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説

「再
版
原
蓄
論
」
と
現
状
分
析

-山
田
盛
太
郎
氏

の
戦
前
と
戦
後

の
分
析
に

つ
い
て

(

)

沢

田

幸

治

1

あ

る
資
本
セ
義
国

の
現
状
分
析

を
行
な
お
う
と
す
る
際
、

そ
の
分
析
理
論

の

一
つ
と
し

て
再
生
産
論
昌
再
生
産
表
式
論
を
あ
げ
る
こ
と

は

展

に

み
と

め

ら

れ

て
い

る

こ
と

で
あ

る

と

い

.
て
よ
か

ろ

う
。

そ

し

て
、

こ

の
再
生

産

論

に

よ

っ
て
日
本
資

本

宅

義

の
分

析

を
行

な

っ
た
代
表

的

論
者

と

し

て
由

田
盛

太

郎

氏

の
名

を

あ
げ

る

こ
と
も
、

一
般

に
み
と

め

ら
れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る
と

い

っ
て
よ
か

ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
先

に
、
山
田
氏
が
U
本
資
奎

義
を
分
析

す
る
際

に
再
生
産
論
を
ど

の
よ
う
に
使
用
し
た
か
に

つ
い
て
検
討
し
規
・
そ
し

て
、

わ
れ

わ
れ

は
、

山

田
氏

の
再

生
産

論

の
使

い
方

は
、

戦

前

の
U
本
資

本

t
義

を

分
析

す

る
場

合

と
戦

後

の
日
本

資
本

t

義

を
分

析

す

る
場

合

と

で
は
異

な

っ
て
い
る
と
考

え

た
。

そ
し

て
、

そ

の
理
由

に

つ
い
て
、

わ

れ

わ

れ

は
、

分
析

対

象

で
あ

る
日
本
資

本

主
義

そ

の
も

の
が
戦

前
と

戦
後

で
は
異

な

る
性

格

の
資

本

ド

義

に
な

っ
て

い
る
た
あ

で
あ

る
と

し

た
。

す
な

わ

ち
、
分

析

対
象

そ

の
も

の
が
異

な

る
性
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格

の
も

の

に
な

っ
て

い
る
た
め

、

解

明
す

べ
き

課

題

も
異

な

る
も

の
と
な

ら
ざ

る
を

え
ず
、

し

た
が

っ
て
ま

た
分

析

用

具

理
論

の
使

い

方

も

異

な

っ
て
こ
ざ

る

を

え
な

か

っ
た
と
考

え

た

の

で
あ

っ
た
。

こ
の
点

、

や

や
具

体
的

に

い
え
ば

、
山

田
氏

が
分

析

を
行

な

っ
た
時

期

に
す

で
に
そ

の
型
制

の
分
解

に
直
面

し
て
い
た
戦
前

の
場
合

と
、
分
析

の
時
点

で
、
な
お
、
終
局
的

に
構
成
を
整
え
切

っ
て
い
な

い
～

そ

の
途

L

に
あ

る

(と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
た
)
戦

後

の
場

合

と

で
は
、
当

然
解

明

課
題

は
異

な

る
と

い

つ
サ」
と
、
そ
し

て
そ

の
た

め

分

析

理
論

た

る
再

生

産
論

の
使

い
方

分

析

の
仕

方

も
異

な

り
ざ

る
を

え

な

い
と

い
・つ
▼」
と

で
あ

る
。
〈
U
清

髭

〉
の
両

戦

争

を
貰

串

す

る
時

期

に
構
成

を

整

え

た
と

さ

れ

る
戦

前

の

目
本

資
本

ド

義

に

つ
い

て
は
、

そ

の
基

本

構
造

を
解

明

す

登

し
と

に

よ

.
て
、

こ
の
資

本

セ

義

に
お

け

る
基
本

対

抗

・
展

望

を
示

す

こ
と

が
課
題

で
あ

っ
た

の

に
対

し

て
、
戦

後

に

つ
い

て
は
、
い
わ

ゆ
る

「再

版

原
蓄

」

を
経

て
戦
前

と
は
比
較

に
な
ら
な

い
ほ
ど

の
発
展
を

み
せ
た
重

化
学
L
業
を
も

っ
た
と
は
い
え
、

サ」
の
資
本
義

が
は
た
し

て
安
定
し

た
構
成
を
整

窃

れ
る
か
ど
う
か
と

い
う

こ
と
を
明

ら
か

に
す

る
こ
と
が
山
田
氏

の
課
題

で
あ

.
た
と
わ
れ
わ
れ
は
考

え
た
わ
け

で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
よ
う
な
解
明
課
題

の
相
違

こ
そ
が
分
析
理
論
た
る
再
生
産
論

の
使

い
方

分
析

の
仕
方
l

i

の
相
違
を

ひ
き
お

こ
し
た
理
由

で
あ
る
と
考
え
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
わ
れ
わ
れ
は
再
生
産
論

の
使

い
方

の
相
違

に
注
目

し
て
山

田
氏

の
分
析
方
法

を
検
討
し
た

の
で
あ

る
が
、

そ
れ

に
続

い

　
ヨ

　

