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会
党
へ
の
系
譜
、
日
本
型
左
翼
社
会
民
主
主
義
者
の
指
導
す
る
党
で

あ
っ
た
。
今
日
の
日
本
共
産
党
は
、
そ
の
「
解
党
」
の
後
に
、
ス

タ
ー
リ
ン
指
導
下
の
モ
ス
ク
ワ
製
政
策
・
規
約
を
擁
し
て
そ
の
遺
産

を
簒
奪
し
、
再
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
徳
田
球
一
ら
の
党
史
改
竄
を
告
発
し
た
加
藤
哲
郎
が
最
後
に

た
ど
り
着
い
た
結
論
で
あ
っ
た
。
何
年
か
前
、
こ
の
一
節
を
読
ん
だ
私
は
、

そ
の
発
言
の
余
り
の
大
胆
さ
に
驚
く
と
同
時
に
、
加
藤
の
中
に
あ
る
「
革

命
的
浪
漫
主
義
」
に
い
さ
さ
か
感
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
共
産
主

義
運
動
が
世
界
レ
ベ
ル
で
壊
滅
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
社
会
主
義

に
息
吹
い
て
い
た
は
ず
の
社
会
民
主
主
義
の
可
能
性
を
第
一
次
共
産
党
の

中
に
懸
命
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

　

し
か
し
今
、
著
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
第
一
次
共
産
党
人
が

何
度
も
挑
ん
だ
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
到
底
勝
ち
目
の
な
い
闘
い
の
全
貌
を

見
て
、
私
は
ま
た
別
の
感
動
に
と
ら
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
運
動
史
の
脱
落

者
で
あ
り
、
党
の
草
創
期
か
ら
一
貫
し
た
「
転
向
者
」
に
他
な
ら
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
？　

そ
う
し
た
事
実
が
、
私
に
、
加
藤
の
結
論
に
対
し

て
感
じ
た
も
の
と
は
別
種
の
感
慨
を
抱
か
せ
る
。
彼
ら
の
転
向
は
、
一
九

二
九
年
の
中
野
重
治
に
少
し
ば
か
り
似
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
は

日
本
浪
曼
派
の
深
淵
を
覗
き
込
ん
だ
竹
内
好
や
橋
川
文
三
の
思
想
的
な
先

行
者
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
営
為
は
、
一
九
五
五
年
の
六
全
協
決
議

を
思
想
的
に
無
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
日
本
思
想
史
の
「
通
奏
低
音
」

（
丸
山
真
男
）
と
し
て
、
今
も
私
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
。

 

（
神
戸
大
学
教
授
）

平
野
敬
和
著

『
丸
山
眞
男
と
橋
川
文
三

　
─
「
戦
後
思
想
」
へ
の
問
い
』

（
教
育
評
論
社
・
二
〇
一
四
年
）

河 

野
　
有 

理

一

　

先
年
物
故
し
た
赤
瀬
川
源
平
に
「
皇
紀
二
千
六
百
三
十
二
年
大
日
本
民

主
帝
国
論
壇
地
図
」
な
る
作
品
が
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
雑
誌
『
現
代
の

眼
』
新
年
号
特
別
付
録
。
製
作
は
櫻
画
報
社
で
、「
ア
カ
イ
／
ア
カ
イ
／

ア
サ
ヒ
」
で
物
議
を
か
も
し
、『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
を
自
主
回
収
と
休

刊
騒
ぎ
に
追
い
込
ん
だ
あ
の
「
櫻
画
報
」
の
い
わ
ば
続
編
で
あ
る
。『
朝

日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
を
、
本
体
で
あ
る
櫻
画
報
を
包
む
「
雑
誌
状
の
物
」
に

過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
無
論
、『
現
代
の
眼
』
の

方
を
「
附
録
」
と
呼
ぶ
の
が
正
確
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
櫻
画
報
は
様
々

