
『
学
習
の
友
』
は
、
時
々
の
労
働
運
動
や
国
民
運
動
の
課
題
あ
る
い
は
そ
れ
に
か
か
わ
る
社
会
の

動
き
を
深
く
学
ぶ
と
と
も
に
、
哲
学
や
経
済
学
、
資
本
主
義
を
こ
え
る
未
来
社
会
論
や
階
級
闘
争
論

と
い
っ
た
理
論
の
学
習
を
強
く
よ
び
か
け
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
理
論
を
学
ぶ
こ
と
は
、
毎
日
の

政
治
の
動
き
を
見
る
上
で
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
。
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
ま
す
。

【
補
足
①
・
基
礎
理
論
と
そ
の
内
容
】

た
と
え
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
は
、
労
働
者
を
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
扱
う
の
で
し
ょ
う
。

「
企
業
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と
思
考
停
止
さ
せ
る
の
で
な
く
、
「
な
ぜ
、
ど
う
し
て
」
を
深
く
考

え
抜
い
た
体
系
的
な
知
識
が
「
理
論
」
で
す
。
人
類
が
〈
社
会
に
つ
い
て
の
理
論
〉
を
確
立
す
る
上

で
、
最
も
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
は
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八-

八
三
）
で
し
た
。

66

理
論
学
習
の
す
す
め

―
―
政
治
の
激
動
を
深
く
つ
か
む石

川

康
宏

神
戸
女
学
院
大
学
教
授



マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
、
①
自
然
・
社
会
・
人
間
を
ふ
く
む
「
世
界
」
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
考
え
る

哲
学
、
②
人
間
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
大
本
を
考
え
る
経
済
学
、
③
歴
史
の
一
段
階
と
し
て
の
資
本
主

義
が
次
に
向
か
う
社
会
を
考
え
る
未
来
社
会
論
、
④
よ
り
ま
し
な
社
会
を
目
ざ
す
人
々
の
取
り
組
み
を

考
え
る
階
級
闘
争
論
と
い
う
、
主
に
四
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
多
く
の
人
が
、
マ

ル
ク
ス
の
理
論
の
現
代
的
な
発
展
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

１

新
し
い
政
治
を
探
求
す
る
国
民
の
動
き

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ま
ず
二
〇
〇
九
年
以
後
の
政
治
の
変
化
を
見
て
お
き
ま
す
。
こ
の
年
の
衆
院
選
で
自
民
・
公
明
政

権
が
倒
さ
れ
、
古
い
自
民
党
政
治
に
か
わ
る
新
し
い
政
治
に
つ
い
て
の
国
民
的
な
模
索
が
本
格
化
し

ま
し
た
。
新
た
に
誕
生
し
た
の
は
民
主
党
中
心
の
政
権
で
す
。
し
か
し
、
古
い
「
財
界
中
心
、
ア
メ

リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
の
転
換
が
で
き
な
い
こ
と
に
、
三
・
一
一
以
後
の
被
災
者
支
援
の
で
た
ら
め

さ
が
重
な
り
、
民
主
党
は
一
二
年
の
衆
院
選
で
大
敗
、
結
局
、
も
と
の
自
民
・
公
明
政
権
が
復
活
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
政
権
交
代
の
様
子
だ
け
を
み
る
と
、
こ
の
間
の
政
治
に
は
ま
る
で
進
歩
が

な
い
よ
う
に
見
え
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
一
歩
突
っ
込
ん
で
現
実
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
重
要
な
変
化
が

あ
り
ま
し
た
。

第
一
に
、
一
二
年
、
一
三
年
の
選
挙
で
大
手
メ
デ
ィ
ア
に
「
圧
勝
」
「
大
勝
」
と
評
さ
れ
た
自

民
・
公
明
両
党
で
す
が
、
彼
ら
は
政
権
を
失
っ
た
〇
九
年
選
挙
の
得
票
を
い
ま
だ
に
回
復
す
る
こ
と
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が
で
き
ず
に
い
ま
す
。

※
自
民
〇
九
年
一
八
八
一
万
票
↓
一
三
年
一
八
四
六
万
票
。

※
公
明
〇
九
年
八
〇
五
万
票
↓
一
三
年
七
五
七
万
票
（
以
下
す
べ
て
比
例
代
表
選
挙
で

の
得
票
）
。

〇
九
年
か
ら
一
三
年
ま
で
に
民
主
党
は
二
二
七
一
万
票
も
得
票
を
減
ら
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
主
か
ら
自
民
・
公
明
へ
支
持
が
も
ど
っ
た
事
実
は
な
い