て
・
わ
れ
わ
れ
は
氏

の
農
業

ヒ
地
所
有

の
扱

い
方

資
本
セ
義

に
お
け
る
そ
れ

の
位
置
づ
け

の
仕
方

に

つ
い
て
も
検
討

し
た
。

そ
の

検
討
を
行
な

っ
た
の
は
、
山

田
氏

の
場
合

に
は
、
農
業
⊥

地
所
有

の
扱

い
方
が
、
戦
前

の
資
本
義

に
対
し

て
と
戦
後

の
資
本
義

に

対

し

て

で
は
大

き
く
異

な

っ
て

い
る
よ

う

に
み

え
た

か

ら

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
と

り
扱

い
方

位
置

づ

け

の
相

違

に

つ
い

て
も
、

わ

れ

わ
れ

は
、

先

の
再

生
産

論

に

つ
い

て
の
場

合

と
同

様
、

戦
前

と
戦
後

で
は
資

本

t
義

の
性

格

が
異
な

り
、

し

た
が

っ
て
ま

た
解

明

課
題

が
異

な

っ
て

い
る
た
め

で
あ

る
と
考

え
た
。

以
上
・

わ
れ
わ
れ
は
、
山
田
氏

に
お
け
る
衆

産
論

の
使

い
方

の
相
違
や
農
業
匙

地
所
有

の
資
李

義

に
お
け
る
位
置
づ
け
の
"
方
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の
相
違

は
分
析
対
象
た
る
資
本
主
義

の
性
格

の
相
違
と
、

そ
の
こ
と

に
よ
る
解
明
課
題

の
相
違

に
よ
る
も

の
と
考

え
た
わ
け

で
あ
る
。

こ

の
よ

.つ
に
、
山

田
氏

の
分
析

の
仕
方

の
相
違

の
基
礎

と
な

.
て
い
る

の

は
氏

の
戦
前

と
戦

後

の
資

李

・義

の
性

格

に

つ
い

て

の
見
解

で
あ

ろ
う

。
す

な
わ

ち
、
そ
れ

ら

を
異

な

る
性

格

の
資

本

セ
義

、
極

言

す

れ
ば

別
個

の
資

本

セ
義

と

み
な

し

て

い
る

こ
と

に
あ

る
と

い
え

よ
う
。

た

し

か

に
、
戦

争

と
敗

戦

を
、

そ
し

て
そ
れ

に
続

く
戦

後

諸
改

革

と

い
う

一
連

の
過
程

を

間

に

は
さ

ん
だ
戦

前

と
戦

後

で
は
・

資
本

室
義

の
性

格

に
も
人

き

な
相
違

が
存

在

せ
ざ

る
を

え
な

い

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

ゆ

え
、

氏

が
戦

前

と
戦
後

を

令

く
異

な

る
資
本

誕
義

で
あ

る
か

の

よ
う

に
と

り
扱

っ
た

の
も

わ
れ

わ

れ

に

は
そ

の
よ

う

に
見

え

る

の
だ

が

当
然

の
こ
と

と

い
う

べ
き
か

も

し
れ

な

い
。

し

か

し
、

芳

、
.両
者

の
性
格

に
ど
れ
ほ
ど
人
き
な
相
違
が
存
在

し
よ
う
と
も
、
戦
後

の
日
本
資
李

・義
が
戦
前

の
資
本
義

を
受
け
継

い
で
発
展

し

て
き

た

も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と
も

否
定

し

え

な

い
事

実

で
あ

ろ
う
。

し
た

が

っ
て
、
両

者

の
間

に

一
個

同

一
の
資

本
主

義

の
連
続

"

発

展

と

い
.つ
関
係

を

み

と
め

る

ワし
と

も
当

然
可

能

で
あ

り
必
要

な

こ
と

と

い
わ

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
だ

ろ
う
。

し

か
し

・

こ
の
よ
う

に
連

続

し

た
も

の
と
し

て
戦

前

と
戦

後

を

と
ら

え

る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
と

す

れ

ば
、
山

田
氏

の
よ
う

な
と

ら

え
方

は
、

不
卜

分

な
と

ら

え
方

ー
,1

誤

ま

っ
た
と
ら

え
方

と

い
う

こ
と

に
な

ら

ざ

る
を

え
な

い
。

そ

こ

で
、

い

っ
た

い
戦

前

と
戦

後

の
日
本
資

本
宝

義

の
関

係

は

ど

の
よ

.つ
に
と
ら

え

、b
れ

る

べ
き

だ

う

つ
か

と

い
う
問

題

が
生

じ

る

こ
と

に
な

る
。
周
知

の
よ
う

に

こ
の
問
題

は
、
「
断
絶

」
説

と

蓮

続

」
説

と

い
わ

れ

て
論

争

さ

れ

て
き

た
と

こ
ろ

の
問
題

で
あ

る
。

そ
し

て
、

い
う

ま

で
も
な

く
山

田
氏

は
両
者

の
関
係

を

「
断

絶
」

面
を

強

調
し

て

と

ら

え

て

い
る
と

い

っ
て
よ
か

ろ
う

。

そ

こ
で
、

何

故
氏

が

そ

の
よ
う

な

と
ら

え
方

を

し

た

の
か

と

い
う
問
題

が
生

じ

る

こ
と

に
な

る
。

戦
前

と
戦
後

の
関
係

に

つ
い
て
、

そ
の
断
絶

と
い
う
側
面
を

芳

的

に
強
調
し
た
場
合
、
当
然
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
.両
者

の
間

の
連
続

と

い
.つ
側
面

は
軽
視

さ
れ

蚤

」
と

に
な

り
ざ

る
を

え

な

い
。

し
か

し
、

そ

の
よ
う

な

と
ら

え
方

を

し

た
場

合

に
、
戦

前

と
戦

後

の
資
李

義

の
統

所

な
把
握

は
不
可
能
と
な
・り
な
い
で
あ
う

つ
か
。

そ
も
そ
も
山
田
氏

に
あ

.
て
は
、
戦
前
と
戦
後

の
関
係

の
統

一
的
な
把
握

は
問

題

に
な

ら

な

か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
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小
稿