な
媒
体
を
そ
の
「
包
装
紙
」
な
い
し
「
附
録
」
と
し
て
「
ジ
ャ
ッ
ク
」
し

つ
つ
、
刊
行
さ
れ
て
い
た
。

　
『
丸
山
眞
男
と
橋
川
文
三

─
「
戦
後
思
想
」
へ
の
問
い
』
と
い
う
書

名
を
見
た
と
た
ん
、
思
い
出
し
た
の
が
こ
の
「
論
壇
地
図
」
だ
っ
た
。
真

ん
中
上
方
に
は
天
皇
一
家
が
、
そ
の
す
ぐ
右
に
は
先
年
二
月
に
帰
国
し
た

横
井
庄
一
と
、
そ
し
て
左
に
は
す
で
に
捜
索
が
始
ま
っ
て
い
た
小
野
田
寛
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郎
を
め
ぐ
る
状
況
が
描
か
れ
る
。
す
こ
し
視
線
を
下
げ
る
と
、
中
段
右
に

は
「
日
中
友
好
バ
ン
ザ
イ
」、
左
に
は
「〔
沖
縄
の
本
土
：
引
用
者
〕
復
帰

バ
ン
ザ
イ
」
を
叫
ぶ
言
論
人
が
配
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
上
段
が
天
国
篇

と
す
れ
ば
、
あ
さ
ま
山
荘
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
過
激
派
学
生
の
「
内
ゲ

バ
」
が
描
か
れ
る
中
央
か
ら
下
段
に
か
け
て
は
地
獄
篇
の
様
相
を
呈
し
、

左
に
は
「
警
察
バ
ン
ザ
イ
」、
右
に
は
「
革
命
の
暗
黒
」
と
い
う
吹
き
出

し
が
躍
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
世
相
と
論
壇
を
宗
教
画
あ
る
い
は
曼

荼
羅
状
の
一
枚
絵
と
し
て
表
現
し
た
と
お
ぼ
し
き
こ
の
「
地
図
」
の
、
一

番
下
段
の
左
方
を
よ
く
見
る
と
、
若
冲
の
絵
に
出
て
く
る
よ
う
な
白
象
の

牙
に
乗
っ
て
、
騒
然
と
し
た
状
況
に
我
関
せ
ず
焉
を
決
め
込
ん
で
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
一
群
の
学
者
に
気
付
く
。
そ
の
中
に
、
丸
山
眞
男
と
橋

川
文
三
が
仲
良
く
隣
り
合
っ
て
座
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
こ
の
二
人
な
の
か
、
と
初
見
の
際
は
不
思
議
に
思

っ
た
も
の
で
あ
る
。
丸
山
の
左
隣
に
は
加
藤
一
郎
が
い
て
こ
の
並
び
は
腑

に
落
ち
る
。
そ
の
下
の
段
は
吉
川
幸
次
郎
、
桑
原
武
夫
、
多
田
道
太
郎
、

山
田
宗
睦
、
梅
原
猛
と
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
並
び
で
あ
る
。
橋
川
の
右

隣
り
は
大
内
秀
明
な
の
だ
が
こ
の
場
合
は
そ
の
隣
の
宇
野
弘
蔵
と
一
組
で

あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
や
は
り
丸
山
・
橋
川
と
宇
野
・
大
内
が
対
比
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
丸
山
学
派
」
と
い
う
意
味
で
は
橋
川
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
の
神
島
二

郎
は
は
る
か
右
上
の
横
井
庄
一
帰
還
騒
ぎ
の
狂
騒
の
中
に
見
え
る
。
こ
の

時
期
、
本
書
で
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
橋
川
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
は

丸
山
よ
り
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
竹
内
好
は
、
そ
の
す
ぐ
下
、
日

中
友
好
を
め
ぐ
る
状
況
の
中
に
い
て
竹
内
実
と
論
争
し
て
い
る
。
三
島
と

橋
川
と
同
じ
「
戦
中
派
」
で
あ
っ
た
吉
本
隆
明
は
、
大
映
映
画
『
大
魔

神
』
の
扮
装
を
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
、
中
段
の
中
央
に
屹
立
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
丸
山
は
、
加
藤
一
郎
と
と
も
に
収
拾
に
あ
た
っ
た
東
大
紛
争

