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わ
た
し
は
昨
年
の
暮
、
紀
要
「
部
落
解
放
研
究
」
第
訂
号
に
、

杉
之
原
論
文
批
判
と
い
う
こ
と
で
「
国
民
的
融
合
論
批
判
と
部
落
解

放
理
論
」
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
杉
之
原
論
文
は
、

私
ど
も
部
落
解
放
同
盟
中
央
理
論
委
員
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
に
対

す
る
「
国
民
融
合
論
」
の
側
か
ら
の
ま
と
ま
っ
た
批
判
で
す
。
こ
れ

は
「
部
落
問
題
論
究
第
８
号
』
と
い
う
雑
誌
に
の
っ
た
『
解
同
」

の
理
論
的
混
迷
の
深
化
」
と
い
う
題
の
非
常
に
長
い
論
文
で
す
。

そ
れ
な
り
に
、
き
っ
ち
り
と
し
た
論
文
だ
と
思
い
ま
す
か
ら
、
是
非

と
も
全
文
を
読
ん
で
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
の
論
文
は
こ

か
で
馬
原
鉄
男
氏
や
榊
利
夫
氏
と
、
中
川
信
義
氏
（
大
阪
市
立
大

学
）
、
河
村
望
氏
（
東
京
都
立
大
学
）
、
彼
ら
の
考
え
方
と
は
違
う
。

中
川
氏
、
河
村
氏
の
方
は
私
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
、
国

民
融
合
論
内
部
で
大
分
意
見
の
違
い
が
あ
る
と
指
摘
し
た
わ
け
で
す

が
、
井
上
光
一
氏
は
そ
れ
に
対
し
て
、
い
や
意
見
は
何
も
違
っ
て
い

な
い
と
い
う
弁
解
な
ん
で
す
。
井
上
光
一
氏
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言

っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅱ
大
賀
氏
が
最
近
の
国
民
融
合
論
の
な
か
で
最
も
問
題
と
す
る

点
の
一
つ
に
、
北
原
泰
作
氏
や
馬
原
鉄
男
氏
に
共
通
し
て
い
る
最

大
の
欠
陥
で
あ
る
「
明
治
以
降
の
日
本
資
本
主
義
や
資
本
主
義
と

部
落
問
題
の
関
係
を
ま
っ
た
く
み
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
」
と
い

う
批
判
が
「
国
民
融
合
論
」
を
支
持
す
る
側
の
研
究
者
か
ら
も
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
中
川
信
義
氏
や

河
村
望
氏
の
主
張
を
引
用
し
て
い
ろ
。
河
村
氏
の
現
代
の
部
落
差

別
が
独
占
資
本
主
義
段
階
で
の
差
別
の
一
形
態
で
あ
る
と
の
指
摘

を
指
し
て
国
民
融
合
論
内
部
の
批
判
と
し
て
大
賀
氏
は
と
ら
え
て

い
ろ
。
し
か
し
、
河
村
氏
が
大
賀
氏
の
主
張
す
る
よ
う
な
部
落
差

別
拡
大
再
生
産
論
で
な
い
こ
と
を
ま
ず
前
提
と
し
て
と
ら
え
ね
ば

な
ら
な
い
Ⅱ

井
上
光
一
氏
は
私
の
こ
と
を
部
落
差
別
拡
大
再
生
産
論
者
と
決
め

つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
す
。

つ
づ
け
て
、
井
上
光
一
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま
す
。

（
｜
）
 井
上
光
一
氏
に
反
論
す
る

「
部
落
解
放
運
動
は
民
主
主
義
運
動
か
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

の
杉
之
原
論
文
に
対
す
る
反
批
判
と
い
う
こ
と
で
書
い
た
わ
け
で

す
。し
か
し
、
未
だ
に
杉
之
原
氏
の
方
か
ら
の
反
応
は
い
っ
こ
う
に
あ

り
ま
せ
ん
。
馬
原
氏
も
何
も
答
え
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
全
解
連

