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今
年
は
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
生
誕
２
０
０
年
の
節
目
で

す
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
開
拓
し
、
多
く
の
先
人
た

ち
が
発
展
さ
せ
て
き
た
科
学
的
社
会
主
義
は
、
現
実
社
会
を

ど
う
捉
え
、
ど
う
変
革
す
る
か
と
い
う
理
論
で
す
。
今
な
ぜ

科
学
的
社
会
主
義
を
学
ぶ
の
か
を
考
え
ま
す
。
執
筆
者
は
神

戸
女
学
院
大
学
教
授
の
石
川
康
宏
さ
ん
で
す
。

肝
心
な
の
は

肝
心
な
の
は

　

社
会
の
現
実
を
変
え
る
こ
と

　

社
会
の
現
実
を
変
え
る
こ
と

資
本
主
義
を
越
え
る

資
本
主
義
を
越
え
る

　
　
　
　
　
　

社
会
の
探
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社
会
の
探
求

　

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、

１
８
１
８
年
５
月
５
日
、
プ

ロ
イ
セ
ン
（
後
の
ド
イ
ツ
の

一
部
）
の
ト
リ
ー
ア
に
生
れ

ま
し
た
。
今
訪
れ
て
も
と
て

も
美
し
い
モ
ー
ゼ
ル
川
沿
い

の
小
さ
な
街
で
す
。
２
０
０

年
前
か
ら
今
日
ま
で
、
マ
ル

ク
ス
の
学
問
と
人
生
は
長
い

時
を
越
え
、
世
界
の
多
く
の

研
究
者
を
魅
了
し
、
よ
り
良

い
社
会
を
目
指
す
多
く
の
市

民
を
引
き
付
け
て
止
み
ま
せ

ん
。

　

マ
ル
ク
ス
の
学
問
に
は
、

世
界
観
、
経
済
理
論
、
未
来

社
会
論
、
革
命
論
な
ど
が
含

ま
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
革

命
論
を
軸
に
そ
の
あ
ら
ま
し

を
述
べ
て
み
ま
す
。

　

「
哲
学
者
た
ち
は
、
世
界

を
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
し
た
だ

け
で
あ
る
。
肝
要
な
の
は
、

そ
れ
を
変
え
る
こ
と
で
あ

る
」（『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
１
８
４

５
年
）。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス

26
才
の
言
葉
で
す
。
こ
れ
を

学
生
時
代
に
読
ん
だ
時
は
、

本
当
に
し
び
れ
ま
し
た
。

「
そ
う
だ
、
そ
の
通
り
だ
。

な
ぜ
戦
争
が
あ
り
、
貧
困
が

あ
る
の
か
、
理
由
の
究
明
は

必
要
だ
が
、
よ
り
肝
心
な
こ

と
は
そ
の
現
実
を
改
善
す
る

こ
と
だ
」
と
思
わ
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
言
葉

は
、
た
だ
学
ぶ
だ
け
で
な
く

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
積

極
的
に
関
わ
る
生
き
方
を
、

私
に
強
く
求
め
る
も
の
に
な

　

人
間
的
解
放
が
目
指
す
未

来
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
、
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て

実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。

終
生
の
友
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
初
の
共
著

『
聖
家
族
』（
44
年
）
で
、

世
界
観
と
し
て
唯
物
論
の
立

場
を
、
変
革
者
と
し
て
共
産

主
義
の
立
場
を
表
明
し
た
マ

ル
ク
ス
は
、
つ
づ
く
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
45

―
46
年
）
で
大
き
な
理
論
的

発
展
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。

　