で
心
身
と
も
に
疲
弊
を
来
し
肝
炎
で
入
院
（
七
〇
年
）、
定
年
を
待
た
ず

に
東
京
大
学
法
学
部
教
授
の
職
を
辞
し
（
七
一
年
）、
自
宅
で
療
養
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
七
二
年
に
は
「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」」
を
発
表

す
る
も
の
の
、
こ
れ
は
『
日
本
の
思
想
（ 

歴
史
思
想
集
』
の
解
説
と
し

て
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
丸
山
の
仕
事
は
叢
書
や
全
集

な
ど
の
編
集
や
解
説
執
筆
が
主
で
あ
っ
た
（「
年
譜
」
増
補
新
訂
版
『
丸
山

眞
男
集
』
別
巻
所
収
、「
教
授
・
助
教
授
個
人
の
活
動
」『
丸
山
眞
男
集
』
別
集

第
三
巻
所
収
参
照
）。
そ
の
知
名
度
（
悪
名
？
）
は
と
も
か
く
「
論
壇
」
の

中
心
に
い
た
と
は
言
い
難
い
。
他
方
、
橋
川
の
方
は
と
い
え
ば
、「
昭
和

維
新
試
論
」
の
連
載
を
『
辺
境
』
に
、「
黄
禍
物
語
」
の
連
載
を
『
中
国
』

に
持
っ
て
い
た
ほ
か
、
全
国
紙
に
三
島
由
紀
夫
の
自
決
を
め
ぐ
る
論
考
を

連
載
、
さ
ら
に
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』『
情
況
』『
現
代
の
眼
』『
文
藝
春

秋
』『
展
望
』
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
論
壇
誌
に
対
談
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

含
む
様
々
な
形
で
登
場
し
て
い
た
（「
年
譜
」『
思
想
の
科
学
』
一
九
八
四
年

六
月
臨
時
増
刊
号
「
橋
川
文
三
研
究
」
所
収
）。
丸
山
に
比
べ
て
は
る
か
に

「
論
壇
」
の
人
だ
っ
た
の
は
橋
川
の
方
で
あ
っ
た
。
一
九
七
三
年
の
時
点

で
こ
の
二
人
の
取
り
合
わ
せ
に
そ
こ
ま
で
強
い
必
然
性
を
感
じ
な
い
の
も

確
か
な
の
で
あ
る
。
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二

　

も
っ
と
も
、
丸
山
眞
男
に
つ
い
て
の
専
論
が
一
通
り
出
そ
ろ
い
、『
丸

山
眞
男
プ
ラ
ス
誰
か
』
と
い
う
形
に
移
行
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
昨
今

の
研
究
潮
流
を
眺
め
れ
ば
、「
丸
山
と
橋
川
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
い

ま
ま
で
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
意
外
に
思
え
る
。「
丸
山
と
平
泉
澄
」

「
丸
山
と
三
木
清
」「
丸
山
と
廣
松
渉
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
よ
り
は
そ
れ

は
確
か
に
自
然
に
見
え
る
。（
丸
山
は
こ
う
し
た
表
現
を
嫌
っ
た
だ
ろ
う
が
）

実
質
的
な
「
師
弟
」
関
係
と
、
日
本
政
治
思
想
史
と
い
う
狭
義
の
専
門
の

同
一
性
と
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
看
取
さ
れ
う
る
研
究
対
象
と
方
法
（
と

さ
ら
に
は
そ
の
「
超
学
問
的
動
機
」
や
性
格
や
気
質
）
に
つ
い
て
の
明
ら
か

な
違
い
と
い
う
テ
ー
マ
群
が
、
読
者
に
も
素
直
に
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
」
組
み
合
わ
せ
に
先
鞭
を
つ

け
た
と
い
う
意
味
で
本
書
の
意
義
は
大
き
く
、
今
後
の
同
種
の
業
績
の
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
と
な
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
率
直
に
言
え
ば
評
者
は
、
本
書
を
「
思
想
史
」
の
業
績
と

