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竹
内
修
司
『
１
９
８
９
年
』
（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
一
年
）
／
薬
師
院
仁
志
『
社
会
主
義
の
誤
解
を
解

く
』
（
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
一
年
）

一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
と
東
欧
激
動
、
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統
一
、
九
一
年
の
ソ
連
解
体
と
い
っ
た

一
連
の
大
変
動
が
起
き
て
か
ら
約
二
〇
年
が
経
っ
た
。
「
二
〇
年
」
と
い
う
区
切
り
を
迎
え
た
こ
と
を
契

機
に
、
こ
の
大
変
動
を
振
り
返
り
、
現
代
史
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
機
運
が
あ
る
の
は
自
然
な
こ
と

だ
ろ
う
。
か
く
い
う
私
自
身
も
、
『
冷
戦
終
焉

20

年
―
―
何
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
終
わ
っ
た
の
か
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
本
を
出
し
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
マ
イ
ヤ
ー
『1989

世
界
を
変
え
た
年
』
（
作
品
社
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
本
の
邦
訳
も
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
は
な
か
な
か
興
味

深
い
著
作
だ
っ
た
（
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
の
「
短
評
集
」
で
取
り
上
げ
て
あ
る
）
。
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、

も
う
二
冊
の
新
書
本
が
立
て
続
け
に
出
た
。
こ
の
二
冊
は
主
た
る
論
点
も
著
者
の
観
点
も
か
な
り
異
な
る

が
、
広
い
一
般
読
者
を
念
頭
に
お
き
、
一
種
の
入
門
書
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
一
時
期
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
た
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
相
次
い
で
入
門
書
が
出
る
と

い
う
こ
と
は
、
一
応
歓
迎
し
て
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
理
由
か
ら
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も

あ
る
種
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に

考
え
て
み
た
い
。

先
ず
、
竹
内
修
司
『
１
９
８
９
年
』
の
方
だ
が
、
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
一
九
八
九
年
の
出
来
事

を
主
に
書
い
た
本
か
と
思
っ
て
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
前
半
部
は
、
一
九
八
九
年
ま
で
に
至
る
世
界
近
現

代
史
の
お
さ
ら
い
の
よ
う
な
話
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
お
さ
ら
い
も
、
予
備
知
識
の
乏
し
い
読
者
の

た
め
に
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
巻
の
半
分
近
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
く
と
い
う
の
は
、

や
や
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ま
え
お
き
」
に
し
て
は
長
す
ぎ
る
が
、
世
界
近
現
代
史
全
体
の
復
習
に
し

て
は
局
部
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
帯
に
短
し
、
た
す
き
に
長
し
」
の
感
を
免
れ
な

い
。第

４
章
の
中
間
あ
た
り
か
ら
よ
う
や
く
一
九
八
九
年
の
話
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
後
、
巻
末
ま
で
に
残

さ
れ
た
紙
数
は
百
頁
あ
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
短
い
紙
幅
に
、
中
国
・
東
欧
・
ソ
連
の
激
動
を

詰
め
込
む
の
だ
か
ら
、
上
っ
面
を
な
で
る
よ
う
な
話
に
終
始
す
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
短
い
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
あ
れ
こ
れ
の
対
象
を
拾
い
上
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
相
対
的
に

詳
し
い
の
は
中
国
の
動
向
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
掘
り
下
げ
た
分
析
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
に

か
く
事
実
経
過
は
何
と
か
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
東
欧
に
な
る
と
相
当
お
ざ
な
り
で
あ
り
、

ソ
連
に
至
っ
て
は
も
っ
と
お
ざ
な
り
で
あ
る
。
「
１
９
８
９
」
の
様
々
な
出
来
事
の
中
で
、
最
も
波
及
力

が
大
き
く
、
重
要
性
が
高
か
っ
た
の
は
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
は
ほ
ん
の
数
頁
し
か
割
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