生
前
に
出
版
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
こ
の
草
稿
で
、

「
私
的
所
有
の
廃
止
」
な
ど

そ
れ
ま
で
曖あ

い

昧ま
い

な
言
葉
で
し

か
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
未

来
社
会
に
、「
結
合
し
た
諸

個
人
に
よ
る
生
産
諸
力
総
体

の
獲
得
」
と
い
う
分
析
的
な

定
義
を
初
め
て
与
え
た
の
で

す
。
一
部
の
人
が
多
く
の
富

を
手
に
す
る
今
の
社
会
を
、

自
発
的
に
結
合
し
合
う
多
数

者
が
社
会
の
富
を
共
有
す
る

共
同
の
社
会
に
転
換
す
る
と

い
う
、
変
革
の
大
き
な
筋
道

が
つ
く
ら
れ
始
め
た
の
で
し

た
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

（
資
本
家
階
級
）
が
私
的
に

所
有
す
る
生
産
手
段
を
、
社

会
の
手
に
移
す
必
要
が
あ
る

と
初
め
て
は
っ
き
り
書
い
た

の
は
『
共
産
党
宣
言
』（
48

年
）
で
の
こ
と
で
し
た
。
マ

ル
ク
ス
が
ま
だ
29
才
の
時
の

著
作
で
す
。

　

後
に
、
マ
ル
ク
ス
は
畢ひ

つ

生せ
い

の
書
『
資
本
論
』
第
１
部

（
67
年
）
で
、
未
来
社
会
を

「
共
同
的
生
産
手
段
で
労
働

し
、
自
分
た
ち
の
多
く
の
個

人
的
労
働
力
を
自
覚
的
に
ひ

と
つ
の
社
会
的
労
働
力
と
し

て
支
出
す
る
自
由
な
人
々
の

連
合
体
」
と
特
徴
づ
け
、
そ

の
実
現
に
は
生
産
手
段
を
社

会
全
体
の
所
有
に
転
換
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
書
き
ま
し

た
が
、『
共
産
党
宣
言
』
は

早
く
も
こ
の
見
解
に
大
き
く

り
ま
し
た
。

　

後
に
驚
か
さ
れ
た
の
は
、

こ
の
名
言
よ
り
さ
ら
に
若
い

時
期
の
マ
ル
ク
ス
が
、
人
々

の
幸
福
に
は
政
治
的
な
権
利

の
獲
得
だ
け
で
な
く
、
生
活

の
平
等
や
豊
か
さ
を
実
現
す

る
「
人
間
的
解
放
」
が
不
可

欠
だ
と
、
す
で
に
明
快
に
指

摘
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

　

マ
ル
ク
ス
は
都
市
の
ス
ラ

ム
に
暮
ら
す
多
く
の
労
働
者

の
生
活
を
改
善
す
る
に
は
、

貧
富
の
格
差
を
生
み
出
す
経

済
の
し
く
み
を
転
換
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

当
時
の
ド
イ
ツ
は
王
国
ば
か

り
で
、
目
前
の
課
題
は
憲
法

や
議
会
を
生
み
出
す
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
で
し
た
が
、
若
い

マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
そ
の
先

を
見
据
え
て
い
た
の
で
す
。

　

「（
人
間
的
）
解
放
の
頭

脳
は
哲
学
で
…
…
心
臓
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
」

近
づ
い
て
い
た
の
で
し
た
。

「
結
合
社
会
」へ
の

転
換
を
深
め
る

　