の
支
援
す
る
組
織
、
北
原
泰
作
氏
な
ど
が
つ
く
っ
た
国
民
融
合
を
め

ざ
す
部
蒸
問
題
全
国
会
議
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
事
務

局
の
井
上
光
一
氏
、
こ
の
方
は
初
め
て
で
す
が
、
そ
の
井
上
光
一
氏

が
そ
の
機
関
紙
『
国
民
融
合
通
信
」
の
一
一
一
○
号
（
一
九
八
四
年
六

月
）
に
「
部
薄
解
放
運
動
は
社
会
主
義
運
動
か
」
と
題
す
る
短
い
論

文
で
す
が
、
私
の
論
文
に
対
す
る
反
論
と
い
い
ま
す
か
批
評
を
書
い

て
き
た
わ
け
で
す
。

わ
た
し
は
紀
要
三
七
号
の
論
文
の
な
か
で
、
国
民
融
合
論
の
な

Ⅱ
戦
前
と
戦
後
の
部
落
問
題
の
質
的
変
化
に
つ
い
て
、
氏
の
認

識
は
北
原
氏
や
馬
原
氏
と
な
ん
ら
か
わ
り
が
な
い
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
数
次
の
論
争
を
注
意
深
く
み
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
現
在
な
お
残
さ
れ
て
い
る
部
落
差
別

が
独
占
資
本
主
義
段
階
で
の
差
別
の
一
形
態
で
あ
る
と
の
指
摘

は
、
国
民
融
合
論
を
質
的
に
高
め
こ
そ
す
れ
、
国
民
融
合
論
を
批

判
す
る
も
の
で
は
な
い
。
七
六
年
に
大
津
で
お
こ
な
わ
れ
た
国
民

融
合
全
国
会
議
の
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論
の
な
か
で
も
、

部
落
差
別
が
基
本
的
に
は
解
消
す
る
方
向
へ
向
い
つ
つ
も
、
な
お

残
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
論
議
さ
れ
、
現
代
の

独
占
資
本
に
と
っ
て
、
自
ら
の
資
本
増
殖
に
利
用
で
き
る
も
の

は
、
た
と
え
そ
れ
が
前
近
代
的
な
違
制
で
も
利
用
す
る
の
で
は
と

い
う
論
議
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
日
本
の
大
独
占
に
と
っ
て

部
落
差
別
が
搾
取
と
収
奪
を
強
化
す
る
た
め
の
最
も
主
要
な
分
裂

支
配
の
手
段
で
あ
る
と
は
、
事
実
認
識
と
し
て
あ
り
え
な
い
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
無
条
件
に
無
媒
介
的
に
部
落
差
別
が
解
消
さ
れ

る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
川
信
義
氏
の
主
張
す
る
よ

う
に
、
独
占
資
本
主
義
の
民
主
的
規
制
を
強
め
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
大
賀
氏
が
主
張
す
る
、
国
民
融
合
論
内
部

の
批
判
と
す
る
も
の
は
、
実
際
に
は
国
民
融
合
論
の
強
化
に
他
な

ら
な
い
も
の
だ
Ⅱ

井
上
光
一
氏
に
よ
れ
ば
意
見
の
ち
が
い
も
「
国
民
融
合
論
強
化
と

大
賀
正
行

露，
正一

籔

溌 Ｂ
Ｅ
Ｅ
５
Ｈ
Ｆ
Ｐ
Ｅ
」



１
１
１
１
 

130 1m井上光一氏に反論する

云
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
民

融
合
論
は
、
部
落
問
題
や
部
落
差
別
は
、
「
封
建
時
代
の
残
り
カ
ス

遺
物
・
傷
跡
」
で
あ
り
、
戦
前
に
は
物
的
基
礎
は
あ
っ
た
が
、
戦
後
改

革
に
よ
り
物
的
基
礎
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
根
の
な
い
花
だ
か
ら

解
消
の
方
向
に
あ
る
と
い
う
論
理
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
啓
発
等
を
進
め
て
い
け
ば
、
現
体
制
の
下
で
も
解
決
し
得
ろ
と
い