の
課
題

は
・
こ
こ
で
簡
単

に
み
た
以
前

の
拙
稿

で
の
考
察
t

山

田
氏

の
資
本
義

分
析

の
方
法

に

つ
い
て
の
考
察
を
補
足
す

る

意
味

で
・
右

に
の
べ
た
山
田
氏

に
お
け

る
戦
前
と
戦
後

の
資
本
裏

の
関
係

に

つ
い
て
の
見
解
を
検
討
す
る

}」
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ

の

こ
と
を

通

し

て
、

資

本

セ
義

分
析

の
た
め

の

一
視
角

を
獲
得

し

よ
う

と
す

る

こ
と

で
あ

る
。

(付

)
山

田
氏

の
分

析
方

法

に

つ
い

て
は
、

の

べ
た
と

お
り
、

か

な

り
以

前

に
.
5

の
論

文

を
発

表

し

た

の

で
あ

る
が

、

そ
れ

・り
を
発

表

し

た

時
点

で
・
実

は
・

こ
こ
で
と
り
あ
げ

る
問
題

に
づ
い
て
の
検
討
も
か
な
り
行

な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
行
な

っ
て
い
た

冗

八
〇

年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初
頭

に
か
け

て
わ
れ
わ
れ
は
世
界
的
な
激
動
i

蓮

.
東
欧
等

の
い
わ
ゆ
る

「
社
会
主
義
」
体
制

の
崩
壊
と

い
.つ

激
動

に
直
面
し
た
・

こ
の
よ
う
な
激
動

期

社
会
義

」

の
円朋
壊

と
い
う
事
実
を
慈

に
入
れ
た
時
、
社
会
義

世
界
体
制

の
発
生
11
存

在

を
戦
後

分

析

の

一
前

提

に
し

て

い
る

よ
う

に
見

え

る
山

田
氏

の
見
解

の
検

討

の
必

要

性

は
、

は
た
し

て
、

ど

こ

に
あ

る

の
か
と

い
う

こ

と
を
考

え
ざ

る
を

え

な

く
な

り
・
こ

の
問

題

の
検

討

を

し
ば

ら

く
中
断

し

て

い
た
わ

け

で
あ
る
。
ワ
」
れ

に
加

え

て
、
山

田
氏

の
戦

後
分

析

の

;

の
焦

点

が
・

い
わ

ゆ

る
戦

後

亟

・
化

学

[
業

の
分

析

に
お

か

れ

て

い
る
わ

け

で
あ

る
が
、

現

在
、

わ

が
国

で
最

大

の
問
題

に
な

.

て

い
る

の
は
・

そ
う

し

た
璽

化
学

工
業

で

は
な
く
、

い
わ

ゆ

る
M

・
E
産
業

等

、
先

端

産
業

で
あ

る
と

い
,つ
事

情

も
問

題

の
検
討

を

中

断

さ
せ

た
も

う

;