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
マ
ル
ク
ス
は

未
来
社
会
を
、
互
い
に
協
同

す
る
生
産
者
が
社
会
の
主
人

公
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、

も
っ
ぱ
ら
「
結
合
社
会
」

（
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
や

「
結
合
的
生
産
様
式
」
と
呼

ん
で
お
り
、「
共
産
主
義
社

会
」
と
い
う
言
葉
は
ご
く
わ

ず
か
し
か
使
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
『
資
本
論
』
の

中
で
も
同
様
で
す
。
さ
ら
に

「
土
地
の
国
有
化
に
つ
い

て
」（
72
年
）
で
は
、
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉

を
未
来
社
会
全
体
の
呼
び
名

（
結
合
社
会
）
と
と
も
に
、

個
々
の
生
産
単
位
の
呼
び
名

（
結
合
体
）
と
し
て
も
使
っ

て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
後
年
の
マ
ル
ク
ス

は
、
生
産
手
段
の
所
有
の
転

換
に
と
ど
ま
ら
ず
、
資
本
主

義
か
ら
未
来
の
「
結
合
社

会
」
へ
の
転
換
の
内
容
を
、

よ
り
深
く
研
究
し
て
い
き
ま

す
。『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

内
乱
』
の
第
一
草
稿
（
71

（『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判

序
説
』
44
年
）。
20
代
半
ば

で
こ
う
確
信
し
た
マ
ル
ク
ス

は
、
そ
の
後
、
変
革
の
哲
学

（
学
問
）
の
探
求
と
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
（
労
働
者
階

級
）
に
よ
る
解
放
の
運
動
の

発
展
に
力
を
尽
く
し
て
い
き

ま
し
た
。

▲

20
代
の
マ
ル
ク
ス



民 主 青 年 新 聞 （第三種郵便物認可）（１１）

　「香るスパイス　食欲そそる辛さ　夏の疲れた体にカレー」（2017年８月28日付）を読んで。母がスパイスだけの味付けのカレ

ーを作っていたので自分もやってみたいと思った。 （岡山　松田良生）

２０１８年１月１５日（月曜日）

らの誘いや、学校や会社の中

のサークル、趣味のスポーツ

や音楽、絵画その他の集まり

に参加するなど意識的に「動

く」ことが大切です。そして

いろいろな人と出会って話す

中であなたの話を聴く人、聴

こうとする人を見つけられた

らいいですね。いきなり恋人

としてではなく気さくに話が

できる人として。

　もしそんなに時間が「な

い」ことを絶対視したら新た

な可能性は見つからないでし

ょう。もっとも恋愛はしなけ

ればならないものではありま

せんし、一人で生きることが

自分にふさわしいと思う人も

いて当然です。どのような立

場にいる人もそれぞれの環境

の下で生きる楽しさを見つけ

たり、創造していくわけで、

生き方はそれほど多様で柔軟

なものと考えましょう。

　最後にセックスについてで

す。恋人を欲しいと思うあま

り、恋人を得るために、また

は自分が恋人と思う人を手放

さない（つなぎとめる）よう

にと代償として、セックスに

応じてしまうことや付き合う

条件としてセックスをなかば

強制することがあります。

　双方の合意に基づくセック

スは二人の絆を強くする意味

を持っていますが、一方で絆

を強くするという意味で支配

と従属の関係に落ち込む危険

も併せ持っています。

　本当に自分はセックスを望

んでいるのかと十分に心に問

いかけてください。くれぐれ

も慎重に考えてください。

　恋人が欲しいのですが、仕事が忙しくて出会いが

ありません。周囲から「相手はいないの？」と聞か

れて、余計に焦ってしまいます。

　私はよく「恋愛はし

ようと思ってもできる

ものではなく、結婚は

しようと思わなければできる

ものではない」と話します。

　あなたはまず「恋人が欲し

い」と言っていますね。でも

「恋人」という人がいるので

はなく、付き合っている人が

恋人になるか、ならないかな

んです。恋人になる人とはま

ず、「一緒にいて気が置けな

い人」かどうかです。気が置

けない、とは打ち解け合える

ということ。つまり正直に話

ができたり、素直に話を聞い

てくれる関係になれるかどう

かですね。

　「恋人が欲しい」という気

持ちが強すぎるとそのイメー

ジが先行して冷静さを失いが

ちになるので要注意です。ま

ずは気が置けない話し相手

を、と肩の力を抜きましょう。

　次に「仕事が忙しくて出会

いがない」ことについてです

が、ひどい話ですね。出会い

の場に出かけるには時間とエ

ネルギーとそこそこのお金が

必要です。でも「ない」「な

い」とだけ言っていては何の

前進もありません。友だちか

Ａ

Ｑ

「
気
が
置
け
な
い
人
」か
ら

「
気
が
置
け
な
い
人
」か
ら

関
係
づ
く
り
を

関
係
づ
く
り
を

村瀬幸浩さん

日本思春期学会　名誉会員回答者回答者

段
階
的
な

段
階
的
な

　
　

社
会
発
展
の
道
の
模
索

　
　