あ
の
激
動
の
日
々
か
ら
二
〇
年
も
の
年
月
が
経
ち
、
当
時
の
こ
と
を
知
ら
な
い
若
い
世
代
も
増
え
て
き
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た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
既
に
成
人
し
て
い
た
人
た
ち
に
し
て
も
、
日
々
の
慌
た
だ
し
さ
の
中
で
、

当
時
の
こ
と
を
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
忘
れ
去
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
に
、
「
１
９
８
９
」
の
こ

と
を
全
く
知
ら
な
い
―
―
も
し
く
は
忘
れ
去
っ
た
―
―
人
た
ち
が
、
「
あ
の
頃
に
起
き
た
の
は
一
体
ど
う

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
抱
き
、
最
初
の
と
っ
か
か
り
を
得
る
た
め
の
入

門
書
と
し
て
は
、
こ
の
本
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
願
わ
く
ば
、
そ
う
や
っ
て
あ
る
種
の
関
心

を
か
き
立
て
ら
れ
た
読
者
た
ち
が
、
知
的
好
奇
心
を
発
揮
し
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
た
認
識
を
得
よ
う
と
努

め
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

薬
師
院
仁
志
『
社
会
主
義
の
誤
解
を
解
く
』
は
、
竹
内
著
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
。
そ
の
主
要
な

内
容
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
史
と
社
会
主
義
運
動
史
で
あ
る
（
第
４
章
と
第
５
章
で

は
部
分
的
に
ソ
連
や
日
本
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
ご
く
短
い
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は

全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
主
た
る
内
容
に
し
た
一
般
読
者
向
け
の
書
物
が
著
わ
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
も
ち

ろ
ん
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
。
日
本
で
は
「
欧
米
」
「
西
側
」
「
先
進
国
」
と
い
う
場
合
に
、
暗
黙
の
う

ち
に
ア
メ
リ
カ
を
代
表
選
手
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
き
ち
ん
と
意
識
し
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
社
会
主
義
」
と
い
う
も
の
が
か
な
り
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き

た
―
―
今
で
も
そ
れ
な
り
に
大
き
い
―
―
こ
と
は
、
「
知
る
人
ぞ
知
る
」
で
あ
っ
て
、
広
く
一
般
に
認
識

さ
れ
て
は
い
な
い
。
で
あ
る
以
上
、
そ
う
い
う
空
白
を
埋
め
る
概
説
書
に
は
、
十
分
な
存
在
意
義
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
社
会
主
義
の
歴
史
」
で
は
な
く
、
「
社
会
主

義
の
誤
解
を
解
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
は
じ
め
に
」
に
は
「
社
会
主
義
と
は
何
か
」
と
い
う

副
題
が
付
い
て
い
て
、
日
本
で
こ
の
点
に
関
す
る
誤
解
が
横
行
し
て
い
る
の
を
正
す
の
だ
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
と
本
論
の
内
容
の
あ
い
だ
に
は
ズ
レ
が
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本

書
の
基
本
的
な
主
張
は
、
ソ
連
・
東
欧
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
圏
」
が
滅
ん
だ
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
は
今
な
お
社
会
主
義
勢
力
は
健
在
だ
と
い
う
指
摘
に
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
一
応
妥
当
だ
が
、
そ
の
こ
と

の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
単
に
「
あ
れ
こ
れ
の
国
で
は
ま
だ
健
在
だ
」
と
い
う
だ
け
で
は
議

論
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
書
物
の
狙
い
と
さ
れ
る
も
の
が
本
文
で
は
十
分
達
成
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

著
者
の
考
え
で
は
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
に
存
在
し
て
き
た
「
社
会
主
義
」
な
る
も
の
を
「
社
会
主
義
」

の
代
表
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
こ
そ

が
、
本
来
「
社
会
主
義
」
の
名
の
下
に
念
頭
に
お
か
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
成
り
立
ち

う
る
主
張
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
も
、
「
で
は
、
ソ
連
圏
諸
国
に
存