う
論
理
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
た
ち
は
理
解
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
杉
之
原
論
文
も
含
め
て
、
違
う
と
い
っ
て
い
る
こ
と

に
、
私
は
ア
レ
？
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
井
上
光
一
氏

は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

Ⅱ
大
賀
氏
が
問
題
と
す
る
第
二
の
点
は
、
「
内
外
か
ら
の
批
判

を
受
け
て
、
『
国
民
的
融
合
論
」
の
手
直
し
を
し
よ
う
と
し
た
」

杉
之
原
寿
一
氏
に
向
け
ら
れ
て
い
ろ
。
杉
之
原
氏
は
、
大
賀
氏
ら

の
国
民
融
合
論
へ
の
「
批
判
」
で
あ
る
「
国
民
融
合
論
は
部
落
差

別
を
単
な
る
封
建
遺
制
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
日
本
資
本
主
義
の

階
級
支
配
や
搾
取
・
収
奪
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
部
落
問
題
を

と
ら
え
ろ
と
い
う
階
級
的
視
点
を
欠
落
さ
せ
、
資
本
主
義
の
発
展

と
と
も
に
部
落
差
別
は
解
消
す
る
」
と
い
う
論
に
対
し
て
「
わ
れ

す
る
な
ど
と
述
べ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う

な
考
え
を
『
近
代
化
」
路
線
な
い
し
『
近
代
主
義
」
的
な
見
解
と

し
て
批
判
す
る
と
と
も
に
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
あ

れ
ば
な
ぜ
わ
た
し
と
論
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

と
思
う
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
、
向
う
は
北
原
さ
ん
に
罪
を
全
部
な

す
り
つ
け
よ
う
と
し
て
い
ろ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
北
原
理
論
で

あ
っ
て
、
大
賀
の
見
解
は
、
北
原
批
判
と
し
て
は
当
っ
て
い
る
が
、

国
民
融
合
論
批
判
と
し
て
は
、
的
を
え
て
い
な
い
ん
だ
と
、
こ
う
言

い
た
げ
な
ん
で
す
。
杉
之
原
氏
は
こ
う
い
う
考
え
方
な
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
井
上
光
一
氏
の
方
は
、
彼
は
北
原
氏
と
同
じ
組
織
に

居
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
北
原
氏
を
次
の
よ
う
に
弁
護
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

Ⅱ
こ
の
こ
と
を
さ
し
て
、
北
原
批
判
だ
と
大
賀
氏
は
言
う
の
で

あ
る
。
大
賀
氏
が
引
用
し
た
部
落
解
放
第
一
回
全
国
集
会
で
の
北

原
提
案
の
な
か
の
「
差
別
さ
れ
る
部
落
民
は
、
日
本
の
資
本
主
義

が
完
全
な
発
展
を
遂
げ
ず
。
：
中
略
．
：
封
建
的
な
身
分
差
別
を
う
け

て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
の
整
合
性
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
落
解
放
同
盟
の
困
難
な
状
況

の
な
か
で
、
北
原
提
案
が
出
さ
れ
た
時
期
と
国
民
融
合
論
が
全
国

的
に
提
起
さ
れ
て
い
く
時
期
と
は
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
で
、
大
賀
氏
に
対
す
る
反
批
判
と
し
て
充
分
で
あ
ろ
う
Ⅱ

私
に
は
な
ぜ
充
分
な
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

（一一）

わ
れ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
・
高
度
化
す
る
と
と
も
に
部
落
差
別

が
解
消
す
る
な
ど
と
述
べ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
国
民
融

合
論
の
立
場
を
明
確
に
し
た
（
「
解
同
の
現
論
的
混
迷
の
深
化
」

．
「
部
落
問
題
論
究
」
第
八
号
、
一
九
八
三
年
五
月
）
。
こ
の
こ

と
を
さ
し
て
、
北
原
批
判
だ
と
大
賀
氏
は
い
う
の
で
あ
る
Ⅱ

杉
之
原
論
文
で
も
、
次
の
よ
う
に
弁
解
が
ま
し
く
書
か
れ
て
い
ま

｛９． 

Ⅱ
彼
ら
に
よ
る
と
、
国
民
融
合
論
は
部
落
差
別
を
単
な
る
封
建

的
身
分
遺
制
の
問
題
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
日
本
資
本
主
義
の
階

