て
希

望

の
革

命

と
な

る
は
ず

で
あ

っ
た

。

し
か
し

な
が

ら
、

ロ
シ

ア
革
命
後

の
政
治

的
大
混
乱

の
結

果
、

ス
タ
ー

リ

ン
の
恐
怖
独

裁
政
治

が
始
ま

る
。

そ
れ
は
、
反
対
派

の
大

粛
正

と
少
数

民
族

の
抑
圧

と
化

す
。

そ
れ

は
、
市
民

的
自
由

の
圧
殺
と

化

し
た
。

わ
ず

か

に
庶

民

レ

ベ
ル

に
お

い
て
実
現

を
み

た
か

に
思

わ
れ

た
平
等

も

、

ノ
ー

メ

ン
ク

ラ

ツ
ー

ラ
と

い
う

特
権
階

級

の
形

成

の
前

に
打
ち
砕

か

れ
た

。
市
民

の
間

に
張
り

め
ぐ

ら
さ
れ
た

K

G
B
と
盗
聴

網
と
密
告

制

は
、
友
愛

を

完
膚

な
き
ま

で
に
粉

砕

し
た

。
じ

つ
は

、

ソ
ビ

エ
ト
社

会
主
義

は

、

「自

由

・
平
等

・
友
愛
」

の
敵

対

者
だ

っ
た

の
で
あ

る
。ソ

ビ

エ
ト

社
会

主
義

が
第

二
次
大

戦
後

に
お

い
て
、

ア
ジ

ア
と

ア

フ
リ
カ
と

ラ
テ

ン

・
ア
メ
リ
カ

の
民
族

独
立
闘

争
と

連
帯

し

て
、
多

く

の
民
族

の
解
放

に
寄
与

し
た

歴
史

的
事
実

は
忘

れ
ら
れ

て
は
な

ら
な

い
。

そ

の
限

り

に
お

い
て
は

、

ソ
ビ

エ
ト
社

会
主
義

は

、
民
族
と

民
族

の

《
友

愛

》

に
大
き
く

貢
献

し
た
と

い
え

る
。

二
〇
世
紀

の
社

会
主
義

は
、
帝

国
主
義
諸

国

に
は
対
抗

し

つ

つ
、
民

族
独
立

の
正
義

と
連
帯

し

て
民
族

間

の
友
愛
を

実
現

し
う

る
か

に
み
え

た

一
時

代

が
あ

っ
た

こ
と
は
事
実

で
あ

る
。
し
か
し

、

ソ
ビ

エ
ト

は
、
自

国
内

の

少

数
民
族

の
抑
圧

の
み
な
ら
ず

、
や
が

て
他

国

へ
の
侵
略

に
堕
し

て

ゆ
く
。

一
九

七
九
年

、
ソ
ビ

エ
ト
は
、
ア

フ
ガ

ニ
ス
タ

ン
に
侵
攻

し
、

大

規
模

な

軍
事

的
抑

圧
を
展

開
し
た

。
自

国
内

の
少
数

民
族
を

抑
圧

し
た

の
み
な
ら
ず

、
他
民
族
を

軍
事

的

に
抑

圧

し
た

ソ
ビ

エ
ト

社
会

主
義

は
、

「
自
由

・
平
等

・
友
愛

」

の
敵

対
者

で
あ

る

こ
と
を
改

め

て
証

明
す

る
こ
と

に
な

っ
た
。
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さ
ら

に

い
え

ば

、
第

二
次
世
界
大

戦
後

に
成
立

し
た
東

欧
社
会
主
義

諸

国
と

ソ
ビ

エ
ト

の
関
係
も

「
自
由

・
平
等

・
友
愛
」

の
紐

帯

で

結

合

さ
れ

て

い
な

か

っ
た

と

い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。

そ

の
象
徴
的
事
件

は

、

一
九

六

八
年

の
チ

ェ
コ
事
件

で
あ
る
。

ソ
ビ

エ
ト
は

、

ワ
ル

シ

ャ
ワ
条
約

機
構
…の
名
を

借
り

て
、
チ

ェ
コ
に
軍
事
的

に
侵
入
し

、
反

ソ
勢
力
を

弾
圧

し
た
。

こ

の
他
に
も

、

ソ
ビ

エ
ト

の
東
欧