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

在
し
て
い
た
社
会
主
義
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
と
は
何
の

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
の
か
。
も
し
多
少
な
り
と
も
接
点
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
分
か

れ
が
生
じ
た
の
か
」
等
々
と
い
っ
た
問
い
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

実
を
い
え
ば
、
本
書
の
第
４
章
は
「
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
時
代
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
な
が

ら
、
ソ
連
に
つ
い
て
も
ソ
連
共
産
党
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
へ
の
言
及
は
最
小
限
で
あ
り
、
主
に
論
じ
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ら
れ
て
い
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
共
産
党
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
有
意
味
だ
と
し
て
も
、
そ

れ
が
「
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
時
代
」
と
し
て
括
ら
れ
る
所
以
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
い
。

竹
内
著
に
せ
よ
、
薬
師
院
著
に
せ
よ
、
も
し
ソ
連
の
歴
史
に
つ
い
て
な
に
が
し
か
の
記
述
が
あ
っ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
共
感
で
あ
れ
異
論
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
共
感
と
か
異
論
と
か
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
の
が
、
両
著
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
っ
て
「
１
９
８
９
」
と
か
「
社
会
主
義
の
誤
解
」
と
か

に
つ
い
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
思
い
浮
か
ぶ
。
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
の
威
信
は

「
１
９
８
９
」
に
先
立
っ
て
長
期
低
落
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
ソ
連
解
体
前
後
の
時
期
に
そ
れ
は
ど
ん
底
に

ま
で
達
し
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
驚
く
に
値
し
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
あ
お
り
を
食
ら
っ
て
、
あ
の
国
の

歴
史
的
実
態
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
考
え
る
と
か
、
そ
の
意
味
を
新
し
い
観
点
か
ら
再
考
す
る
と
い
う
作

業
さ
え
も
が
、
「
今
更
や
る
気
が
し
な
い
」
と
い
う
感
覚
を
引
き
起
こ
す
も
の
に
な
り
、
一
種
の
知
的
空

白
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
二
冊
の
本
に
も
、
そ
う
し
た
知
的
空
白
が
反
映
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
状
態
が
し
ば
ら
く
続
い
た
後
、
二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
を
契

機
と
す
る
世
界
的
な
不
況
の
中
で
、
「
や
は
り
資
本
主
義
に
も
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
議
論
が
広
が
り
だ
し
、
「
市
場
原
理
主
義
批
判
」
の
声
も
強
ま
る
と
い
う
変
化
が
あ
る
。
そ
う
し

た
中
で
、
忘
れ
ら
れ
て
い
た
「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
も
、
部
分
的
な
現
象
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
再
評

価
の
気
運
が
あ
る
程
度
あ
る
。
そ
の
際
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
完
全
に
お
と
し
め
ら
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
、
過
去
の
存
在
と
し
て
の
ソ
連
型
社
会
主
義
」
と
「
そ
れ
と
は
全
く
別
の
、
今
な
お
希
望
の
対
象
と
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
う
る
は
ず
の
社
会
主
義
」
を
ど
の
よ
う
な
関
連
で
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
者
に
期
待
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

託
そ
う
と
す
る
人
の
多
く
は
、
自
己
を
前
者
と
は
全
く
別
個
の
存
在
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
汚
名
か

ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
心
理
的
に
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
は
い
え
、
や
や
安
易
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。

そ
う
し
た
人
た
ち
は
そ
も
そ
も
ソ
連
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
よ
う
と
し
な
い
し
、
触
れ
た
と
し
て
も

極
度
に
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
し
た
像
で
満
足
し
て
い
る
。
「
あ
ん
な
ヘ
ン
テ
コ
で
、
馬
鹿
げ
た
、
ど
う

し
よ
う
も
な
い
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
と
を
混
同
さ
れ
て
た
ま
る
も
の
か
」
と
い
う
意
識
が
そ
こ
に
は
感
じ