し
て
取
り
扱
う
の
に
は
躊
躇
を
感
じ
る
。「
丸
山
と
橋
川
」
と
い
う
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
上
記
テ
ー
マ
群
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
言

及
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
著
者
は
こ
の
二
人
に
つ
い
て
「
思
想
史
」
的

に
適
切
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
叙
述
し
よ
う
と
い
う
狙
い
を
、
そ
も
そ

も
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
戦
後
日
本
に
お
け
る
批
判
的
知
の
枠
組
み
が
急

速
に
崩
壊
し
た
現
在
」（
一
頁
）
と
い
う
状
況
認
識

─
そ
の
「
批
判
的

知
の
枠
組
み
」
を
「
相
互
補
完
的
に
規
定
」
し
て
き
た
の
は
マ
ル
ク
ス

主
義
と
近
代
主
義
だ
と
さ
れ
る

─
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
戦
後
思

想
」
と
い
う
「
思
想
的
遺
産
」
が
有
し
て
い
る
「
批
判
的
精
神
の
可
能

性
」（
二
二
九
頁
）
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
思

想
史
」
の
書
と
い
う
よ
り
は
「
思
想
書
」
で
あ
る
こ
と
を

─
丸
山
や
橋

川
を
「
思
想
史
家
」
で
は
な
く
「
思
想
家
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
対
応
し

て

─
目
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
平
た
く
か
み
砕
い
て
い
え
ば
、
本
書

の
狙
い
は
、
丸
山
と
橋
川
の
「
戦
後
思
想
」
を
現
状
に
対
す
る
薬
に
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
手
放
し

の
礼
賛
で
は
な
い
。
著
者
の
効
能
書
を
、
こ
れ
ま
た
か
み
砕
い
て
表
現
す

る
な
ら
ば
、
丸
山
に
つ
い
て
は
「
良
薬
で
あ
る
が
そ
の
副
作
用
に
注
意
」

で
あ
り
、
橋
川
に
つ
い
て
は
「
飲
み
下
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
良

薬
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
総
じ
て
い
え
ば
、「
丸
山
の
薬
効
が
及
ば
な

い
範
囲
を
、
橋
川
の
薬
効
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

　

彼
ら
の
「
戦
後
思
想
」
が
含
ん
で
い
る
と
い
う
「
批
判
的
精
神
の
可
能

性
」
に
つ
い
て
、
著
者
が
下
し
た
評
価
の
妥
当
性
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ

と
は
、
端
的
に
評
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、「
思
想
史
」
学
会

の
学
会
誌
と
い
う
性
格
に
も
な
じ
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
述
べ
た
い
。

　
「
思
想
史
」
の
研
究
書
と
し
て
本
書
を
読
む
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
、

日本思想史学-書評〈念校〉　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



255　書　評

ま
ず
、
本
書
の
「
思
想
史
」
研
究
上
の
独
自
性
の
評
価
が
困
難
な
こ
と
で

あ
る
。「
戦
後
思
想
」
と
い
う
問
題
設
定
と
そ
の
定
義
。
丸
山
と
橋
川
の

間
に
あ
る
世
代
の
差
と
「
敗
戦
感
覚
」
の
違
い
。
丸
山
の
天
皇
観
の
変
遷

と
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
の
決
別
。
丸
山
の
原
爆
体
験
。
丸
山
の

思
想
史
方
法
論
の
タ
テ
の
思
想
史
か
ら
ヨ
コ
の
思
想
史
へ
の
展
開
。「
古

層
」
論
が
陥
っ
た
隘
路
。『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
一
九
五
〇
年
代
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
論
と
竹
内
好
の
重
要

性
等
々
。
本
書
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
思
想
史
」
的
叙

述
を
構
成
す
る
知
見
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
が
正
確
か
つ
誠
実
に
本
文

や
注
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
熊
英
二
、
鶴
見
俊
輔
、
孫
歌
、
松

沢
弘
陽
、
苅
部
直
、
石
田
雄
、
丸
川
哲
史
（
敬
称
略
、
順
不
同
、
以
下
同

じ
）
等
々
が
指
摘
し
て
き
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
本
書
は
基
本
的
に
こ
れ
ら