社

会
主

義

諸
国

へ
の
多

く

の
内
政

干
渉

が
あ

っ
た

こ
と

が
指
摘

さ

れ
る
べ
き

で
あ

ろ
う

。
東
欧
社

会
主
義

諸

国
に
と

っ
て
は

ソ
ビ

エ
ト

は
友

愛

と

は

正
反
対

の
抑
圧

者
に
ほ
か
な
ら

な
か

っ
た
。

一
九
九

一
年

、

ソ
ビ

エ
ト
社
会

主
義
体

制
が
崩

壊
し
た

。
同
時

に
、
東
欧
社

会
主
義
も

崩
壊
す

る

。
東
欧

社
会
主

義
諸

国
に
と

っ
て
は
、

ソ
ビ

エ
ト

の
崩
壊

は
あ

る
種

の
民

族
解
放

に
ほ
か

な
ら
な

か

っ
た

。

こ
れ

は
、
か
れ
ら

に
と

っ
て

ソ
ビ

エ
ト

は
民
族

的
抑

圧
者

で
あ

っ
た

こ
と
を
解
き

明
か

す
結
果
を

も
た

ら
し
た

の
で
あ

る
。

ソ
ビ

エ
ト
社
会

主
義

の
崩
壊

は
、

エ
ン
ゲ

ル

ス
が
期

待

し
た

「
自

由

・
平
等

・
友
愛
」

の
新

た
な

る
ト

レ

ー
ガ

ー
と
し

て
の
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
ー
ト

の
瓦
解

を
意

味

し
た
。

こ

こ
で
、

「自

由

・
平

等

・
友

愛
」

は

そ

の
ト

レ
ー

ガ
ー
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
。

ソ
ビ

エ
ト
社
会

主
義

の
崩
壊

に
よ

っ
て
、
「自

由

・
平
等

・
友
愛
」

は

そ

の
新

た

な
る

ト

レ
ー
ガ

ー
を

捜
し
求

め
ざ

る
を

え
な
く
な

っ
た
と

い
え

る

の
で
あ

る
。

「
自

由

・
平
等

・
友

愛

」

の

21
世

紀
的

展
開

「
自

由

・
平

等

・
友

愛

」

は
、

い
ま
、
新

し

い
ト
レ
ー

ガ
ー
を

捜
し
求

め

て

い
る
。

「
自

由

・
平
等

・
友

愛
」

は
、

一
八
世
紀

が
積

み
残

し
た

人
類
史

的
課

題
な

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、

一
九

世
紀

に
は

ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ

ー

に

よ

っ
て
汚

さ

れ
、

二
〇
世

紀

に
は
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト

に

よ

っ
て
汚
さ
れ

て
し
ま

っ
た
。

は
た

し

て
一
二

世

紀

に
お

い
て
は

「自

由

・
平

等

・
友
愛

」

の
ト

レ
ー
ガ

ー
と

し

て
ふ
さ

わ

し

い
主
体

は
だ
れ
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
、
《
世

界
市

民

》
な

い
し
は

《
地
球
市

民
》

で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

こ
れ
は
、
あ
ま

り

に
も
抽

象

的

で
あ

っ
て
、
漠
然

と
し
す
ぎ

て

い
る
と

批
判
さ

れ

る
か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し

、

「
自
由

・
平
等

・
友
愛

」

の
二

一
世

紀
的

ト

レ
ー
ガ

ー
は
、
ま
ず

な

に
よ
り
も

、
あ

ら

ゆ
る
人

間

の
存

在