ら
れ
る
。
「
あ
ん
な
も
の
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
を
区
別
し
た
い
と
考
え
る
の
は
よ
い
。
だ
が
、
「
あ
ん
な

ヘ
ン
テ
コ
で
、
馬
鹿
げ
た
も
の
」
の
実
態
を
具
体
的
・
現
実
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
な
ら
、
実
は
、
そ

こ
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
類
似
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
か
も
し
れ
ず
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
敗

北
は
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
こ
の
よ
う
な
反
省
が
、
多
く

の
場
合
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
現
実
の
ソ
連
が
、
今
日
多
く
の
人
が
想
定
し
て
い
る
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
通
り
の
も
の
―
―
暴
力
と
強

制
の
み
に
立
脚
し
た
独
裁
、
市
場
や
貨
幣
の
役
割
を
全
否
定
し
た
超
集
権
的
な
指
令
経
済
等
々
―
―
だ
っ

た
な
ら
、
そ
れ
は
七
〇
年
は
お
ろ
か
、
ほ
ん
の
数
年
さ
え
も
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ

が
現
に
数
十
年
間
存
続
し
、
そ
の
歴
史
の
中
に
は
あ
る
種
の
「
成
功
」
を
誇
っ
た
り
、
ま
た
相
対
的
「
安
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定
」
を
現
出
し
た
時
期
も
あ
っ
た
の
は
、
「
現
存
し
た
社
会
主
義
」
が
抽
象
的
図
式
通
り
の
純
粋
形
の
存

在
で
は
な
く
、
大
な
り
小
な
り
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
存
在
で
あ
り
、
各
種
の
矛
盾
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
そ

れ
を
何
と
か
や
り
く
り
し
て
生
き
延
び
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（1

）

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
最
終
的

に
は
行
き
詰
ま
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
結
末
が
最
初
か
ら
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
よ
う
な
安
直
な
理
解
で
は
、
そ
の
歴
史
を
「
他
山
の
石
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
ソ
連
最
末
期
―
―
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
中
で
も
後
半
の
局
面
―
―
に
お
い
て
、

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
お
よ
び
彼
を
取
り
巻
く
人
々
は
事
実
上
、
西
欧
的
な
社
会
民
主
主
義
へ
の
転
身
を
試
み
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
（2

）

。
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
だ
が
―
―
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、

彼
ら
自
身
、
当
時
の
政
治
情
勢
の
中
で
そ
れ
を
あ
ま
り
大
っ
ぴ
ら
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
―
―
、
今
日
の
「
社
会
主
義
」
再
評
価
論
者
に
と
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
提
起
し

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
今
日
あ
る
種
の
「
社
会
主
義
」
に
期
待
を
託
す
人
は
、
「
ソ
連
流
の
共
産
主

義
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
民
主
主
義
」
と
を
峻
別
し
て
、
前
者
は
駄
目
だ
っ
た
が
後
者
に
は
ま
だ

望
み
が
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
後
期
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
、
前
者
か
ら

後
者
へ
の
移
行
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
試
み
の
挫
折
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社

会
民
主
主
義
」
に
期
待
を
託
す
人
た
ち
に
と
っ
て
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
重
み
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
、
「
ソ
連
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
峻
別
論
で
す
べ
て
を
片
付
け
る
議
論

は
安
易
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

（1

）
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
塩
川
伸
明
『
現
存
し
た
社
会
主
義
―
―
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
素
顔
』
勁
草
書

房
、
一
九
九
九
年
、
よ
り
簡
略
に
は
、
『
冷
戦
終
焉

20

年
―
―
何
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
終
わ
っ
た
の
か
』
勁
草
書

房
、
二
〇
一
〇
年
、
第
Ⅱ
章
を
参
照
。

（2

）
塩
川
『
冷
戦
終
焉20

年
』
第
Ⅲ
章
参
照
。

（
二
〇
一
一
年
四
月
）
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