の
理
由

と

し

て
加

わ

る
。

あ

り

て

い

に
い
え
ば

、
山

田
氏

の
見
解

を
検
討

す

る

}し
と

は
、

す

で
に
過
去
完

了

に
属

す

る
問
題

を
検

討
す

る

こ
と

に
な
る

の
で

は
な

い
の
か
と

い
う
危

惧

を
も

.
た

わ
け

で
あ

る
。
〕
し
か

し
、
世

界
的

な
状
況

と
生

産
力

の
水
準

に
お

い

て
大

き
な

変
化

が
あ

っ
た
と

し

て
も

、
山

畏

が
見
す

え

て

い
た
戦
後

日
本
資

本

義

の
基

本
構

造
1

と

そ

▼」
に
存

す

る

茅

盾

L
l

は
今

日

に
お

い

て
も
、

根

本
的

な
変

化

を

み
せ

て
い
な

い
の

で
は
な

い

の
か

と
考

え

な
お

す

に

い
た
り
、

▼し
}」
に
盟

の
検

討

を

再
開

す

る

こ
と

に
し

た
と

い
う

わ

け

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

あ

る

い
は
占

い
歌

を
歌

,つ
}」
と

に
な

る
か

も
知

れ
な

い
が
、

そ

れ
が
自
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ら

の
認
識

が
歌

う
白
鳥

の
歌

で
な
い
こ
と
を
と
願
う
ば
か
り

で
あ

る
。

二

い
わ

ゆ

る

「
断

絶

説

」

へ
の
批

判

戦
前
と
戦
後

の
目
本
資
本
義

の
関
係

に

つ
い
て
の
見
解

に
は
、

い
わ
ゆ
る
断
絶
説
と
連
続
説
が
存
在
す
る
わ
け
だ
が
・

そ
れ
ぞ
れ

の

見
解

の
代
表
的
論
者
と
し

て
あ
げ

り
れ

て
き
た

の
は
、
前
者

に

つ
い
て
は
山
握

太
郎
氏
、
後
者

に

つ
い
て
は
人
内
力
氏

で
あ

っ
た
・

こ

の
点
、

例

え
ば

、

次

の
よ
う

に

の

べ
ら
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「敗
戦

.
占
領

.
戦
後
改
革
喬

期
と
す
る
日
本
資
本
霧

の
変
化

に

つ
い
て
、

そ
の
国
家
独
占
資
本
義

体
制

の
発
展

.
成
熟
と
い

.つ
連
続
面
を
本
質
規
定

と
す

る
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
呆

資
李

義

の
構
造
的
特

質

の
変
化
と

い
う
断
絶

面
を
本
質
規
定

と
す
る
か

に

よ

.
て
、
大
内
氏

に
袋

さ
れ
る
連
続

説
と
山
田
盛
太
郎
氏

に
袋

さ
れ
る
断
絶
説
と
、

、
5

の
相
対
亭

る
有
力
な
見
解
が
存
為

」
・

▼、
の
断
絶
説
と
連
続
説
と

い
・つ
両
見
解

の
対
蔭

、
「
い
わ
ゆ
る
日
本
栞

霧

論
争

以
来

の
、
戦
前

日
本
資
李

義

の
理
解

に
関
す

る

見
解

の
相
違

に
起
閃
し

て
い
る
」
と
み
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
馳

、
と
も
あ
れ
・

ま
ず
は
・
断
絶
説

に
対
す
る
批
判
者

で
あ

り
・
し
た

が

っ
て
連
続
説

の
袋

的
論
者

と
目
さ
れ

て
い
た
人
内
氏

の
見
解
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う

(む
ろ
ん
・
含

で
は
・

こ
う
し
た
観
点
蘇

承
口
発

展
さ

せ
た
労
作

は
多

-
あ

る
が
、
ワと

で
は
、
山

罠

に
対
す

る
批

判

を
麟

に
す

る
た
め

に
、
そ
う
し

た
最
近

の
研
究

成
果

で
は

な
く
・
あ

え

て
・
大
内

氏

自
身

の
見
解

を
み

る

こ
と

に
す
る
)
。

さ

て
、
戦
前
と
戦
後

の
関
係
喬

題

に
す
る
際

に
人
内
力
氏
が
強
調
さ
れ
る
の
は

二

五
年
戦
争
L
期

に
お
け
る
資
本
義

の
推
嘗

変

化

に

つ
い

て

で
あ

っ
た
。

次

の
と
お

り

で
あ

る
。

「
と

▼」
ろ

で

.・…

五

簡

の
歴

史

の
な

か

で
お

こ

っ
た

日
本

経

済

の
変

化

に

つ
い

て
、

…

解

明

し

て
お
か

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
・
と

い
.つ
の
は
、

}」
の

五

年

間

は
戦

争

に
よ

.
て
ほ
と

ん
ど
お

お

わ

れ

て
お

り
、

日
本

経

済

の
構
造

変

化
も

、

直
接
的

に
は
戦

争

の
必

要

に
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も

と

つ

い
て
告

た
も

の
な

の

で
あ

る
が
、

し

か
し

そ

れ

は
け

っ
し

て
た

ん

に

蒔

的

偶

然
的

な
変

化

と

は

い
え

な

い
も

の
だ

か
、り
で
あ

る
・

む
し

ろ

こ
の
変

化

n
体

が
・

国
家

独
占

資

奎

義

的
経

済
体

制

の
発
展

強

化

を

い
み

す

る
も

の

で
あ

る
と

と
も

に
、

Ψ」
サし
で

つ
く

り

だ

さ
れ

た
変

化

を
出

発
点

に
し

て
・

戦
後

の
呆

経
済

の
構

造

は
規
定

さ

れ

て

い
る
と
考

え
ざ

る
を

え
な

い
.

