
J
・
S
・
ミ
ル

　
　
一
消
極
的
自
由
（
一
七
）
、

の
政
治
思
想
史
上
に
お
け
る
地
位

自
由
論
（
二
二
）
1

大
　
谷
　
恵
　
教

　
J
・
S
・
ミ
ル
が
生
存
し
た
一
九
世
紀
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
打
い
て
過
渡
的
時
代
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
鋭

い
分
析
力
と
洞
察
力
と
英
知
と
を
も
っ
て
、
か
れ
の
時
代
の
す
べ
て
の
情
況
を
分
析
し
、
批
判
す
べ
き
点
は
容
赦
な
く
徹
底
的
に
批
判
す

る
と
同
時
に
、
来
る
べ
き
時
代
を
も
い
ち
は
や
く
予
見
し
て
、
種
々
様
々
な
弊
害
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
自
由
と
民
主
主
義
の
立
場
か

ら
、
き
わ
め
て
適
切
な
警
告
を
発
し
か
つ
対
策
を
も
提
示
し
て
、
後
世
に
い
ち
じ
る
し
い
影
響
を
与
え
た
。
と
く
に
、
ト
マ
ス
・
ヒ
ル
・

グ
リ
ー
ン
お
よ
び
か
れ
が
創
始
者
で
あ
る
オ
ッ
ク
ス
ブ
ォ
ー
ド
理
想
主
義
学
派
、
そ
れ
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
i
民
主
社
会
主
義

一
や
労
働
運
動
に
与
え
た
影
響
に
は
、
き
わ
め
て
大
い
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
影
響
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
い
え
ぽ
限
り
が
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
、
ミ
ル
の
政
治
思
想
史
上
に
お
け

る
地
位
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
ミ
ル
は
、
人
間
の
本
性
に
は
二
つ
の
面
が
あ
り
、
一
つ
の
面
は
人
間
は
誤
謬
を
免
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
可
謬
的
存
在

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
は
も
う
一
面
に
お
い
て
は
知
的
、
道
徳
的
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
誤

謬
を
訂
正
し
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
も
指
摘
し
て
、
人
間
に
お
け
る
理
性
的
性
格
と
非
理
性
的
性
格
と
の
混
在
を
認
め
て
、
人
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間
を
二
律
背
反
的
な
二
元
的
性
情
の
持
ち
主
と
み
な
し
、
　
「
人
間
は
不
完
全
で
あ
る
が
、
同
時
に
無
限
の
向
上
性
を
も
つ
」
と
い
う
民
主

主
義
的
人
間
観
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
、
民
主
政
治
を
支
え
る
根
幹
的
な
人
間
観
の
在
り
方
を
明
確
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。

　
人
間
を
一
方
的
に
誤
謬
ぽ
か
り
を
冒
す
ま
っ
た
く
非
理
性
的
、
性
悪
的
な
存
在
と
の
み
み
な
す
な
ら
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
ホ

ッ
ブ
ズ
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
や
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
悲
観
主
義
的
、
侮
蔑
的
人
間
観
が
生
じ
て
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に

も
必
然
的
に
専
制
主
義
と
絶
対
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
他
方
、
人
間
を
一
方
的
に
理
性
的
、
性
善
的
な
存
在
と
の
み
み
な
す
な
ら
ぽ
、
ル
ソ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
政
治
も
法
律
も
一
切
不
要

で
あ
っ
て
、
「
民
自
然
而
治
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
民
主
政
治
を
も
含
め
て
い
か
な
る
政
治
も
そ
の
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
し
も
現
実
の
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
一
人
の
人
間
が
と
る
と
き
に
は
専
制
主
義
と
絶
対
主
義
と
な
り
、
少
数
者
が

主
張
す
れ
ぽ
寡
頭
政
と
な
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
主
張
す
れ
ば
無
政
府
主
義
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
人
間
を
二
律
背
反
的
な
二
元
的
性
情
の
持
ち
主
と
み
な
し
て
、
「
人
間
は
不
完
全
で
あ
る
」
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
「
人