級
支
配
や
搾
取
・
収
奪
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
部
落
問
題
を
と

ら
え
る
と
い
う
階
級
的
視
点
を
欠
落
さ
せ
、
資
本
主
義
の
発
展
と

と
も
に
部
落
差
別
は
自
然
に
解
消
す
る
と
主
張
し
て
い
ろ
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
国
民
融
合
論
に
対
す
る
意
識
的
な

歪
曲
で
あ
る
Ⅱ

つ
ま
り
、
大
賀
ら
の
批
判
は
あ
た
っ
て
い
な
い
、
言
っ
て
い
な

い
こ
と
を
言
っ
て
る
と
い
っ
て
批
判
し
て
い
ろ
、
と
い
う
の
で

す
。
勝
手
に
デ
ッ
チ
あ
げ
て
批
判
し
て
い
ろ
と
い
う
の
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
我
々
の
理
論
は
な
に
も
、
単
な
る
封
建
遺
制
論
で

も
な
い
、
そ
れ
か
ら
階
級
的
視
点
、
資
本
主
義
の
問
題
は
十
分
に

見
て
い
ろ
、
こ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
あ
れ
っ
と
思
い

ま
せ
ん
か
。
杉
之
原
氏
は
続
い
て
、
後
の
方
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、

資
本
主
義
の
発
展
・
高
度
化
と
と
も
に
部
落
差
別
が
自
然
に
解
消

Ⅱ
大
賀
氏
は
、
さ
ら
に
杉
之
原
氏
が
、
本
来
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
封
建
的
身
分
差
別
か
ら
の
解
放
と
い

う
課
題
は
「
今
日
で
は
民
主
主
義
を
ふ
み
に
じ
ろ
う
と
す
る
独
占

資
本
と
の
闘
い
を
ぬ
き
に
し
て
は
達
成
で
き
な
い
課
題
、
反
独

占
・
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
、

北
原
氏
や
馬
原
氏
と
違
う
と
し
て
い
ろ
。
し
か
し
、
大
賀
氏
の
前

に
引
用
し
た
北
原
提
案
の
後
段
の
文
章
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
「
部
落
の
完
全
解
放
が
実
現
す
る
の
は
、
真
に
徹
底
し
た
民

主
主
義
的
変
革
が
な
し
遂
げ
ら
れ
て
、
日
本
の
社
会
が
完
全
に
民

主
化
さ
れ
、
旧
時
代
の
遺
物
が
す
っ
か
り
取
り
の
ぞ
か
れ
た
と
き

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
注
意
深
く
読
め

ば
北
原
氏
の
「
真
に
徹
底
し
た
民
主
主
義
的
変
革
」
の
指
す
と
こ

ろ
が
、
部
落
問
題
は
反
独
占
・
民
主
主
義
の
解
題
で
あ
る
こ
と
が

よ
く
分
る
の
で
あ
る
Ⅱ

こ
の
点
も
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
北
原
理
論
は
混

乱
し
て
い
ろ
と
思
う
ん
で
す
。
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
言
っ

て
み
た
り
、
反
封
建
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
言
っ
て
み
た
り
、
北
原

理
論
は
チ
ャ
ン
ポ
ン
理
論
だ
と
思
う
ん
で
す
。

井
上
光
一
氏
は
、
北
原
氏
も
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
げ
な
ん
で
す
。

Ⅱ
「
北
原
氏
の
か
っ
て
の
文
章
の
一
部
を
さ
し
て
国
民
融
合
論

全
体
を
批
判
す
る
、
ま
し
て
や
内
部
で
理
論
的
混
乱
を
起
し
て
い

； 
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133弁上光一氏に反論する

も
の
で
す
。

ろ
か
の
加
く
に
い
う
の
は
、
大
賀
氏
ら
が
「
朝
田
理
論
」
の
評
価

を
め
ぐ
っ
て
何
年
も
実
の
な
い
論
議
を
し
て
い
る
わ
が
身
に
ひ
き

比
べ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
』
Ⅱ

わ
た
し
も
、
あ
る
意
味
で
は
「
朝
田
理
論
」
批
判
者
な
ん
で
す

が
、
中
央
執
行
委
員
長
を
直
接
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
し
、