そ

の
い
み

で
、
(鐵

後

の
経

済
は
・
撃

の
遺
産

の
う
え
㌻

て
ら
れ
た

の
で
あ
り
、

こ
の
構
造
変
化

の
い
み
を
無
視
葛

し
と
は
ゆ
る
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
.
L

み

ら
れ

る

よ
う

に
・
大

内
氏

は
・

戦

前

と
戦
後

の
関
係

を

問
題

に
す

る
時

、

五

年
撃

の
間

に
お

け

る
日
森

済

の

憂

化

L

に
承

要

な
意

味

を
も

た
せ

て

い
る
わ
け

で
あ

る
が
、

で
は
、

こ
の
期

に
お

け

る
日
森

済

の

「
変

化

」

と

は
具
体
的

に
は

ど

の

よ
.つ
な
変

化

の

こ
と

で
あ

っ
た

ろ
う
か
・

人
良

の
指
摘

さ

れ
る
も

の

の
う
ち
、

と
く

に
墨

と
思

わ

れ

る
章

の
占
ξ

い
て
次

に
み

て
お

}」
.つ
。

大
内

氏

が

ま
ず

第

一
に
あ
げ

る

こ
の
期

に
お

け
る

日
本

経
済

の
変

化

は
、
「
経

済
構

造

あ

「
高
度

化

を

9

つ
}」
と

で
あ

る
。
氏

は

}」

の
点

に

つ
い

て
・

こ
の
期

に
お

い

三

藁

生
産

の
ほ
う

が
漿

生

肇

り

は
る
か

に
早

-
増

大

し

L
、

▼し
の
間

に

「
そ
れ

だ
け

工
業
化

」

が
す

す

ん
だ

と

い
う

こ
と
・
そ
し

て
・
「
藁

崖

の
な

か

で
は

…

・璽

化
学

棄

の
拡

大

が

は
る

か

に
了

、
繊

維

に
よ

っ
て
袋

さ

れ

る
軽

棄

の
比
重

は
ず

っ
と

小

さ

く
な

っ
て
い
る
」
と

い
,つ
こ
と
、
「
こ
う
し

て
、
呆

の
工
業

の
獲

は
、
戦
時

中

に
す

で

に
電

.
化

学

工
業
中

心

に
融

成

さ
れ

て

い

っ
た
」
と

い
う

こ
と
、
以
ヒ

の
点
を

橋

さ
れ
、
「
そ

の
な
か

で
戦

後

の
産
業

構
造

が
胆

臼心さ
れ

た
と

み

て

い

い

。
」

と

さ

れ

て

い

る

。

(
以

L

、

大

内

、

、
.六

四
-
L
ハ
五

頁

)
。

第

二

の
点

と
し

て
あ
げ

ら
れ

て

い
る

の
は
、
「
右

に

み
た

よ
う

な
工
業

生

産

の
急

激

な
拡

大

と
電

.
焦

F
工
業
化

の
進

展

に
よ

っ
三

生

じ

た

「
独

占

の
側

に
」
お
け

る

天

き

な
変

化
を

い
・つ
こ
と

に

つ
い
て

で
あ

る
.
氏

は
、

ツ」
の
占
州に

つ
い

て
、
ま
ず

、
「
き

わ
め

三

般

的

に

い
え

ば
」

そ
れ

は
・

こ

の
間

に

「
資

本

の
集

中

・
集
積

」

が
進

み
、
「
独

占
資

本

・
が

置

大

化

」
し

た

}し
と
だ

と

さ
れ

て
い
る

の

で

あ

る
が

(以
上
・
大
内
ー

天

六
L

ハ
八
頁
)
、
こ
の
点

に
関

し

て
、
よ

り
具
体

的

三

独

占
資

本

の
内

容

に
質
的

な
変

化

が
生

じ

て
き

た

ソし
と

こ
告

し

て
お
か

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
L

と

の

べ
ら

れ

、
と

-

に
、

次

の
.
点

に
注
意

を

む
り

り
れ

て
い
る
。

そ

の
,つ
ち

の

;

は

旧

ー

・γ

　　…

一
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財

閥

の
編

成

が

え
L

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
こ
れ
ま

で
旧
財

閥

は
、

↓
族

が
完

全

に
支

配
ヵ

を

も

っ
た
本

社

を
中

核

と

し

た
、
き
わ

め

て
封

鎖

的

な
組

織
を

な

し

て
お

り
、
株
式

に

つ
い

て
も
、
金

融

に

つ
い

て
も
、

財
閥

内
部

で
保

有

さ

れ
調
達

さ

れ

る
儲

が

き

わ
め

て
強

か

っ
た
。

そ

の

い
み

で
・

社
会
的

資
金

を

動

員

す

る
と

い
.つ
点

で
は

い
ち
じ

る
し
く
凱

ち
お

く

れ

た
、
不
合

理
な
構

造

を

も

っ
て
い
た

の

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の

こ
と

は
何

よ

り
も
・

財

閥

が
鉱

業

を

べ

つ
と

す
れ

ば
、

商
業

、

金
融

、

運
輸

と

い

っ
た
流

通

過

程

の
諸
嚢

に
重
点

を

お

い

て
お

り
・
生

産

的
基

盤

と

く

に

弔

.
焦

r
工
業

の
基

盤

に
お

い

て
弱
体

で
あ

。
た

こ
と

に
由

来

す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

…

だ

が

こ

の
時
期

に
な

っ
て
重

化

μ子
工
業

の

ウ

ェ
イ

ト
が
大

き

く
な

っ
て
き
、

財

閥

も
活

発

に

こ
の
部

面

に
進

出

す

る

よ
う

に
な

る

に

つ
れ

て
、

こ
の
よ

う
な

封
鎖

的

な
形
態

を

い

つ

ま

で
も
維

持

す

登

」
と

は
、不
吋

能

に
な

っ
て
き

た
。

そ

こ

で

こ
の
時

欺

に
財

閥

は
人
幅

な
編
成

が

え
を
と

げ

て
ゆ

く

の

で
あ

る
が
・

…

…

一
2
口
で
い
.喬

そ
れ

は

万

で

は
株

式

を
公

開

し

つ

つ
、

社
会

的

資
金

の
動

員

に

よ

っ
て
、

つ
ぎ

つ
ぎ

要
求

さ
れ

た
新

投

資

に
対
応

し

よ

う
と

し
、

他
方

で
は
諸

事

業

か

ら
財

閥

一
族

や
チ

飼

い

の
番
頭

が

退

い
て
有

能

な

サ

ラ
リ

ー

マ
ン
経

営
者

が

こ
れ

に
か

わ

っ
て
ゆ

こ
う

と

す

る
過

程

で
あ

っ
た
。

い
わ
ば

扁

の
経
営

者
娯

命

が
お

こ
な

わ

れ

た
わ

け

で
あ

り
、

そ
れ

に
よ

っ
て
財

閥

は
典
型

的

な

コ
ン
ツ

ェ
ル

ン

の
形

態

に
よ

ほ
ど
近

づ

い

げし
い

っ
た

の

で
あ

る
。

差、
』

し
そ
れ

と

と
も

に
銀

行
と

雫

企
業

と

の
結

A
関

係

が

強
め

ら

れ
・
系

列
融

資

の

形

が

と
と

の

.
て
き

た
。

そ

れ

は
戦
時

の
金

融

統
制

に
よ

。
て
い

っ
そ
う

促
進

さ

れ

た
も

の
で
は

あ

っ
た
が

・

し
か

し
結

果
的

に
は
そ

れ

も
財

閥

の
近
代
化

の

一
指

標

た
り

つ
る
も

の

で
あ

.
た

。
戦

後

の
財

閥
解

↑

再

編
成

の
過
程

は
、

じ

つ
は

こ
の
と
き

そ

の
原
型

が

つ
く

ら

れ

た

の

で

あ

る

。
弐

大

勺

、

・
.父

L

し

)