間
は
み
な
間
違
い
を
冒
し
や
す
い
」
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
、
謙
虚
、
寛
容
、
互
譲
、
妥
協
な
ど
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
要
請
す
る
諸
徳

が
生
じ
、
ま
た
人
間
の
「
無
限
の
向
上
性
」
の
承
認
か
ら
、
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ー
ク
、
虚
無
主
義
、
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
、
堕
落
し
た
相
対
主

義
、
あ
る
い
は
破
壊
的
な
批
判
主
義
に
陥
ら
な
い
で
、
　
「
互
い
に
正
し
合
っ
て
、
勢
い
携
え
て
と
も
に
理
想
に
向
っ
て
限
り
な
く
接
近
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
建
設
性
、
向
上
性
、
創
造
性
、
理
想
性
、
連
帯
性
、
協
同
性
、
お
よ
び
「
人
格
の
向
上
・
完
成
」
と
い
う
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
高
目
標
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
人
間
が
も
つ
相
い
反
す
る
二
つ
の
性
格
を
結
合
し
て
、
　
「
人
間
は
不
完
全
で
あ
る
が
、
同
時
に
無
限
の
向
上
性

を
も
つ
」
と
い
う
人
間
観
－
民
主
主
義
的
人
間
観
i
の
上
に
こ
そ
、
「
討
論
に
よ
る
政
治
」
（
o
q
o
ぐ
。
昌
ヨ
。
馨
ξ
島
ω
o
湯
。
。
一
8
）
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「
話
し
合
い
に
よ
る
政
治
」
命
。
く
。
ヨ
ヨ
①
學
び
矯
欝
涛
）
に
基
礎
を
お
く
民
主
政
治
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
民
主
政
治
の
根
底
に
は
、

そ
れ
を
支
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
よ
う
な
人
間
観
が
ど
っ
し
り
と
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
と
く
に
物
質
至
上
主

義
で
、
し
か
も
人
間
を
極
端
に
楽
観
薄
し
す
ぎ
る
現
代
に
お
い
て
は
一
と
か
く
忘
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
民
主
主
義
的
人
間
観

は
幾
度
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ミ
ル
以
前
に
は
、
典
型
的
に
は
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
民
主
主
義

的
人
間
が
主
張
さ
れ
た
が
、
ミ
ル
が
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
的
人
間
観
を
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
幹
に
ふ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
特
筆
に
値
し
よ
う
。

　
第
二
に
、
ミ
ル
は
、
か
れ
が
陥
っ
た
精
神
的
危
機
を
境
に
、
か
れ
以
前
の
功
利
主
義
学
派
の
人
び
と
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
人

間
の
内
面
性
、
質
的
面
を
注
目
重
視
し
て
、
人
生
の
最
高
の
目
的
や
価
値
は
物
質
的
官
能
的
な
満
足
や
快
楽
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
精

神
的
な
満
足
に
あ
る
の
だ
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
は
人
間
は
そ
れ
が
も
つ
諸
能
力
を
、
完
全
で
矛
盾
の
な
い
全
体
に
も
っ
と
も
調
和
的
に

発
展
さ
せ
る
こ
と
！
す
な
わ
ち
〃
人
格
の
向
上
・
完
成
”
1
が
最
高
度
に
重
要
で
あ
る
と
説
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
考
え
方
は
、
次
の
T
・
H
・
グ
リ
：
ン
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
こ
の

考
え
方
を
、
ル
ソ
ー
や
ド
イ
ツ
理
想
主
義
の
考
え
方
と
と
も
に
継
承
・
発
展
さ
せ
て
、
自
由
や
権
利
の
根
底
に
は
道
徳
的
義
務
が
あ
り
、

人
間
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
高
目
標
は
「
人
間
人
格
の
向
上
・
完
成
」
に
あ
る
と
明
確
に
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