社
会
発
展
の
道
の
模
索

多
数
者
革
命
と
民
主
共
和
制
の

多
数
者
革
命
と
民
主
共
和
制
の

探
求
へ

探
求
へ

年
）
に
は
、
個
々
の
生
産
単

位
に
自
発
的
な
結
合
を
体
現

し
た
新
し
い
組
織
を
つ
く
る

こ
と
、
そ
れ
ら
組
織
の
間
で

生
産
の
社
会
的
な
調
整
を
行

う
こ
と
、
国
際
的
に
も
調
整

を
行
う
こ
と
な
ど
の
必
要
を

書
き
込
み
、
未
来
社
会
の
本

格
的
な
確
立
に
つ
い
て
も
、

結
合
社
会
の
経
済
諸
法
則
が

「
自
然
発
生
的
」
に
作
用
す

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
新
し

い
指
標
を
提
示
し
ま
す
。
こ

う
し
た
探
求
を
経
て
マ
ル
ク

ス
は
、『
ゴ
ー
タ
綱
領
批

判
』（
75
年
）
で
、
資
本
主

義
社
会
か
ら
未
来
社
会
へ
の

「
過
渡
期
」
を
は
っ
き
り
設

定
し
て
い
く
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
資

本
主
義
の
歴
史
的
限
界
を
見

据
え
、
そ
れ
を
超
え
る
未
来

社
会
を
探
求
し
て
い
き
ま
し

た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
至
る

過
程
に
つ
い
て
は
、
必
要
な

手
順
を
踏
ん
だ
段
階
的
な
移

行
が
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え

ま
し
た
。
次
は
そ
の
探
求
に

つ
い
て
で
す
。

　

１
８
４
８
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
が
起

こ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ

ツ
に
戻
り
「
新
ラ
イ
ン
新

聞
」
の
発
行
を
通
じ
て
こ
れ

に
加
わ
り
ま
す
。
マ
ル
ク
ス

が
革
命
の
要
求
の
第
一
に
掲

げ
た
の
は
資
本
主
義
を
乗
り

越
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
21

才
以
上
の
全
市
民
に
よ
る
男

女
共
通
の
普
通
選
挙
権
で
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
偉
大

な
成
果
で
あ
る
「
人
権
宣

言
」
で
さ
え
、
女
性
の
参
政

権
は
認
め
て
お
ら
ず
、
こ
れ

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
民
主

主
義
拡
充
に
と
っ
て
大
き
な

意
義
を
持
つ
も
の
で
し
た
。

　

同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ

の
時
点
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

革
命
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
直

ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
未

来
社
会
に
向
け
た
次
の
革
命

が
開
始
さ
れ
る
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資

本
主
義
が
す
で
に
歴
史
的
な

限
界
に
達
し
て
お
り
、
未
来

社
会
へ
の
移
行
の
客
観
的
条

件
が
成
熟
し
て
い
る
と
す
る

資
本
主
義
の
生
命
力
に
対
す

る
理
解
の
誤
り
で
し
た
。
マ

ル
ク
ス
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
で
も
、
47
年
に

起
こ
っ
た
経
済
恐
慌
の
分
析

で
も
、「
共
産
党
宣
言
」
で

も
資
本
主
義
の
限
界
を
指
摘

し
、
特
に
恐
慌
を
資
本
主
義

の
末
期
症
状
と
捉
え
て
い
ま

し
た
。

　

実
際
に
は
、
48
年
の
革
命

は
未
来
社
会
へ
の
変
革
の
入

口
ど
こ
ろ
か
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
主
主
義
の
確
立
に
も
道
を

開
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の

後
マ
ル
ク
ス
は
亡
く
な
る
ま

で
の
長
い
時
間
を
、
イ
ギ
リ

ス
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。

「
恐
慌
＝
革
命
」論

を
乗
り
越
え
る

　

48
年
革
命
を
総
括
す
る
中

で
、
マ
ル
ク
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
社
会
へ
の
状
況
認
識
を
大

き
く
転
換
し
て
い
き
ま
す
。

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級

闘
争
』（
50
年
）
で
は
、
社

会
は
ま
だ
革
命
的
な
激
動
の

中
に
あ
る
と
し
て
い
ま
し
た

が
、『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト

の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
18
日
』

（
52
年
）
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
共
和
制
か
ら
帝
政
へ
の
転