の
で
す
。
小
選
挙
区
制
の
マ
ジ
ッ
ク
で
政
権
に
は
つ
き
ま
し
た
が
（
一
三
年
選
挙
で
自

民
が
獲
得
し
た
六
五
議
席
の
う
ち
四
七
は
選
挙
区
選
挙
の
も
の
で
、
そ
の
う
ち
二
九
は

小
選
挙
区
で
の
も
の
）
、
国
民
の
側
は
「
古
い
自
民
党
政
治
に
も
ど
り
た
く
な
い
」
と

い
う
思
い
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
、
で
は
民
主
が
失
っ
た
二
二
七
一
万
票
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
行
き
先
は
大
き
く
二
つ
に
わ
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
つ
は
棄
権
で
し

た
。
「
自
民
も
ダ
メ
、
民
主
も
ダ
メ
と
な
る
と
、
ど
の
党
に
投
票
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
」
。
そ
う
い
う
迷
い
の
結
果
、
原
発
ゼ
ロ
を
は
じ
め
政
治
へ
の
国
民
の
関
心
は
高

ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
投
票
率
は
下
が
る
と
い
う
現
象
が
生
ま
れ
ま
し

た
。も

う
一
つ
は
、
自
民
や
民
主
に
か
わ
る
政
党
を
、
積
極
的
に
探
し
求
め
る
動
き
で

す
。
一
〇
年
選
挙
で
は
「
み
ん
な
」
が
、
一
二
年
選
挙
で
は
「
維
新
」
が
期
待
を
集
め

ま
す
。
し
か
し
、
一
三
年
に
は
ど
ち
ら
も
ピ
ー
ク
の
六
〇
〜
五
〇
％
ま
で
支
持
を
減
ら

し
て
い
ま
す
。
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※
み
ん
な
〇
九
年
三
〇
一
万
票
↓
一
〇
年
七
九
四
万
票
↓
一
二
年
五
二
五
万
票
↓
一
三
年
四
七
六
万

票
。

※
維
新
一
二
年
一
二
二
六
万
票
↓
一
三
年
六
三
六
万
票
。

国
民
は
、
こ
れ
ら
の
党
に
一
度
は
期
待
を
寄
せ
な
が
ら
、
短
期
間
の
う
ち
に
「
自
民
党
政
治
の
転

換
は
担
え
な
い
」
と
判
断
し
た
わ
け
で
す
。

一
三
年
選
挙
で
は
、
新
た
に
共
産
党
が
国
民
の
期
待
を
集
め
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
批
判
、
原
発
ゼ
ロ
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
告
発
な
ど
「
反
自
民
の
姿
勢
が
ぶ
れ
な
い
」
こ
と
を
理

由
に
、
無
党
派
層
に
「
今
回
は
共
産
」
と
い
う
強
い
流
れ
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

※
共
産
〇
九
年
四
九
四
万
票
↓
一
〇
年
三
五
六
万
票
↓
一
二
年
三
六
九
万
票
↓
一
三
年
五
一
五
万
票
。

こ
の
よ
う
に
各
党
の
得
票
の
変
化
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
〇
九
年
か
ら
の
わ
ず
か
四
年
の
間
に

も
、
新
し
い
政
治
を
求
め
る
国
民
の
探
求
が
、
着
実
に
前
進
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

【
補
足
②
・
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
】

日
本
の
政
府
は
、
ど
う
し
て
大
企
業
の
利
益
ば
か
り
を
追
求
す
る
の
で
し
ょ
う
。
背
景
に
は
、
日
本

経
済
団
体
連
合
会
、
経
済
同
友
会
、
日
本
商
工
会
議
所
に
代
表
さ
れ
る
大
企
業
経
営
者
の
運
動
団
体

（
財
界
団
体
）
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
自
民
党
な
ど
の
政
権
政
党
と
深
く
結
び
つ
き
、
財
界
・
大
企
業

に
有
利
な
政
策
の
実
施
を
求
め
て
、
様
々
な
ル
ー
ト
で
「
献
金
」
（
買
収
）
を
行
な
い
ま
す
。
電
力
会

社
や
原
発
メ
ー
カ
ー
が
、
マ
ス
コ
ミ
や
御
用
学
者
を
抱
き
込
み
な
が
ら
政
府
に
原
発
再
稼
働
や
原
発
輸

出
を
求
め
る
「
原
発
利
益
共
同
体
」
の
あ
り
方
は
、
そ
の
わ
か
り
や
す
い
一
例
で
す
。

日
本
は
一
九
四
五
〜
五
二
年
の
七
年
間
、
最
大
時
五
〇
万
人
の
米
軍
に
よ
っ
て
軍
事
占
領
さ
れ
ま
し
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た
。
こ
れ
を
出
発
点
に
日
本
の
政
治
は
「
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
型
に
再
編
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
日
本