理
想
主
義
学
派
の
人
び
と
も
、
た
と
え
ぽ
H
・
J
・
ラ
ス
キ
の
よ
う
に
「
最
善
の
自
我
の
実
現
」
が
人
間
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
高
目
標

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
考
え
方
を
継
承
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ミ
ル
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
悪
魔
の
誘
惑
に
負
け
た
り
、
欲
望
の
奴
隷
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
神
の
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餅

令
や
理
性
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
と
い
う
〃
精
神
的
自
律
”
、
す
な
わ
ち
〃
道
徳
的
自
由
”
を
、
人
間
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最



高
目
標
な
い
し
最
高
価
値
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
自
由
の
最
高
段
階
の
も
の
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
在
の
わ
が
国
で
は
、
人
間
や
人
生
の
最
高
の
目
的
や
価
値
と
い
う
と
、
物
質
的
あ
る
い
は
官
能
的
な
満
足
や
快
楽
と
考
え
ら
れ
勝
ち

な
物
質
至
上
主
義
や
官
能
主
義
が
横
温
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
二
律
背
反
的
な
二
元
的
性
情
の
持
ち
主
で
あ
る
人
間

が
、
一
つ
の
体
の
な
か
で
の
理
性
的
性
格
と
非
理
性
的
性
格
と
の
激
し
い
葛
藤
の
な
か
で
、
理
性
的
性
格
が
非
理
性
的
性
格
を
コ
ン
ト
ロ

：
ル
し
て
、
神
や
理
性
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
〃
精
神
的
自
律
”
を
も
つ
に
い
た
る
こ
と
一
〃
道
徳
的
自

由
”
を
も
っ
こ
と
一
こ
そ
、
知
的
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
最
高
の
目
的
で
あ
り
価
値
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
と
、
わ
が
国
で
は
通
常
一
つ
の
政
治
形
態
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方

は
あ
ま
り
に
も
一
面
的
に
す
ぎ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
N
・
ミ
ッ
ク
レ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
e
理
想
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
と
、
⇔
政
治
的
装
置
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
二
つ
の
面
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
第
一
の
面
の
理
想
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

が
「
人
間
人
格
の
向
上
・
完
成
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
高
目
標
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
第
二
の
面
の
政
治
的
装
置
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ミ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
～
の
第
一
の
面
を
も
的

確
に
指
摘
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
道
徳
的
自
由
を
充
実
さ
せ
て
人
格
の
向
上
、
完
成
を
は
か
る
た
め
に
は
、
人
間
は
不
完
全
で
官
爵
的
存
在
で
あ
る
の

で
、
他
の
ひ
と
の
異
る
意
見
や
考
え
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、
か
れ
ら
と
よ
く
討
論
も
し
て
、
自
分
の
意
見
や
考
え
に
誤
ま
り
が
あ
れ
ぽ
そ

の
非
を
卒
直
に
認
め
、
他
の
ひ
と
の
言
い
分
に
正
し
い
も
の
が
あ
れ
ぽ
素
直
に
そ
れ
を
受
け
い
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人

間
人
格
の
向
上
・
完
成
や
道
徳
的
自
由
の
充
実
化
と
確
立
と
い
う
目
的
の
達
成
の
た
め
に
は
、
そ
の
手
段
と
し
て
言
論
・
思
想
・
討
論
・

出
版
・
報
道
・
集
会
・
結
社
な
ど
の
自
由
と
い
う
〃
市
民
的
自
由
”
や
少
数
歯
の
自
由
と
権
利
の
擁
護
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
ミ
ル
が
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こ
れ
ら
の
市
民
的
自
由
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
何
回
と
な
く
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
主
政
治
が
陥
り
勝
ち
な
弊
害

や
欠
陥
の
一
つ
と
し
て
、
か
れ
は
多
数
者
の
専
制
や
感
情
の
専
制
や
世
論
の
専
制
を
厳
し
く
批
判
・
攻
撃
し
て
、
個
性
や
多
様
性
や
独
創