冥

毛

-
'

ー

1

.
ノ

ノ

～

工

、

独
占
資
本

の
内
容

に
生
じ
た
質

的
な
変
化

と
し

て
氏
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
も

2

つ
の
点

は

「
い
わ
ゆ
る
新
興
財
閥

の
発
壁

と
い

う

こ
と

で
あ

る
。
人
内

氏

は
、

こ

の
新
興

財

閥

に

つ
い

て
、
凹
ご

く

一
般

的

に

い
え
ば

…

…
第

一
次
大

戦

後

、
弔

・
化
学

工
業

に
進
出

す

る

こ

と

に
よ

っ
て
し

だ

い

に
大

き

く
な

り
、

と

く

に
}し
の
時

期

の
は

じ
め

に
、

軍
部

と

の
結

合

を
強

め

つ
つ
、
軍

需
4

産

の
分

野

で
巨
大

な

コ
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ン

ツ

ェ

ル

ン
を

形

成

し

て

い

っ
た

」

と

さ

れ

て

い

る

。

(大

内

、

、
、L

O

頁

)
。

こ
の
期

に
告

た
重

要

な
変

化

と

し

て
大

内
氏

が

あ
げ

ら

れ

て
い

る
第

.の
点

は
、
農

業

に
お
け

る
変
化

L
に

つ
い

て
で
あ

る
。
▼し
の

農
業

に
お

け

る
変

化

と

し

て
は
具
体

的

に
は
次

の
よ
・つ
な

こ
と

が

あ
げ

ら

れ

て

い
る
。

す

な
わ

ち
、

ま
ず

、

震

業

か

り
農

外

へ

流

出

す

る
人

。
に
」
お

け

る
変

化

と

し

て
は
、

「
農

家

か

ら
男
・r
が
直

嵩

接
杢

業

に
吸
収

さ
れ

て
ゆ
ま

・つ
に
な

っ
た
」

と

い
.つ
}」
と

を
、

ま

た

薪

規

学
卒

者

が
直

接

重

化

学

斐

に
吸
収

さ
れ

る
傾
向

が
強

ま

っ
た
L

と

い
・つ
}し
と
を

、

そ
し

て
、

⇔

「
農
民

層

の
動

.同
」

に

お

け

る
変

化

と

し

て
は
・
凹
上

層
塾

農

家

層

が
伸

び

て
ゆ
く
動

き
を

み

せ

三

い
る

と

い
・つ
}」
と
、
あ

る

い

は

「
兼
業
農

家

」
が

蔽

増

.

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

を
・
ま

た
・
の
ヒ
地

所

有

の
面

に
お

け

る
変
化

と

し

て
は
、
地

よ

退

潮

が
決

定
的

に
な

っ
た
L
と

い
う

こ
と

を
、

そ
し

て
最

後

に
・

㈹

農

業
罎

の
側

面

に
お
け

る
変
化

と

し

て
は
、
農

業
議

物

の
護

に
お

い

て

「
塞

が

頁

し

て
凋

落

し
、

そ

の
他

の
穀
物

が

い
ち

じ

る
し

ー

の
び

て
い

る

」
と

い
う

こ
と

や

農

護

術

L

が

「
発
津

一
し

た
と

い

つ
こ
と
な

ど
を

あ
げ

り
れ

て
い

る

(以
上
・
大
内
・
亡

四
-
八
ρ
・皇

ご

〕
の
う

ち
、
0

と

し

て
あ
げ

ら
撃

、
い
る
ヒ
地

所

有

の
面

に
お

け
る
変

化

に

つ
い

て
は
、
山

田
氏

の

戦
前
呆

栞

義

に
つ
い
て
の
規
定
～

濯

事
的
農

鴛

的

型
制
規
定

へ傍
占
{

沢
田
)
ー

と

も
深
-
関
係
す
蚤

」
と
な
の
で
、

い

ま

少

し

く

わ

し

く

引

用

し

て
お

こ

う
。

「
畢

妻

以
後

は
・
蒔

以
」

の
讐

は
急
速

に

へ
り
、
と
く

に
五
〇

町
以

ヒ

の
大
聖

層

の

へ
り
方

は

い
ち

じ

る
し

い
。
ま

た
、不
耕

作
地

主

が

へ

っ
て
耕

作

小
聖

が

ふ
え

て

い
る
.

だ

が
、

そ
れ

よ

り
も
、

種

々

の
政

策

的

な
手

段

に
よ

っ
て
、
地

配

小
作

関

係

が
大
幅

に
変

え

ら
れ

た

こ
と

の
ほ
う

が
・

よ

り
め

だ

つ
動

き

で
あ

ろ
う
。

こ
れ
も

日
離

変

に
は

い

っ
て
か

り
と

,＼
に
め

だ

?