に
一
三
〇
以
上
の
米
軍
基
地
が
あ
り
、
オ
ス
プ
レ
イ
が
わ
が
も
の
顔
で
空
を
飛
ぶ
現
実
は
、
五
二
年
と

六
〇
年
の
新
旧
日
米
安
保
条
約
で
、
占
領
の
多
く
が
「
合
法
」
的
に
継
続
さ
れ
た
結
果
で
す
。
安
保
条

約
に
は
米
軍
へ
の
軍
事
協
力
の
他
、
経
済
政
策
で
の
す
り
寄
り
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ

問
題
な
ど
で
の
ア
メ
リ
カ
の
高
慢
な
態
度
の
根
っ
こ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
民
党
政
治
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
日
本
の
保
守
政
治
は
、
こ
う
し
た
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い

な
り
」
を
根
本
の
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。

２

理
論
は
現
実
の
分
析
の
導
き
と
な
る

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

で
は
最
近
の
政
治
を
こ
の
よ
う
に
突
っ
込
ん
で
分
析
す
る
こ
と
に
、
各
種
の
理
論
は
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
社
会
に
つ
い
て
の
哲
学
（
史
的
唯
物
論
）
や
階
級
闘
争
の
理
論
は
、
社
会
発
展
の
原

動
力
が
階
級
闘
争
で
あ
り
、
選
挙
は
そ
の
た
た
か
い
の
到
達
を
集
中
的
に
あ
ら
わ
す
も
の
だ
と
教
え

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
視
角
に
導
か
れ
る
な
ら
、
現
実
政
治
の
変
化
を
、
政
権
が
民
主
中
心
か
ら
自

民
中
心
に
も
ど
っ
た
と
い
う
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
提
示
す
る
〈
支
配
す
る
者
と
さ
れ
る
者
の
力

関
係
〉
と
い
う
肝
心
な
も
の
が
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。

こ
の
点
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
〇
九
年
か
ら
一
三
年
ま
で
の
四
年
間
に
、
自
民
と
民
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主
の
合
計
得
票
は
四
八
六
五
万
票
か
ら
二
五
五
九
万
票
に
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
両

党
に
よ
る
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
に
対
し
て
、
国
民
の
嫌
気
あ
る

い
は
批
判
が
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
か
わ
る
政
治
の
模

索
の
動
き
は
、
「
み
ん
な
」
や
「
維
新
」
へ
の
期
待
と
落
胆
と
い
う
実
体
験
を
へ
て
、

共
産
党
の
再
発
見
あ
る
い
は
新
た
な
注
目
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
原
発
ゼ
ロ
、
消
費

増
税
反
対
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
加
入
反
対
、
米
軍
基
地
・
オ
ス
プ
レ
イ
撤
去
、
被
災
者
支
援
、
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
の
追
及
、
護
憲
な
ど
「
反
自
民
の
姿
勢
が
ぶ
れ
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
し

た
共
産
党
へ
の
期
待
の
高
ま
り
は
、
新
し
い
政
治
の
内
容
に
対
す
る
国
民
的
合
意
を
、

次
第
に
鮮
明
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
史
的
唯
物
論
や
階
級
闘
争
の
理
論
は
、
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
思
想

は
支
配
階
級
の
思
想
で
あ
り
、
ま
た
階
級
闘
争
の
中
で
は
思
想
闘
争
が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
視
角
に
導
か
れ
て
現
代
政
治
を
分
析
す
る
な

ら
、
財
界
や
政
府
が
大
手
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
、
原
発
安
全
神
話
、
消
費
増
税
不
可
避

神
話
、
軍
事
貢
献
当
然
神
話
、
共
産
党
時
代
遅
れ
神
話
な
ど
多
く
の
神
話
を
で
っ
ち
上

げ
、
政
治
を
自
分
た
ち
に
有
利
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
事
実
に
行
き
当
た
り
ま
す
。

選
挙
結
果
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
一
二
年
選
挙
を
「
自
民
圧
勝
」
、
一
三
年
選
挙
を