自
体
を

深
く
熟

考
す

る
者

た

ら
ね
ば

な

ら
な

い
。

そ
れ
は

、
あ
ら

ゆ
る
人
間

の
存

在

そ
れ
自
体

の
尊
厳
性
を

承
認

し
、
人
間

相

互

の
関

係
を
尊
重

す
る
者

た
ら

ね
ば
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な
ら
な

い
。

し
た

が

っ
て
、

そ
れ

は
、
民
族
を

こ
え

、
国
境
を

こ
え

、
階
級
を

こ
え

、
性
差
を

こ
え

た
と

こ
ろ

に
成

立
す

べ
き
も

の
と
な

る
で
あ

ろ
う

。
そ
れ

は
、
《
世
界
市
民

》
な

い
し
は

《
地
球

市
民

》
と

し

て
し
か
表
現

し
よ
う
が
な

い
。

そ
れ

で
は
、
そ

の
よ
う
な

《
世
界
市

民
》
は
ど

こ
に

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ

の
よ
う

な

《
世
界
市
民

》
は

、
世

界
市
民

と
し

て
自

覚

し
て

い
る
こ

の
地
球
上

の
あ

ら
ゆ
る
地
域

に
存

在

す

る
諸

個
人

に
よ

っ
て
構

成

さ
れ

る
。
世
界
市

民

は
、
ま
ず
、

自

ら
が
人

間
的

で
あ

り

た

い
と

す

る
希
望

に
も

と
つ

い
て
、
人
間
性

を
促
進

し
う

る
す

べ
て
の
こ
と
を
希

求
し

、
人
間
性
を

損
な
う

す

べ
て

の
こ
と

に
抵
抗
す

べ

(
10

>

く
努
力
す

る

で
あ

ろ
う

。
そ

の
よ
う

な
世
界
市

民
は

、

ベ
ン
サ

ム
が
構

想
し

た

《
世
論
法

廷

》

の
世
界
版

と
し

て

の

《
世
界
市

民
法
廷

》

を
構

成
す

る
。

二

一
世
紀

に
お

い
て
も

、
な

お
も
、
主
権

国
家

の
強

固
な
枠
組

は
く

ず
れ

る
こ
と
は

な

い
か
も

し

れ
な

い
。

し
か
し
、
あ

る
主
権

国
家

の
行
使
す

る
反
人

間
的
な
権

力
行
為

は
、
《
世

界
市

民
法

廷
》

の
権
威

に
よ

っ
て
是
正

さ
れ
る

可
能

性

は
増

大

し

て
ゆ
く

で

あ

ろ
う

。

い
わ

ゆ
る
地
球

環
境

問
題

の
解

決

の
喫

緊
性
と

マ
ス

コ
ミ
や
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

の
発

達
と

に
よ

っ
て
、

こ

の
地

球

に
生
存
す

る

す

べ
て
の
人

々
は
、
ひ
と

つ
の
地
球

共
同
体

を
構
成

せ
ざ

る
を
え

な
く
な
る

で
あ

ろ
う

。
ま

さ

に
、
「
地
球

は
ひ
と

つ
」
と
な
る

の
で
あ

る
。

ヱ

ス

モ

ト

リ

ダ

　
ス

ム

21
世

紀
的

コ
ス
モ
ポ

リ
タ

ニ
ズ

ム
と

し
て

の

「自

由

・
平
等

・
友

愛
」

こ

こ
に
、

一
八
世
紀

の
世
界
市

民
主

義

が
復
活

す

る
。

一

八
世
紀

の

コ
ス
モ
ポ
リ

タ

ニ
ズ

ム
は
、

こ

の
地
球
上

の
人
間

は
す

べ
て
平
等

で
あ

る
と
す

る
信
念

に
も
と

つ

い
て
、
あ

ら

ゆ
る
人
間

の
理

性
的
存

在

へ
の
完
成

可
能
性

を
描
き

出
し
た

。

こ

の
地
球

上

に
生
存

す

る
人
間
は

す

べ
て
、
皮

膚

の
色

に
関