し
と

で
あ

る
が
、

ま

ず

兀

-
バ

年

の
農
地

調

整
法

に
よ

っ
て
、
事

峯

小

作
権

が
物

権
化

さ
れ

る
と

と
も

に
、
築

の
ヒ

地

取
ヒ

げ

が
強

く
制
限

さ

れ
る

よ

う

に
な

っ
た
・

つ
い

で
三
九

年

に
は
小
作

料

統
制

令

が

で
き

、
小

作
料

の
引
ヒ

げ

が
禁

じ

り
れ
る

と
と
も

に
、
整

小

作
料

の
設
定

と

い
う
形

で
・

蔀

で
は

そ

の
引
、ト
げ

が
強

制

さ
れ

た
。

さ

ら

に
門

年

か
ら

は
米

の
統
制

が
開
始

さ
れ

た
が
、

甲し
}」
で
は
在

村
聖

の
保
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有

米
を

の
ぞ
き

他

の
小

作
米

は
、

す

べ

て
小

作
人

が
地

セ

に
か

わ

っ
て
供

出

し
、

そ

の
代
金

を
地

セ

に
支

払

う

と

い
う
制

度

が

と

ら
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

小

作
料

は
大
部

分
事

実

ヒ
金

納
化

さ
れ

た
。

つ
い

で
四

一
年

度

産
米

か

ら

は
、

生
産

者

の
供
出
米

に

つ
い

て
は
す

べ

て

ー

ー

地
㌍

に
代

っ
て
供

出

し

た
分

も

ふ
く

め

て

奨

励
金

が
交

付

さ
れ

る
よ

う

に
な

っ
た
が
、
地

セ

に
支

払

う
小
作

料

の
計

算

の
基
礎

と

な

る
地

益
米
価

は

が

い
し

て
据

置

か

れ

た
か

ら
、

小
作
料

は

い
ち

じ

る
し

く
引
ド

げ

ら

れ

る
結

果

を
生

ん
だ
。

…
…

こ
う
し

て
、

事
実

L

小

作
料

は
敗
戦

ま

で

に
、

そ

の
本
質

的

意

義
を

失

な

っ
て
し
ま

っ
た

の

で
あ

る
。

他

方
、

こ
れ
と

な

ら

ん

で
n
作

農

創
設
事

業

も
拡

大

さ
れ

た

し
、
法

制
的

に
も

、

ま
た
事

実
L

も
、

地
セ

に
L

地

の
開
放

を

あ

る

て

い
ど

強
制

し

う

る
体

制

も

で
き

て
き
た
。

そ
れ

は
農

地

改

革

に
く
ら

べ
れ

ば

む

ろ

ん
ず

っ
と
小

規
模

の
、

か

つ
弱

い
措

置

に
す

ぎ

な
か

っ
た
が
、

そ
れ

で
も
地

k

を
排

除

し

よ
う
と

す

る
動
向

の
拡

大

と
し

て

こ
れ

を

み
れ

ば
、
市

要

な

い
み
を

も

つ
も

の

で
あ

っ
た
と

い
わ

な

け
れ
ば

な

ら

な

い
。
」

(人
内

.
こ
ヒ
八
頁
)