の
業
績
を
祖
述
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
業
績
が
設
定
し
た
前

提
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
を
記
述
し
て
お
り
、
そ
こ
に
新
た
な
も
の
を
付
け

加
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
新
し
い
丸
山
像
や
橋
川
像
が
、
あ
る

い
は
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
角
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
評
者
の
読
み
が
浅
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は

不
明
を
恥
じ
る
の
み
で
あ
る
）。

　

ま
た
次
に
、
著
者
自
身
が
丸
山
や
橋
川
の
テ
ク
ス
ト
を
吟
味
す
る
際
に

用
い
て
い
る
物
差
し
が
検
証
不
能
な
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
内
在
」「
外
在
」
が
そ
れ
で
あ
る
（
ほ
か
に
も
「
立
場
性
」
と
い
う
概

念
も
あ
る
が
そ
れ
は
こ
こ
で
は
措
く
）。
著
者
は
「
内
在
的
」「
外
在
的
」
と

い
う
タ
ー
ム
を
駆
使
し
て
、
議
論
を
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
単

に
記
述
的
な
も
の
で
は
な
く

─
た
と
え
ば
そ
れ
は
知
識
の
正
当
化
に
か

か
わ
る
認
識
論
的
立
場
の
名
称
で
は
な
い

─
、
明
確
な
価
値
判
断
を
含

ん
で
い
る
（「
内
在
」
は
善
で
あ
り
、「
外
在
」
は
悪
で
あ
る
）。
結
論
を
言
え

ば
、
丸
山
は
「
外
在
的
」
で
あ
り
、
橋
川
（
あ
る
い
は
橋
川
に
影
響
を
与
え

た
竹
内
）
は
「
内
在
的
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
著
者
に
よ
れ
ば
、「
丸

山
の
思
想
史
研
究
」
で
は
、「
ど
の
よ
う
な
形
で
日
本
の
「
超
国
家
主

義
」
＝
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
誕
生
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
す
る
内
在
的

0

0

0

（
傍
点
評
者
、
以
下
同
じ
）
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
」（
九
七
頁
）
と
い

う
。
ま
た
、
そ
の
「
近
代
国
家
」
論
で
は
「
日
本
の
近
代
化
が
必
然
的
に

植
民
地
帝
国
と
し
て
膨
張
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
こ
と
」
が
や
は
り
「
内0

在
的

0

0

に
」
問
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
（
九
五
頁
）。
い
か
に
す
れ
ば

「
内
在
的
」
た
り
う
る
の
か
評
者
に
は
測
り
か
ね
る
が
、
こ
う
し
た
「
内

在
」
の
欠
如
と
、「
戦
中
の
丸
山
」
が
「
植
民
地
帝
国
の
枠
内
で
も
の
を

考
え
て
」（
五
七
頁
）
お
り
、「
帝
国
日
本
の
ア
ジ
ア
へ
の
膨
張
が
ア
ジ
ア

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う
な
形
で
折
り
合
う
の
か
、
と
い
う
問
題

関
心
」
が
「
希
薄
」
で
あ
り
（
五
四
頁
）、「
植
民
地
帝
国
の
支
配
秩
序
を

そ
の
内
部
か
ら
切
り
崩
す
論
理
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
「
戦

後
も
正
面
か
ら
問
」
お
う
と
し
な
か
っ
た
（
一
二
四
〜
一
二
五
頁
）
と
い

う
著
者
の
丸
山
へ
の
辛
い
評
価
と
は
、
連
関
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

他
方
で
、
竹
内
と
橋
川
に
対
す
る
評
価
は
高
い
。
例
え
ば
「
戦
後
の
マ
ル

ク
ス
主
義
や
左
翼
か
ら
否
定
さ
れ
た
歴
史
的
対
象
を
、
そ
の
内
部
か
ら

0

0

0

0

分

析
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
題
関
心
」（
一
八

九
頁
）
と
、「
帝
国
支
配
と
冷
戦
構
造
が
あ
る
種
の
差
異
を
含
ん
だ
連
続
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性
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
状
況
認
識
」
を
持
ち
、「
抵
抗
す
る
原