換
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
か

を
主
題
に
し
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
変
化
を

説
明
す
る
一
つ
の
論
拠
と
さ

れ
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
が

「
全
般
的
好
況
」
に
入
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
新

し
い
革
命
は
新
し
い
恐
慌
に

つ
づ
い
て
の
み
起
こ
り
う

る
」（『
評
論
』
50
年
）。
こ

の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
に
と
っ

て
、
革
命
は
恐
慌
を
き
っ
か

け
と
し
て
起
こ
る
べ
き
も
の

だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
に
新
し
い
メ
ス
が
入

る
の
は
、
57
年
に
起
こ
っ
た

恐
慌
が
ど
の
よ
う
な
革
命
的

情
勢
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
で
し
た
。
さ
ら
に

大
き
な
理
論
的
転
換
を
な
し

た
の
は
、『
資
本
論
』
第
２

部
第
１
草
稿
（
65
年
）
に
お

け
る
恐
慌
の
運
動
論
の
発
見

で
す
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は

恐
慌
が
資
本
主
義
の
没
落
期

に
起
こ
る
末
期
現
象
な
ど
で

は
な
く
、
資
本
主
義
に
お
け

る
日
常
的
な
「
生
活
行
路
」

の
一
局
面
に
過
ぎ
な
い
と
捉

え
る
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
恐
慌
と
い
う
経
済

破
局
を
き
っ
か
け
に
市
民
が

立
ち
上
が
り
、
こ
れ
が
未
来

社
会
に
向
か
う
革
命
に
成
長

す
る
と
し
た
古
い
革
命
観
を

脱
ぎ
捨
て
て
、
多
数
者
の
事

前
の
合
意
に
基
づ
き
、
選
挙

を
通
じ
て
社
会
改
革
を
進
め

る
と
い
う
新
し
い
革
命
観
に

道
を
開
く
も
の
と
な
り
ま
し

た
。

　

１
８
４
８
年
の
ド
イ
ツ
に

憲
法
制
定
議
会
が
誕
生
し
た

時
、
マ
ル
ク
ス
は
市
民
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
こ
の
議
会

が
、
執
行
権
力
を
含
む
国
家

機
構
の
全
体
を
握
る
「
執
権

者
」
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と

の
正
当
性
と
必
要
性
を
強
調

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
優
柔

不
断
な
議
会
は
そ
れ
を
行
わ

ず
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
革
命
の

大
き
な
敗
因
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
の
経
過
の
検
討
か

ら
マ
ル
ク
ス
は
、
未
来
社
会

の
形
成
に
向
け
た
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
執
権
」（『
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘

争
』
50
年
）
を
導
き
ま
し

た
。
未
来
社
会
へ
の
変
革
に

際
し
て
は
、
労
働
者
階
級
が

国
家
権
力
の
全
体
を
掌

し
よ
う

握あ
く

す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
指

摘
で
す
。

　

今
日
で
は
当
た
り
前
に
思

え
る
議
論
で
す
が
、
当
時
は

革
命
家
た
ち
の
中
に
も
、
国

家
権
力
は
社
会
に
有
害
な
も

の
で
、
革
命
で
そ
れ
を
活
用

す
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
と

い
う
議
論
が
広
く
残
っ
て
い

た
の
で
し
た
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
マ
ル

ク
ス
は
普
通
選
挙
権
を
重
視

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
48
年

に
共
和
制
に
移
行
し
た
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
普
通
選
挙
権
を

行
使
し
た
結
果
と
し
て
、
52

年
に
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の

帝
政
が
復
活
し
ま
す
。
普
通

選
挙
が
社
会
の
進
歩
的
変
革

に
力
を
発
揮
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
を
目
指
す
人
々
が

社
会
の
多
数
派
に
な
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
し
た
。

　

そ
の
後
マ
ル
ク
ス
は
、
70

～
80
年
代
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
多
数
者
の
合
意
を
得
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
未
来
社
会