性
な
ど
の
重
要
性
や
少
数
者
の
自
由
と
権
利
の
擁
護
を
主
張
し
て
、
社
会
が
一
様
化
し
て
停
滞
・
衰
退
す
る
こ
と
な
し
に
発
展
と
幸
福
を

享
受
す
べ
き
だ
と
し
た
こ
と
は
、
特
記
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
少
数
者
の
自
由
と
権
利
の
擁
護
の
政
治
版
が
か
れ
の
比
例
代
表
制
論
で

あ
り
、
今
日
か
な
り
の
国
ぐ
に
で
も
そ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
や
は
り
そ
の
主
張
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
さ
て
、
い
ま
ミ
ル
の
民
主
政
治
が
陥
り
や
す
い
弊
害
や
欠
陥
に
つ
い
て
の
指
摘
に
少
し
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
か
れ
は

そ
れ
に
つ
い
て
種
々
言
及
し
て
対
応
策
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
民
主
政
治
は
前
述
の
よ
う
に
一
様
化
に
陥
っ
て
、
人
類
か
ら
思
考
に

お
け
る
道
徳
的
勇
気
と
独
立
自
尊
の
精
神
を
奪
う
危
険
性
が
あ
り
、
そ
う
な
る
と
中
央
政
府
（
多
数
老
の
希
望
の
代
表
と
し
て
の
）
が
社

会
と
か
公
共
の
利
益
や
福
祉
の
名
に
お
い
て
個
人
の
権
利
を
容
赦
な
く
踏
み
に
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
現
代
に
お

い
て
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
鋭
い
指
摘
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
民
主
政
治
が
〃
凡
庸
性
”
に
陥
り
や
す
い
弊
害

を
も
、
・
・
ル
は
指
摘
し
て
、
高
い
才
能
と
教
養
を
も
っ
た
少
数
の
人
び
と
を
全
国
区
比
例
代
表
制
の
も
と
で
国
政
へ
選
出
す
べ
き
こ
と
を
訴

え
た
こ
と
は
、
現
状
を
顧
み
る
と
き
傾
聴
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
支
配
団
体
に
お
け
る
不
十
分
な
精
神
的
資
格
や
、
一
部
の
人
び
と
や
党

派
や
階
級
の
利
益
を
追
求
す
る
立
法
が
行
わ
れ
や
す
い
こ
と
を
、
民
主
政
治
が
陥
り
や
す
い
弊
害
の
一
つ
と
か
れ
が
み
な
し
た
こ
と
も
、

現
代
に
お
い
て
も
十
分
首
肯
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
民
主
政
治
が
陥
り
や
す
い
最
大
の
弊
害
と
し
て
、
ミ
ル
は

〃
多
数
者
の
専
制
”
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を
〃
社
会
的
専
制
”
と
名
づ
け
て
、
そ
の
弊
害
は
政
治
的
専
制
ど
こ
ろ
の
比
で
は
な
い
と
こ
ろ

の
最
悪
の
も
の
で
あ
る
と
喝
破
し
た
こ
と
は
、
か
れ
の
偉
大
な
功
績
で
あ
り
、
民
主
政
治
は
決
し
て
多
数
者
万
能
で
は
な
い
と
い
う
名
教
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訓
を
人
類
に
永
遠
に
残
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
る
に
、
多
数
者
は
実
際
に
は
多
数
者
と
称
す
る
に
成
功
し
た
人
び
と
と
か
、
あ
　
ー



る
い
は
多
数
者
の
な
か
の
多
数
者
に
す
ぎ
な
い
等
々
と
、
多
数
者
を
分
析
し
た
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
自
由
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
堅
持
と
い
う
ミ
ル
の
立
場
は
、
や
は
り
グ
リ
ー
ン
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
理
想
主
義
学
派
や

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ミ
ル
は
、
か
れ
以
前
の
功
利
主
義
学
派
の
人
び
と
の
よ
う
に
人
間
を
、
単
な
る
原
子
的
個
々
人
と
し
て
と
ら
え
ず
に
、
社
会