朝
田
氏
は
、
こ
う
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
と
、
朝
田
氏
を
弁
護
す
る
か

た
ち
で
批
判
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
組
織
の
中
に
お
る
と
そ
う
な
る

だ
か
ら
、
井
上
光
一
氏
も
北
原
氏
と
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
中
で

す
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
分
か
ら
ん
わ
け
で
も
な
い
わ
け
で

す
が
そ
れ
な
り
に
、
向
う
も
言
い
つ
く
ろ
っ
て
き
て
い
ろ
と
思
う
ん

で
す
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、
現
代
の
部

落
差
別
は
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
国
民
融
合
論
で

あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
が

そ
う
い
え
ば
い
う
ほ
ど
最
近
の
国
民
融
合
論
と
か
つ
て
の
国
民
融

合
論
と
の
き
れ
つ
が
一
層
う
き
ぼ
り
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら
皆
さ
ん
、
も
う
一
度
五
、
六
年
前
の
馬
原
鉄
男
氏
の
論
文
、

榊
利
夫
氏
の
論
文
、
北
原
氏
の
三
人
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た

い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
部
落
差
別
は
封
建
社

会
の
残
り
カ
ス
、
封
建
遺
制
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
戦
前

我
々
は
、
国
民
融
合
論
が
出
て
き
た
直
後
か
ら
、
国
民
融
合
論
は
資

本
主
義
と
闘
わ
な
い
理
論
だ
と
い
う
こ
と
で
一
生
懸
命
に
批
判
し
て

き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
よ
う
や
く
国
民
融
合
論
も
部
落
解
放

が
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
い
い
だ
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
な
ら
わ
た
し
た
ち
と
同
じ
だ
と
思
う
ん
で
す
。

彼
ら
は
、
戦
後
は
、
部
落
差
別
を
支
え
る
物
的
基
礎
は
な
く
な
っ

た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
杉
之
原
論
文
を
素
直
に
読
め

ば
、
独
占
資
本
と
い
う
部
落
差
別
を
残
す
物
的
基
礎
は
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
彼
ら
は
、
戦
前
は
反
封
建
ブ
ル
ジ
ョ

ア
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
っ
て
、
戦
後
は
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題

で
あ
る
と
い
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
戦
前
の
部
落
解
放
の
敵
は
半
封

建
制
だ
（
こ
れ
は
間
違
い
で
す
が
）
、
そ
し
て
戦
後
は
独
占
資
本
だ

と
、
そ
れ
じ
ゃ
ど
ち
ら
に
し
て
も
部
落
差
別
を
残
し
、
支
え
る
物
的

基
礎
は
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
て
、
こ
こ
を
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
と
り

つ
く
ろ
う
の
で
し
ょ
う
か
。

戦
後
は
、
半
封
建
的
な
物
的
基
礎
が
な
く
な
っ
た
に
し
て
も
、
独

占
資
本
と
い
う
物
質
的
な
基
礎
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

現
代
の
独
占
資
本
と
反
動
権
力
を
打
ち
倒
す
こ
と
に
な
る
と
わ
た
し

は
思
う
ん
で
す
が
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
違
う
と
い
う
ん
で
す
。
独

占
資
本
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
社
会
主
義
と
の
課
題
は

無
関
係
と
い
う
ん
で
す
。
独
占
資
本
が
物
的
基
礎
で
な
い
と
す
れ
ば

そ
れ
は
た
ん
に
政
策
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ⅲ は
、
天
皇
制
、
寄
生
地
主
と
い
う
物
的
基
礎
が
あ
っ
た
の
で
、
部
落