理
と
し
て
の
ア
ジ
ア
的
原
理
」
を
「
自
己
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

再
確
認
」（
一
九
〇

頁
）
し
、「「
近
代
の
超
克
」
論
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
近
代
の
体
験
を
批

判
す
る
視
座
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
そ
の
両
義
的
な
側
面
に
内
在

0

0

し
て
問

題
を
発
見
」（
一
九
三
頁
）
し
よ
う
と
し
た
竹
内
好
の
姿
勢
は
、「
ロ
マ
ン

主
義
の
近
代
批
判
の
あ
り
方
に
内
在

0

0

し
て
、
そ
の
現
在
性
を
問
う
」
と
い

う
橋
川
の
立
場
に
「
受
け
継
が
れ
」
た
と
い
う
（
同
頁
）。

四

　

だ
が
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
い
う
「
内
在
」
と
は
何
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
内
在
」
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
論
者
が
「
内
在
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
は
、
観
察
者
の
主

観
や
印
象
以
外
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
歴
史
を
必
然
的

な
「
法
則
」
や
「
公
式
」
が
支
配
す
る
「
科
学
」
と
し
、
そ
う
し
た
一
般

法
則
の
演
繹
や
包
摂
、
当
て
は
め
に
よ
っ
て
過
去
や
現
在
を
分
析
で
き
る

と
信
じ

─
な
る
ほ
ど
い
か
に
も
「
外
在
的
」
で
あ
る

─
主
張
し
て

い
た
同
時
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
想
定
す
る
な
ら
ば
（
そ
う
不
自
然
な

想
定
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
）、
と
も
に
上
部
構
造
の
独
自
性
を
問
題
に

す
る
「
思
想
史
」
研
究
者
で
あ
っ
た
丸
山
と
橋
川
の
「
内
在
」
度
合
い
に

大
し
た
差
異
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
そ
こ
を
あ
え
て
二
人
の
う
ち
ど
ち

ら
が
よ
り
「
内
在
的
」
か
判
定
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
尺
度
は
何
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
な
る
ほ
ど
、
江
藤
淳
や
吉
本
隆
明
が
丸
山
に
つ
い
て
「
外

在
的
」
と
か
そ
れ
に
類
す
る
非
難
を
投
げ
つ
け
た
こ
と
が
あ
る
の
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
江
藤
や
吉
本
が
「
丸
山
の
分
析
は
外
在
的
だ
」
と
主

張
し
た
こ
と
と
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
当
然
に
別
問
題
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
丸
山
が
「
西
洋
近
代
」
を
規
範
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、

あ
る
い
は
歴
史
を
記
述
す
る
際
の
あ
る
種
の
理
念
型
と
し
て
も
用
い
て
い

た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
も
っ
て
、
丸
山
＝
西
欧
派
＝
外
在
的
と

い
う
連
想
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
磯
田
光
一
が
橋
川
の
文
章

に
感
じ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
学
の
影
」「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
、
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
な
ど

の
錯
綜
し
た
影
」
を
同
様
に
考
慮
に
入
れ
な
い
と
公
平
を
欠
く
で
あ
ろ
う

（
磯
田
光
一
「
西
欧
派
の
面
貌
」『
磯
田
光
一
著
作
集
六 

月
報
』
参
照
。
な
お
丸

山
が
低
く
評
価
し
た
橋
川
の
こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
、
丸
山
が
読
み
え
な
か

っ
た
資
料
を
用
い
て
再
評
価
を
試
み
て
い
る
の
は
宮
島
繁
明
『
橋
川
文
三

─

日
本
浪
曼
派
の
精
神
』
第
四
章
で
あ
る
）。

　

ま
た
、
あ
る
論
者
に
つ
い
て
「
内
在
的
」
か
否
か
を
問
う
と
い
う
姿
勢

は
そ
れ
自
体
が
果
た
し
て
「
内
在
的
」
な
議
論
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
本
書
は
丸
山
と
橋
川
の
思
想
を
「
戦
後
思
想
」
と
し
て
と
ら
え
る
。