「
自
民
大
勝
」
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
日
本
社
会
に
自
民
党
政
治
の
支
持
者
が
増
え
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
新
た
な
神
話
づ
く
り
（
世
論
誘
導
）
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
。
国
民
に
は
こ
う
し
た
操
作
に
左
右
さ
れ
な
い
政
治
的
教
養
の
充
実
と
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
も
ふ
く
め
、
広
く
真
実
を
伝
え
る
ま
っ
と
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
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の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
現
実
を
分
析
す
る
角
度
や
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
問
題
を
設
定
す
る
上
で
、
理
論
は
、

具
体
的
な
現
実
の
具
体
的
な
分
析
を
導
く
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

【
補
足
③
・
「
社
会
発
展
の
原
動
力
が
階
級
闘
争
」
】

社
会
を
よ
り
ま
し
な
も
の
に
つ
く
り
か
え
る
力
は
、
そ
の
社
会
で
大
き
な
利
益
を
あ
げ
て
満
足
し
て

い
る
支
配
階
級
に
、
支
配
さ
れ
て
い
る
階
級
が
生
活
の
改
善
を
求
め
て
闘
い
を
挑
ま
ざ
る
を
え
な
い
と

こ
ろ
（
階
級
闘
争
）
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
理
論
で
す
。
主
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
研
究
し
た
歴
史
学
者

や
経
済
学
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
家
と
労
働
者
と
い
う
階
級
は
資
本
主
義
と
い
う
人
間
社
会
の
特
定
の

段
階
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
（
そ
れ
以
前
の
社
会
に
は
「
奴
隷
」
と
「
奴
隷
主
」
な
ど
別
の
階
級
が

あ
っ
た
）
、
議
会
制
民
主
主
義
が
成
立
し
た
後
の
闘
争
で
は
「
選
挙
」
が
大
き
な
焦
点
に
な
る
こ
と
な

ど
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
、
原
発
ゼ
ロ
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
消
費
税
増
税

な
ど
夏
の
参
議
院
選
挙
の
大
き
な
争
点
も
、
じ
つ
は
そ
う
し
た
闘
争
の
現
れ
で
す
。

３

理
論
の
探
求
と
現
状
の
分
析
は
、
実
は
同
じ
一
つ
の
こ
と

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

理
論
を
導
き
に
現
実
を
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
何
か
の
理
論
を
あ
て
が
い
、
そ
れ
に

そ
っ
て
現
実
を
切
り
取
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
「
世
界
を
色
眼
鏡
で
見
る
」
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「
見
た
い
も
の
し
か
見
な
い
」
「
原
理
主
義
・
教
条
主
義
」
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
は
な
く
現
実
の
分
析
は
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
現
実
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
る
作
業
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
分
析
は
、
い
つ
で
も
ゼ
ロ
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
本
主
義

社
会
の
歴
史
や
し
く
み
の
分
析
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
分
析
、
最
近
の
政
治
の
変
化
や
国

民
の
た
た
か
い
の
分
析
、
こ
れ
ら
は
た
く
さ
ん
の
人
に
よ
っ
て
、
す
で
に
無
数
に
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
分
析
を
つ
う
じ
て
見
い
だ
さ
れ
、
現
実
と
の
一
致
が
繰
り
返
し

確
か
め
ら
れ
た
一
般
的
な
知
見
の
体
系
が
理
論
で
す
か
ら
、
理
論
は
そ
の
後
の
分
析
に
対
し
て
、
す

で
に
見
た
よ
う
に
検
討
の
視
角
や
着
眼
点
を
示
唆
す
る
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

こ
こ
で
注
意
が
い
る
の
は
、
理
論
の
そ
う
し
た
役
割
は
、
新
し
い
分
析
の
自
由
な
思
考
を
妨
げ
る

「
先
入
見
」
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
先
入
見
」
は
そ
の
認
識
の
無
条
件
の
正
し
さ
を
前
提

し
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
理
論
は
そ
の
正
し
さ
を
、
新
た
な
分
析
の
中
で
つ
ね
に
検
証
さ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
具
体
的
分
析
に
際
し
て
、
「
導
き
」
と
し
て
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
、
じ
つ
は
そ
の
検
証
作
業
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
結

果
、
仮
に
理
論
と
現
実
に
ず
れ
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
理
論
は
現
実
を
よ
り
正
確
に
と
ら
え
る
も
の
へ

と
発
展
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

理
論
と
現
状
分
析
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
な
ら
、
「
ぼ
く
は
高
尚
な
理
論
を
研
究
す