差
別
が
解
消
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
戦
後
は
物
的
基
礎
は
な
く
な
っ
た
と
。
だ
か
ら
、
資
本

主
義
の
発
達
と
世
の
中
の
民
主
化
に
よ
っ
て
、
部
落
差
別
は
解
消
の

方
向
に
あ
る
と
い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
昨
年
に
な
っ
て
、
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
だ
と
杉
之

原
氏
が
言
い
だ
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
次
の
通
り
で
す
。

Ⅱ
現
代
日
本
の
独
占
資
本
と
反
動
権
力
は
、
階
級
支
配
と
搾
取

・
収
奪
を
強
化
す
る
た
め
の
分
裂
支
配
政
策
を
お
し
す
す
め
る
な

か
で
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
残
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
利
用

し
、
あ
る
い
は
ま
た
新
た
な
差
別
を
作
り
だ
し
な
が
ら
、
基
本
的

人
権
を
ふ
み
に
じ
り
、
民
主
主
義
を
破
壊
す
る
策
動
を
強
め
て
き

て
い
ろ
。
部
落
差
別
が
今
日
な
お
一
掃
さ
れ
ず
、
部
落
問
題
の
早

急
な
解
決
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
封
建
的
身
分
差
別
か
ら
の
解
放
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民

主
主
義
の
要
求
は
、
今
日
で
は
、
民
主
主
義
を
ふ
み
に
じ
ろ
う
と

す
る
独
占
資
本
と
の
闘
い
を
ぬ
き
に
し
て
は
達
成
で
き
な
い
課

題
、
つ
ま
り
反
独
占
・
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
Ⅱ

と
、
こ
う
な
っ
た
わ
け
で
す
。

独
占
資
本
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
社
会
主
義
の
問
題
を
避
け
ら
れ
な

い
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
が
、
独
占
資
本
は
敵
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

社
会
主
義
の
問
題
は
避
け
ら
れ
ろ
と
い
う
の
が
杉
之
原
氏
の
理
論
だ

と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
わ
た
し
は
、
こ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
が
批
判
し

た
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
で
は
な
い
の
か
。
あ
な
た
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
ン
主
義
者
な
の
か
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
者
な
の
か
は
っ
き
り
し
て

頂
き
た
い
と
書
い
た
わ
け
で
す
。
「
自
分
は
、
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
者

だ
」
と
い
う
の
な
ら
い
い
ん
で
す
。
そ
の
か
わ
り
、
共
産
主
義
者
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
者
の
看
板
を
お
ろ
し
な
さ
い
と
、
こ
の

よ
う
に
つ
め
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
杉
之
原
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
馬
原
氏
や
北
原
氏
の
物
的
基

礎
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
論
に
対
し
て
、
反
独
占
民
主
主
義

の
課
題
で
あ
る
と
い
い
だ
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
杉
之
原
氏
と
馬

原
、
北
原
両
氏
と
の
大
き
な
違
い
で
す
。
し
か
し
、
杉
之
原
氏
は
、

社
会
主
義
と
の
問
題
を
切
り
は
な
す
わ
け
で
す
。
反
独
占
民
主
主
義

の
課
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
資
本
主
義
の
枠
の
中
で
解
決
で
き
ろ
と

い
う
論
な
ん
で
す
。
杉
之
原
氏
は
、
は
っ
き
り
と
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義

者
だ
と
わ
た
し
は
み
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
中
川
氏
や
河
村
氏
は
ど
う
い
う
立
場
か
。
中
川
氏
や

河
村
氏
の
方
は
、
社
会
主
義
の
問
題
を
射
程
に
お
い
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
中
川
氏
、
河
村
氏
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
思
う
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
川
氏
や
河
村
氏
と
、
杉
原
氏
と
の
間
に
違
い

（ 一一
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剛
は
な
い
と
い
う
の
が
井
上
光
一
論
文
で
す
。

135丼上光一氏に反論する

私
が
こ
う
い
う
と
井
上
光
一
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
わ
け
で
す
。

Ⅱ
私
が
大
賀
氏
に
も
っ
と
も
批
判
の
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
杉
之
原
氏
の
部
落