的
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
結
果
利
己
心
の
主
張
や
そ
れ
に
も
と
つ
く
私
的
利
益
の
み
を
は
か
る
こ
と
に
厳
し
い
批
判
の
眼
を
向
け
て
、

社
会
に
お
い
て
共
同
生
活
を
営
む
個
人
に
お
け
る
〃
協
同
”
、
〃
私
利
を
図
ら
な
い
努
力
”
、
〃
利
他
心
”
の
不
可
避
性
と
重
要
性
を
指
摘

し
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
〃
隣
人
愛
”
が
功
利
主
義
道
徳
の
理
想
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
理
想
に
近
づ
く
た
め
の
手
段
と
し
て
、

各
個
人
の
幸
福
や
利
益
を
で
き
る
だ
け
〃
全
体
の
利
益
”
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
や
〃
公
共
善
”
の
増
進
を
説
き
、
ま
た
〃
公
共

精
神
”
の
肝
要
な
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
も
、
ま
た
グ
リ
ー
ン
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
理
想
主
義
学
派
の
人
び
と
や
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主

義
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ー
ン
は
、
国
家
は
〃
公
共
善
”
の
実
現
を
は
か
る
も
の
だ
と
い
う
〃
積
極
的
国
家

論
”
を
唱
え
、
こ
の
思
想
は
理
想
主
義
学
派
の
人
び
と
も
受
け
継
い
で
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。

　
労
働
者
階
級
に
関
し
て
は
、
ミ
ル
は
、
当
時
の
労
働
者
階
級
が
不
幸
な
状
態
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
厳
粛
に
認
め
、
そ
れ
は
当
時

の
社
会
組
織
の
欠
陥
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
欠
陥
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
労
働
者
階
級
の
望
ま
し
い
地
位
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
、

〃
従
属
保
護
の
理
論
”
を
厳
し
く
批
判
し
て
〃
自
立
の
理
論
”
の
立
場
に
立
ち
、
労
働
者
た
ち
を
〃
自
由
人
”
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ

と
主
張
し
た
。
労
働
老
階
級
の
将
来
の
見
通
し
に
関
し
て
は
、
か
れ
は
、
か
れ
ら
が
合
理
的
人
間
に
な
さ
れ
う
る
そ
の
程
度
如
何
に
か
か

っ
て
い
る
が
、
教
育
に
よ
っ
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
ミ
ル
は
普
通
選
挙
権
を
主
張
し
て
、
労

働
者
階
級
に
も
選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
当
時
に
お
い
て
は
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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当
時
の
労
働
者
階
級
の
知
的
道
徳
的
レ
ベ
ル
を
勘
案
し
て
普
通
平
等
選
挙
権
の
立
場
は
と
ら
ず
、
知
的
レ
ベ
ル
の
高
い
人
び
と
に
は
複
数

投
票
権
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
過
渡
的
情
況
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
止
む
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
ミ
ル
は
、
婦
人
の
隷
従
か
ら
の
解
放
を
も
強
調
し
て
、
婦
人
参
政
権
論
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
ミ
ル
は
、
前
述
の
よ
う
に
自
由
と
民
主
主
義
を
堅
持
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
経
済
的
自
由
放
任
に
は
反
対
し
、
自
由
と

民
主
主
義
の
範
囲
内
で
の
経
済
改
革
は
必
要
だ
と
考
え
、
そ
の
当
時
の
所
有
制
度
を
分
析
・
批
判
す
る
と
同
時
に
社
会
組
織
の
欠
陥
を
指

摘
し
て
、
社
会
主
義
は
実
験
に
値
す
る
と
主
張
し
、
と
く
に
フ
ー
リ
エ
主
義
に
は
深
い
理
解
を
示
し
た
が
、
か
れ
自
身
は
協
同
組
合
な
い