係
な

く

、
理
性
的

人
間

へ
の

完
成

可
能
性

を
も

っ
て

い
る
と
考
え

ら
れ
た
。

一
八
世
紀

コ
ス
モ
ポ
リ

タ

ニ
ズ

ム
に
よ
れ
ば

、
人
間

は
す

べ
て
、

歴
史
的

相
違
を

こ
え

て

お
り

、
地
理

的
な
相
違
を

こ
え

て
お
り
、

民
族
を

こ
え
、

国
家
を

こ
え

て
連

帯

し
う

る
の

で
あ

る
。

例
え

ば
、
ベ
ン
サ

ム
は
、
こ

の
地
球

上

の
ど

の
よ
う
な

国
家

に
も
適

用
し
う

る
普
遍
的

な
完
全
無

謬

の

《
法

典
編

纂

》
を
構
…想

し
た

が
、

(
11

)

「か
れ
の
完
全
無
謬
の
法
典
編
纂
の
構
想
は
啓
蒙
思
想
の

一
般
的
特
徴
で
あ
る
歴
史
意
識
の
欠
如
の
う
え
に
成
立
し
た
」
も
の
で
あ

っ
た
。

オ

フ

チ

ミ

ス

ム

こ
こ
で

の
歴
史
意

識

の
欠
如

は

、
あ

ら

ゆ
る
人
間

の
理
性

的
存

在

へ
の
完
成

可
能

性
と

い
う

楽
観
的

信
念

に
よ

っ
て
生
ま

れ
た
も

の
で
あ
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る
。
人
間
理
性

の
前

に
、
歴
史

は

歴
史

で
は
な
く
な
る
。
歴
史

は

、
人
間

理
性

に
よ

っ
て
の
り

こ
え

ら
れ
る
も

の
と
考

え
ら
れ
た

の
で
あ

る
。

二

一
世
紀
は

、
発
展
途

上
国

に
お
け

る
教
育

水

準

の
向

上
が
、
当
然

に
、
期
待

さ

れ
る
。

こ

の
人
類
社
会

の
す

べ
て
の
メ

ン
バ
ー
が
あ

る

=
疋
の
教
育
水

準

に
到
達

し
う

る
な
ら

ば
、

ベ
ン
サ

ム
の
構
想

し
た
普

遍
的

な
世

界
法
典
は

、
た

ん
な
る
夢
想

で
は
な
く

な
る

で
あ
ろ

う

。

そ

こ
で
は
、

こ

の
人

類
社
会

の
す

べ
て
の

メ
ン
バ
ー
が

《
世
界
市

民

》
と
し

て

「
自
由

・
平
等

・
友
愛

」

の
う

ち

に
連
帯

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

一
八
世
紀

の

コ
ス
モ
ポ

リ

タ

ニ
ズ

ム
は

、
結

果
的

に
は
、
空

想

の
産
物

で

し
か

な
か

っ
た

と
も

い
え

る
。

し
か
し

な

が
ら
、

そ
れ
が
人
類
永
遠

の
理
想
を
高

ら
か

に
謳

い
あ

げ
た

イ
デ
ー

で
あ

っ
た

こ
と
は
間
違

い
の
な

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

二

一
世

紀

に

お

い
て
は

、

]
八
世
紀

コ
ス

モ
ポ

リ
タ

ニ
ズ

ム
は
、
そ

の
現
実

的
可
能

性
を
も

っ
た
理
想
と

し

て
再
び

復
活
す

る

の
で
あ

る
。
そ

の
ト

レ

ー
ガ

ー
は

《
世
界
市

民
》

で
あ

る
。

「
世

界
市

民

よ
、
膨

灘
と

し
て
出

で
よ
」
l
I
⊥

八
世
紀

コ
ス
モ
ポ

リ

タ

ニ
ズ

ム
は
、

こ
の
よ

う

に

わ

れ
わ

れ
地
球

人
類
を
激

励

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
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