問
題
を
反
独
占
・
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
「
大
衆
運
動
の
立
場
で
は
資
本
主
義
の
枠
内
で
も
解
決
で
き

る
は
ず
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
民
主
主
義
的
課
題
を
提
起
す
る

こ
と
は
正
し
い
が
…
中
略
…
結
局
の
と
こ
ろ
社
会
主
義
に
も
っ
て

い
か
な
い
限
り
根
本
的
な
解
決
は
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
指
導

性
が
必
要
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
、
部
落
解
放
運
動

が
社
会
主
義
運
動
の
一
環
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
解
放

同
盟
の
な
か
で
、
運
動
が
日
本
共
産
党
の
ひ
き
ま
わ
し
だ
と
し
て

反
共
攻
撃
を
し
た
の
は
一
体
誰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
部
落
民
が

す
べ
て
社
会
主
義
へ
の
道
、
そ
れ
も
大
賀
氏
流
の
道
へ
進
む
こ
と

を
「
理
解
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
部
落
解
放
運

動
が
部
落
差
別
を
な
く
そ
う
と
い
う
課
題
で
の
み
組
織
さ
れ
た
運

動
だ
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
Ⅱ

と
い
う
こ
と
で
、
「
部
落
解
放
運
動
は
社
会
主
義
運
動
か
」
と
詰

問
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

や
る
よ
う
に
、
単
に
機
関
占
領
に
よ
っ
て
引
き
ま
わ
す
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
杉
之
原
氏
は
じ
め
、
国
民
融
合
論
者
は
「
革
命
な

く
し
て
解
放
な
し
」
式
の
セ
ク
ト
主
義
の
う
ら
が
え
し
と
し
て
社

会
主
義
や
革
命
の
問
題
を
正
し
く
提
起
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
Ⅱ

わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
わ
け
で
す
。
井
上
氏
や
杉
之

原
氏
は
、
「
俺
は
民
主
主
義
者
で
あ
っ
て
社
会
主
義
者
で
な
い
」
と

か
「
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
者
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
な
い
」
と

い
う
の
な
ら
い
い
の
で
す
が
、
「
俺
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
共
産
主

義
者
」
と
言
っ
て
い
て
、
こ
の
問
題
か
ら
逃
げ
る
と
こ
ろ
が
許
せ
な

い
と
わ
た
し
は
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

部
落
解
放
運
動
の
内
部
に
は
、
色
々
な
考
え
方
の
人
達
が
い
る
わ

け
で
す
。
民
主
主
義
者
も
居
れ
ば
、
社
会
主
義
者
も
居
ろ
わ
け
で

す
。
幅
広
い
運
動
な
ん
で
す
。
部
落
差
別
反
対
、
部
落
解
放
と
い
う

た
だ
一
点
で
団
結
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
運
動
を
ど

う
社
会
主
義
の
課
題
と
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
や

る
、
こ
れ
が
社
会
主
義
者
と
し
て
の
独
自
活
動
な
ん
で
す
。
部
落
解

放
運
動
と
い
う
民
主
主
義
運
動
の
中
で
の
活
動
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

部
落
解
放
運
動
は
民
主
主
義
運
動
で
す
か
ら
、
融
和
主
義
者
や
改
良

主
義
者
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
社
会
主
義
者
に
導
か

れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
い
ろ
ん
な
人
に
導
か
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
右
へ
行
っ
た
り
、
左
へ
行
っ
た
り
し
な
が
ら
、
進
ん
で
い
く
も

／￣､ 
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井
上
光
一
氏
が
引
用
し
た
部
分
は
、
去
年
の
全
研
で
わ
た
し
が
報

告
し
た
文
章
で
す
が
、
こ
の
中
略
と
い
う
と
こ
ろ
の
文
章
は
か
な
り

長
い
ん
で
す
。
ゆ
う
に
半
ペ
ー
ジ
分
ぐ
ら
い
を
中
略
し
て
あ
る
ん
で

す
。
こ
ん
な
引
用
を
さ
れ
た
ん
で
は
著
者
の
主
張
が
ね
じ
曲
げ
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