へ
の
変
革
に
進
む
と
い
う

「
多
数
者
革
命
」
の
路
線

を
、
革
命
運
動
の
基
本
に
据

え
て
い
き
ま
す
。
転
換
の
き

っ
か
け
の
一
つ
は
「
恐
慌
＝

革
命
」
論
か
ら
の
脱
却
で
し

た
が
、
も
う
一
つ
は
ド
イ
ツ

に
お
け
る
普
通
選
挙
の
実
施

と
、
そ
れ
に
よ
る
労
働
者
政

党
の
大
躍
進
で
し
た
。

　

社
会
主
義
者
取
締
法
（
78

～
90
年
）
と
い
う
弾
圧
法
を

跳
ね
返
し
、
71
年
に
12
万
４

千
票
に
す
ぎ
な
か
っ
た
労
働

者
政
党
の
得
票
は
、
98
年
に

２
１
０
万
７
１
０
０
票
に
急

増
し
ま
し
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス

が
90
年
の
選
挙
結
果
（
１
４

２
万
７
３
０
０
票
）
を
見
て

「
ド
イ
ツ
革
命
の
開
始
の

日
」だ
と
書
い
た
ほ
ど
で
す
。

　

こ
の
過
程
で
マ
ル
ク
ス
が

研
究
を
深
め
た
の
は
、
市
民

が
主
権
者
で
あ
る
民
主
共
和

制
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て

で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
そ

れ
を
階
級
闘
争
が
最
後
ま
で

た
た
か
い
抜
か
れ
る
形
態
だ

と
書
き
（『
ゴ
ー
タ
綱
領
批

判
』
75
年
）、
83
年
に
マ
ル

ク
ス
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、

今
度
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
民
主

共
和
制
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
執
権
の
政
治
形
態
」

に
な
る
と
こ
れ
を
発
展
さ
せ

ま
し
た
（『
エ
ル
フ
ル
ト
綱

領
批
判
』
91
年
）。

　

マ
ル
ク
ス
が
亡
く
な
る
年

に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
選
挙
や

議
会
で
の
と
り
く
み
こ
そ
が

多
数
者
革
命
を
準
備
す
る
最

も
重
要
な
活
動
に
な
る
と
い

う
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
言

葉
で
述
べ
ま
し
た
。

　

「
社
会
組
織
の
完
全
な
改

造
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

大
衆
自
身
が
そ
れ
に
参
加

し
、
彼
ら
自
身
が
、
な
に
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
か
、
な

ん
の
た
め
に
彼
ら
は
肉
体
と

生
命
を
さ
さ
げ
て
行
動
す
る

の
か
を
、
す
で
に
理
解
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
大
衆
が
な
に
を
な
す
べ
き

か
を
理
解
す
る
た
め
―
―
そ

の
た
め
に
は
、
長
い
あ
い
だ

の
根
気
づ
よ
い
仕
事
が
必
要

で
あ
る
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス

「
マ
ル
ク
ス
『
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
階
級
闘
争
』
へ
の
序

文
」、
95
年
）。

マ
ル
ク
ス
の
す
す

め

　

い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
も
う

少
し
マ
ル
ク
ス
に
近
づ
い
て

み
た
い
と
思
っ
た
方
は
、
石

川
康
宏
『
マ
ル
ク
ス
の
か
じ

り
方
』（
新
日
本
出
版
社
）

を
、
ま
た
も
っ
と
本
格
的
に

マ
ル
ク
ス
の
革
命
論
を
深
め

て
み
た
い
と
い
う
方
は
、
不

破
哲
三
『
革
命
論
研
究
（
上

・
下
）』（
新
日
本
出
版
社
）

を
お
読
み
下
さ
い
。

　

マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
遺
産

を
し
っ
か
り
つ
か
む
こ
と

は
、「
市
民
と
野
党
の
共

闘
」
や
憲
法
を
守
る
と
り
く

み
な
ど
現
代
の
市
民
運
動
に

も
、
深
く
広
い
土
台
を
与
え

ま
す
。