そ
し
て
こ
の
「
戦
後
思
想
」
と
は
、
小
熊
英
二
い
う
と
こ
ろ
の
「
戦
争
体

験
の
思
想
化
」
な
の
だ
と
い
う
。
小
熊
が
歴
史
社
会
学
者
と
し
て
こ
う
し

た
視
座
の
う
ち
に
「
戦
後
思
想
」
を
見
事
に
整
理
し
た
の
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
だ
が
こ
の
視
座
そ
れ
自
体
は
、
膨
大
な
数
の
知
識
人
や
思
想
家
を
整

理
す
る
た
め
に
外
挿
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
、
外
在
的
な
視
角
で
あ
る
こ

と
は
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
の
戦
争
」
が
同
時
代
の
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
人
生
の
重
大
事
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
知
識
人
に
と
っ
て
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思
想
的
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
の
人
の
人
生

や
思
想
に
お
い
て
「
あ
の
戦
争
」
が
ど
れ
ほ
ど
の
重
み
を
も
っ
た
出
来
事

な
の
か
は
、
そ
れ
こ
そ
年
齢
や
お
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
大
き
く
異
な

り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
結
局
、「
戦
争
体
験
の
思
想
化
」
を
「
戦
後
思
想
」
の
核
心

と
と
ら
え
、
自
ら
の
「
体
験
」
に
向
き
合
う
姿
勢
（
自
己
省
察
？
）
の
真

摯
さ
の
度
合
い
を
「
内
在
的
」
と
い
う
言
葉
に
こ
め
て
、「
戦
後
思
想
」

の
質
を
測
る
試
金
石
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
う

え
で
、
竹
内
や
橋
川
の
方
が
「
自
身
の
体
験
」
の
「
思
想
化
」
に
成
功
し

て
い
る
分
だ
け
「
戦
後
思
想
」
と
し
て
良
質
だ
と
い
う
結
論
を
す
ら
、
出

し
か
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
著
者
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

丸
山
自
身
は
「
体
験
」
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
振
り
回
す
こ
と
を
「
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
」
と
し
て
唾
棄
し
た
。
上
に
あ
げ
た
よ
う
な
戦
争
が
も
つ
意
味
の
比

重
の
多
様
性
、
さ
ら
に
は
「
体
験
」
を
安
易
に
「
思
想
化
」
す
る
こ
と
を

禁
欲
し
た
丸
山
の
ケ
ー
ス
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
「
体
験
」
と
「
思
想
」

の
関
係
性
自
体
の
多
様
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、「
体
験
を
い
か
に
思
想
化

し
て
い
る
か
」
と
い
う
評
価
軸
自
体
が
、
き
わ
め
て
「
外
在
的
」
な
も
の

と
い
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
著
者
自
身
は
姜
尚
中
の
丸
山
批
判
を

引
き
つ
つ
も
そ
れ
が
「
外
在
的
＝
超
越
的
な
視
点
か
ら
裁
く
こ
と
に
な
ら

な
い
か
」
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
が
（
一
七
二
頁
）、
そ
の
危
惧
は
ご
自
身

の
議
論
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

丸
山
は
か
つ
て
自
著
に
対
し
て
「
こ
の
こ
と
が
書
い
て
い
な
い
」
と
指

摘
す
る
書
評
が
多
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
（『
自
由
に
つ
い
て

─
七
つ
の

問
答
』、
三
九
頁
）。「
丸
山
に
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
」「
丸
山
が
語
ら
な

か
っ
た
こ
と
」
に
よ
っ
て
丸
山
と
橋
川
を
比
較
す
る
の
は
、
丸
山
に
と
っ

て
フ
ェ
ア
で
は
な
い
だ
け
で
な
く
、「
橋
川
の
語
っ
た
こ
と
」
を
「
丸
山

の
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
危
険
を
有
す
る
点
で
、

橋
川
論
と
し
て
も
不
幸
な
の
で
は
な
い
か
。

五

　