わ
た
し
は
、
解
放
運
動
が
社
会
主
義
運
動
だ
と
は
、
一
度
も
言
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
い
つ
も
指
導
性
と
い
う
こ
と
を

い
っ
て
い
ま
す
。
紀
要
の
四
十
号
の
論
文
で
も
、
ま
だ
井
上
光
一
氏

か
ら
の
批
判
が
出
る
前
で
し
た
が
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま
す
。

Ⅱ
た
だ
部
落
解
放
運
動
に
は
幅
広
い
層
を
結
集
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
社
会
主
義
に

な
ら
な
け
れ
ば
部
落
差
別
は
な
く
な
ら
な
い
と
教
条
主
義
的
に
押

し
つ
け
る
こ
と
は
絶
対
に
さ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
来
、
大
衆
運
動
と
し
て
の
部
落
解
放
運
動
は
民
主
主
義
を
追

求
す
る
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
社
会
主
義
を
め
ざ
す
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
運
動
の
敵
は
独
占
資
本
で
あ
る
と
い

う
共
通
性
に
お
い
て
（
独
占
資
本
を
打
倒
し
社
会
主
義
を
め
ざ
す

立
場
に
立
つ
も
の
は
）
、
部
落
解
放
運
動
を
い
か
に
社
会
主
義
の

側
に
導
く
か
と
い
う
視
点
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

ら
で
す
。
但
し
、
こ
れ
は
大
衆
み
ず
か
ら
の
体
験
を
通
し
て
社
会

主
義
以
外
に
真
の
部
落
解
放
は
な
い
と
い
う
確
信
と
信
頼
関
係
の

な
か
で
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
共
や
特
定
セ
ク
ト
が
よ
く

の
な
ん
で
す
。
そ
の
中
で
部
落
大
衆
が
、
結
局
、
誰
の
考
え
方
が
一

番
正
し
い
か
、
こ
の
考
え
方
以
外
に
わ
し
ら
の
真
の
願
い
が
達
成
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
理
屈
よ
り
も
体
で
体
験
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。
大
衆
と
い
う
の
は
い
わ
ば
、
「
経
験
主
義
者
」
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
だ
ま
さ
れ
だ
ま
さ
れ
、
結
局
何
が
正
し
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
経
験
し
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
れ
を
、
で
き
る
だ
け
失
敗
の

な
い
よ
う
に
、
し
か
も
促
進
す
る
た
め
に
社
会
主
義
を
め
ざ
す
も
の

の
努
力
が
必
要
な
の
で
す
。

部
落
解
放
運
動
と
い
う
の
は
、
民
主
主
義
を
め
ざ
す
運
動
で
す
。

し
か
し
、
今
日
の
民
主
主
義
を
目
指
す
運
動
は
反
独
占
民
主
主
義
の

運
動
で
す
。
こ
の
反
独
占
民
主
主
義
の
運
動
を
社
会
主
義
の
方
向
へ

ど
う
向
け
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
努
力

で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
と
、
部
落
解
放
運
動
が
社
会
主

義
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
押
し
つ
け
る
こ
と
と
は
、
違
う
問
題

な
の
で
す
。

一
九
六
五
１
六
年
、
答
申
が
出
た
前
後
、
日
共
は
、
「
部
落
解
放

運
動
は
敵
を
明
ら
か
に
せ
よ
」
「
社
会
主
義
な
く
し
て
部
落
解
放
な

し
」
「
革
命
な
く
し
て
解
放
な
し
」
「
安
保
破
棄
な
く
し
て
部
落
解

放
は
な
い
」
と
い
っ
て
、
実
に
セ
ク
ト
的
、
急
進
的
で
あ
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
○
度
転
換
し
て
、
社
会
主
義
や
革
命
の
問
題

は
一
切
語
ら
ん
と
い
う
の
が
現
在
の
日
共
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
民
主
主
義
闘
争
と
社
会
主
義
闘
争
が
弁
証
法
的
に
ど
の
よ
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