し
協
同
主
義
の
原
理
あ
る
い
は
相
互
協
同
の
原
理
に
も
と
つ
く
社
会
変
革
を
主
張
し
、
そ
れ
が
辿
り
つ
く
道
に
つ
い
て
、
　
「
個
人
の
自
由

お
よ
び
独
立
と
集
団
的
生
産
の
道
徳
的
知
的
経
済
的
な
利
益
と
を
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
社
会
が
勤
労
者
と
有
閑
老
と
に
分
裂
す

る
の
を
廃
止
し
、
自
分
の
個
人
的
な
勤
労
の
努
力
に
よ
っ
て
正
当
に
獲
ち
得
た
社
会
的
特
権
以
外
の
社
会
的
特
権
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
少
く
と
も
産
業
の
部
面
に
お
い
て
、
暴
力
に
訴
え
た
り
掠
奪
し
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
ま
た
既
存
の
習
慣
や
期
待
を
急
激
に
掩

乱
す
る
こ
と
す
ら
な
し
に
、
民
主
的
精
神
が
も
つ
最
善
の
抱
負
を
実
現
化
す
る
と
こ
ろ
の
一
社
会
変
革
の
道
」
と
強
調
し
て
、
　
「
勤
労
者

と
資
本
家
と
の
共
同
組
織
」
と
「
労
働
者
た
ち
同
志
の
間
の
共
同
組
織
」
の
二
つ
を
挙
げ
、
そ
の
う
ち
の
後
者
を
と
く
に
望
ま
し
い
も
の

と
し
た
。

　
右
の
よ
う
な
ミ
ル
の
考
え
も
、
グ
リ
ー
ン
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
理
想
主
義
学
派
の
人
び
と
や
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
と
労
働
運
動
の

人
び
と
に
、
非
常
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ー
ン
は
、
組
合
営
業
の
代
り
に
、
前
述
の
積
極
的
国
家
論
を

通
し
て
国
家
に
よ
る
国
民
に
対
す
る
経
済
的
社
会
的
条
件
の
整
備
を
唱
え
、
理
想
主
義
学
派
の
な
か
の
フ
ァ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
に
な
っ

た
人
び
と
は
、
自
由
と
民
主
主
義
の
範
囲
内
で
の
社
会
主
義
一
民
主
社
会
主
義
1
を
主
張
し
、
さ
ら
に
は
ラ
ス
キ
の
よ
う
な
ひ
と
も
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出
た
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
運
動
の
人
び
と
は
〃
協
同
精
神
”
を
強
調
し
て
、
人
び
と
が
協
同
し
て
中
間
商
人
を
排
除
し
て
搾
取
を
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な
く
す
こ
と
を
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
老
た
ち
は
、
隣
人
愛
や
協
同
精
神
を
力
説
し
て
〃
四
海
同
胞
”
　
－

の
精
神
か
ら
社
会
主
義
を
主
張
し
、
か
つ
社
会
主
義
を
自
由
と
民
主
主
義
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ミ
ル
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
は
、
自
由
主
義
を
経
済
的
自
由
放
任
主
義
と
同
一
視
し
勝
ち
な
大
陸
的
自
由

主
義
と
は
異
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
J
．
S
．
、
・
・
ル
を
研
究
し
て
き
て
、
最
後
に
そ
れ
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
そ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
か
れ
は
一
九

世
紀
と
い
う
過
渡
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
最
大
の
思
想
家
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
的
な
大
学
者
で
あ
り
、
後
世
に
与
え
た
影
響
は
頗
る

大
で
あ
っ
て
、
次
の
時
代
へ
の
1
直
接
的
に
は
と
く
に
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
へ
の
一
橋
渡
し
を
し
た
と
い
え
る
。
ミ
ル
は
自
由
と
民

主
主
義
の
研
究
史
上
に
お
い
て
、
最
大
の
業
績
を
残
し
た
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

〔
備
考
〕
　
註
は
、
い
ま
ま
で
の
論
文
や
拙
著
の
な
か
に
記
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。