最
後
に
蛇
足
。
二
〇
一
四
年
刊
行
の
本
書
で
あ
る
が
、
最
新
の
先
行
研

究
と
し
て
著
者
は
二
〇
〇
六
年
刊
行
の
米
谷
匡
史
・
道
場
親
信
「
丸
山
眞

男
を
読
み
直
す

─
そ
の
論
点
と
可
能
性
を
」（『K

A
W

A
D

E

道
の
手
帖 

丸
山
眞
男
』）
を
紹
介
さ
れ
る
。
曰
く
、「
現
在

0

0

丸
山
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

て
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
論
点
が
、
的
確
に
整
理
さ
れ
て
い
る
」。
な
る
ほ

ど
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
丸
山
を
め
ぐ
る
資
料
の
状
況
は
二
〇
〇
六
年

当
時
と
現
在
と
を
比
べ
る
と
格
段
に
進
歩
し
て
い
る
点
に
は
、
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
丸
山
の
図
書
草
稿
類
が
一
括
し
て
寄
贈
さ
れ
た
東
京
女
子
大

学
図
書
館
丸
山
眞
男
文
庫
で
は
、
草
稿
類
を
二
〇
〇
九
年
か
ら
公
開
（
二

〇
一
五
年
か
ら
は
ウ
ェ
ブ
上
で
も
検
索
お
よ
び
閲
覧
可
能
）
し
て
い
る
。
そ

の
成
果
は
、
同
文
庫
の
セ
ン
タ
ー
報
（
ウ
ェ
ブ
上
で
入
手
可
能
）
や
、
二

〇
一
四
年
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
『
丸
山
眞
男
集
』
別
集
と
し
て
刊
行
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
著
者
が
本
書
で
あ
げ
た
論
点
、
例
え
ば
丸
山
と
孫
文
と
の

関
連

─
丸
山
が
「
そ
の
内
側
か
ら
、
内
面
的
に
把
握
せ
ね
ば
」（『
集
』

②
─
二
七
一
頁
）
と
述
べ
た
孫
文
に
つ
い
て
「
孫
文
と
政
治
教
育
」
な
る

題
目
で
行
な
わ
れ
た
講
義
が
『
別
集
』
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る

─
、
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あ
る
い
は
丸
山
の
思
想
史
方
法
論
の
転
回
の
始
期
に
つ
い
て

─
た
と
え

ば
記
紀
を
講
じ
始
め
る
時
期
に
つ
い
て
平
石
直
昭
「
丸
山
文
庫
所
蔵
の

自
筆
講
義
ノ
ー
ト
（
五
〇
年
代
後
半
）
に
つ
い
て
」（
セ
ン
タ
ー
報
第
八
号
、

二
〇
一
三
年
）
は
従
来
の
説
に
修
正
を
迫
っ
て
い
る

─
は
、
こ
う
し
た

成
果
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
橋

川
文
三
に
つ
い
て
は
そ
の
旧
蔵
書
が
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
に
一

括
し
て
寄
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
（『
橋
川
文
三
旧
蔵
書

書
籍
目
録
』
と
し
て
刊
行
）、
同
セ
ン
タ
ー
に
は
「
橋
川
文
三
旧
蔵
資
料
」

と
し
て
日
記
・
ノ
ー
ト
類
も
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲

宮
島
繁
明
『
橋
川
文
三

─
日
本
浪
曼
派
の
精
神
』
は
、
こ
の
旧
蔵
資
料
を
博

捜
し
た
う
え
で
、
丸
山
が
作
り
上
げ
た
「
橋
川
イ
メ
ー
ジ
」
を
覆
そ
う
と
試
み

る
意
欲
作
で
あ
る
）。
ま
た
、
丸
山
文
庫
に
も
少
な
い
な
が
ら
も
橋
川
関
係

資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
切
り
開
い
た
「
丸
山
と
橋
川
」
と
い

う
肥
沃
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
思
想
史
研
究
は
、
上
記
の
資
料
水
準
を
踏

ま
え
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

（
首
都
大
学
東
京
准
教
授
）
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