る
、
現
実
の
分
析
は
現
場
の
運
動
家
が
す
れ
ば
よ
い
」
と
か
、
「
現
場
に
必
要
な
の
は
具
体
的
な
情

勢
の
分
析
で
、
私
は
理
論
な
ん
て
ど
う
で
い
い
」
と
い
っ
た
態
度
は
、
ど
ち
ら
も
ま
っ
た
く
の
誤
り

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
具
体
的
現
実
に
よ
る
検
証
を
受
け
な
い
理
論
は
、
ど
ん
な
に
偉
い
人
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が
語
っ
た
こ
と
で
も
、
ど
ん
な
に
理
路
整
然
と
し
て
い
て
も
所
詮
は
空
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
他

方
、
理
論
の
最
新
の
到
達
に
導
か
れ
な
い
現
実
分
析
は
、
ど
ん
な
に
事
実
を
た
く
さ
ん
な
ら
べ
た
と

こ
ろ
で
、
表
面
的
で
独
り
よ
が
り
な
も
の
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
な
現
実
の
分
析
と
各
種
の
理
論
の
探
求
は
、
実
は
ぴ
た
り
と
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、

双
方
に
学
び
通
じ
る
努
力
は
「
理
論
家
」
に
も
「
現
場
の
運
動
家
」
に
も
誰
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ

と
な
の
で
す
。

４

今
後
の
政
治
を
展
望
し
な
が
ら

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

現
実
の
政
治
の
動
き
に
も
ど
り
ま
し
ょ
う
。
国
民
の
支
持
が
回
復
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

公
政
権
は
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
の
暴
走
を
ま
す
ま
す
強
め
ず
に
お
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
国
民
の
強
い
抵
抗
を
呼
び
起
こ
し
続
け
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
で
「
反
自

民
」
へ
の
期
待
を
集
め
た
共
産
党
の
責
任
は
重
大
で
、
ま
た
共
産
党
を
大
き
く
強
く
育
て
る
こ
と

は
、
国
民
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。

「
維
新
」
等
に
よ
る
「
野
党
再
編
」
は
、
ど
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
も
国
民
の
期
待
を
長
く
つ
な

ぎ
と
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
は
「
財
界
中
心
、
ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
」
政
治
の
本
気
で

の
転
換
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
今
後
の
政
治
は
、
政
策
的
に
も
組
織
的
に
も
「
自
共
対
決
」
を
軸

に
動
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

く
わ
え
て
自
民
党
の
政
治
は
、
か
つ
て
の
侵
略
戦
争
を
正
義
の
戦
争
だ
と
す
る
「
靖
国
史
観
」
を
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根
本
的
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
。
天
皇
中
心
の
「
美
し
い
国
」
づ
く
り
や
、
「
慰
安
婦
」
問

題
で
謝
罪
の
必
要
は
な
い
と
す
る
よ
う
な
発
言
も
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
自
民
党

の
改
憲
案
に
も
、
ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
戦
争
に
道
を
開
き
、
財
界
・
大
企
業
や
り
放
題
の
経
済
づ
く

り
を
進
め
、
天
皇
を
頂
点
に
戴
く
国
を
つ
く
る
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
財
界
や
ア
メ
リ
カ
は
、
中
国
は
じ
め
東
ア
ジ
ア
各
国
と
の
経
済
交
流
を
最
重
視
す
る
立
場
か

ら
、
天
皇
中
心
の
国
づ
く
り
に
は
簡
単
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
民
党
の
改
憲
路
線

は
、
こ
の
よ
う
に
支
配
層
内
部
に
深
刻
な
ね
じ
れ
を
つ
く
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
多
数
と
の
対
立
は
深
ま
り
、
支
配
層
内
部
に
も
不
協
和
音
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
れ

ば
「
圧
勝
」
「
大
勝
」
と
い
う
大
手
メ
デ
ィ
ア
の
持
ち
上
げ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
権
の
未
来

は
狭
く
短
く
閉
じ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

毎
日
の
政
治
の
動
き
を
い
っ
そ
う
深
く
分
析
し
、
よ
り
ま
し
な
社
会
づ
く
り
の
取
り
組
み
を
さ
ら

に
的
確
な
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
理
論
の
学
習
に
本
腰
を
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
み
な
さ
ん
一
人
一
人
の
理
論
的
な
成
長
が
、
社
会
進
歩
の
速
度
を
左
右
し
ま
す
。

学
び
の
入
口
と
し
て
牧
野
広
義
氏
の
『
知
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』
（
学
習
の
友
社
）
と
私
の
『
マ
ル
ク

ス
の
か
じ
り
方
』
（
新
日
本
出
版
社
）
を
お
す
す
め
し
て
お
き
ま
す
。
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