以
L

、

大
内

氏

が
指

摘

さ

れ

る

「
一
五
年

戦

争
」

の
過
程

に
お

け

る

日
本

経
済

の
変

化

を

み

た
わ

け

で
あ

る
が
、

こ
う
し

た
変

化

の
延

長

線

上

に
氏

は
戦

後

の

H
本

経
済

の
あ

り

よ
う

を
展

明
E
さ
れ

た

わ

け

で
あ

る
。

戦

前

〕
本

資
本

セ
義

と

戦
後

の
そ
れ

と

の
関
係

を

問
題

に

す

る
時
、
単

に

一
五
年

戦

争

の
期

間

に

つ
い

て
み

る
だ
け

で
は
、
む

ろ

ん
不
卜
分

で
あ

ろ

う
。
し
か

し
、
わ
れ

わ
れ

の
当

面

の
目
的

に
と

っ

て
は
、
す

な

わ
ち

、
連

続

説

の
特
徴

を
知

る

た

め

に
は
、

こ

こ
で
大
内

氏

が
指
摘

さ
れ

て

い
る

一
瓦
年

戦

争

の
期

間

に
お

け

る
H
本

経
済

の
変

化

に

つ
い

て

の
指

摘

を

み
る

だ

け

で
も

足

り

る

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
よ

っ
て
大

内

氏

が
戦

前

と
戦

後

の
関

係

を

い
か

な

る
意
味

で

「
連
続

」
し

て

い
る
と
考

え
ら

れ

て
い

る

の
か

は

一
応

理
解

で
き

る

か
ら

で
あ

る
。

さ

て
、

以
ト

の

よ
う

に
人
内

氏

に
お

い

て
は
、

戦
前

と
戦

後

の
資

本

k
義

は
、

い
ず

れ

も
ー

i

一
互
年

戦
争

の
期

間

も
含

め

て
ー
ー

刊

家
独

占
資

本

ド
義

ド

の
資
本

k

義

で
あ

り
、

戦

前

に
お

け

る

日
本

経

済

の
変

化

は
、

戦
後

の
日
本

経
済

に
連

な

っ
て

い
く
変
化

と

み
な

さ

れ

て
い
る
わ

け

で
あ

る
。

連

続
説

の
代

表

的

見
解

で
あ

る
と

さ

れ

る
所

以

で
あ

ろ
う
。

で
は
、

次

に
、
戦

前

と
戦
後

の
関

係

に

つ
い

て
以
上

の
よ

う
な

と

ら

え
方

を

さ

れ

る
大
内

氏

の
山

田
批

判

に

つ
い

て
み

て
み
よ

う
。

少
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し
長

く

な

る
が
大

内
氏

の
見
解

を

引

用

す

る

こ
と

で
、

そ
れ

を

み

る

こ
と

に
し

よ
う
。

「
山

田
博

b

の

『分

析

」
は
、
そ

の

「
序
、、口」

に
お

い

て
は
、

日
本

に
お
け

る
産

業

資
本

確
疏

の
過
程

を
明

ら

か

に
す

る

こ
と
を

目
的

と

す

る
よ

う

に
と

か
れ

て
い
る
。

し

か

し
、

じ

っ
さ

い

に
は

そ

の
よ
う
な

歴
史

的

過
程

を
説

明

す

る
と

い
・つ
よ
り

は
、

む

し

う

」
の
過
程

に

よ

っ
て
確

湖

さ
れ

た
資
本

柄

義

の

尋

殊

日
本
型

」

を
明

ら
か

に
す

る

こ
と

に
屯

点

が
お

か
れ

て

い
る
と

い

っ
て
い

い
。

そ

}」
で
、

▼」
の

山

田
博

L

に
よ

っ
て
描

き
出

さ
れ

た

『特

殊

日
本

型

の
特

徴

を

み
れ

ば
、

つ
ぎ

の
よ

・っ
ぢ

」
山
」
に
な

う

つ
,
す

な

わ
ち

、

笹

に
・
山

田
博
L

に
よ

れ
ば

、

日
本
経

済

の

『
基

趣

に
は

『
半
封

建

的

L
地

所
有

制
十

曲辰
奴
制

的
零
細

農
耕

」

が
あ

る
と

さ
れ

て

い
る
・

す

な

わ
ち

・
山

田
博

レ

の
理
解

で
は
、

目
本

資

奎

義

は
農

業
諸

関

係

、
と

く

に
そ

こ

に
お

け

る
ヒ

地
所

有
制

度

を
基

盤

と

し

て
成

立

し

て

い
る

の

で
あ

り
、

こ

の

『
基
趣

が

H
本

資

本

義

全
体

を

規
制

し

て
い
る

の

で
あ

る
。

}し
の
よ
・つ
な
土

地

制
度

史
観

が
す

で
に
野
呂

の
ば

あ

い
に
も

み

ら
れ

た

…

…
が
、

山

田
博

L

の
ば

あ

い
に
は

そ
れ

が
き

わ

め

て
強

く
な

っ
て
お

り
、

土

地
制

度

が

一
方
的

に

全

経

済

の
歴

史

的
性
格

を
規
制

す

る
と

い
う
論

理

構
成

が
と

ら

れ

て

い
る
。

:
:
:

第

・に
・

右

の
こ
と

と

と
う

ぜ

ん
関

連

す

る
が
、

山

田
博

L

の
理
解

す

る
日
本

資
本

並
義

に

は
、

歴
史

的

な
発

展
が

な

く
、

い
わ

ん
や

段
階
的
な
変
質

が
な

い
と

い

っ
て
い
い
。
た
と
え
は
こ
の

『
基
竺

を
な
す

『
半
封
建
的
土
地
所
有
制
↓

農
奴
制
的
零
細
農
耕
」

は
、

地
租
改
正

の
過
程

で
創
出

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
じ

つ
は

『
鎌
倉
府
以
降

の
隷
農
制
的
輩

隷
農
制
的
従
属
関
係

の
再

出

確
保

」
な

の

で
あ

る
。
そ
し

て
そ
れ

は

一
九

.、一〇
年

代

ま

で
、
本
質

的

な
変

化

な
し

に
存

続

し

て
い
た
も

の
の
よ
う

に
と

か

れ

て

い
る
。

も
ち

ろ
ん
、
山

田
博
懸

も

、
『
明

治

..レ

年

乃
至

四
レ

年

の
頃
』

に
産

業
資

本

が
確

立

し

た
と

か
、
金
融

資
本

が

『
日
露

戦
争

前

後
、
殊

に

四
卜

年
頃

を

起

点

と
し
、

特

に
大

戦

中
、

大

臣
ヒ

年
頃

本

格
的

転
化

完

成
』

し

た
、
と

か

い

っ
た
段

階
区
分

を

さ

れ

て

い
な

い
わ
け

で
は

な

い
。

し

か

し

そ
れ

に
も

か
か

わ

ら
ず

、
全

体

と

し

て
は
、

た
だ

U
本

資
本

セ

義

の
固

定
的

な
型

の
検
出

が

こ

こ
ろ

み
ら

れ

て

い
る
だ

け

で
あ

っ
て
・

こ

の
型

そ

の
も

の
が

い
か

な

る
歴

史

的

変

質

過
程

の
な

か

に
あ

る

か

は
す

こ
し

も
明

ら

か

に

さ
れ

て

い
な

い

の

で
あ

る
。
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…

…
」

(大
内
、
.五
八

ー
六
〇
頁
)
。

以

上
、
少

し
長

く
引

用

し

た
が

、

こ
の
引

用

に
み
ら

れ

る
大
内

氏

の
講

座

派

理
論

(山
田
理
論
)
批

判

を

ま
と

め

て
み
れ

ば
、

そ
れ

は
次

の
、
一点

に
ま

と

め
る

こ
と

が

で
き

よ

う
。

す
な

わ

ち
、
山

田
氏

に
あ

っ
て
は
、

①

土
地

制

度

が

一
方

的

に
全

経
済

の
歴

史

的
性

格

を
規
制

(
7

)

す

る
と

い
う
論

理
構

成

に
な

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
、

そ
し

て
、

そ

の

こ
と

と
関

連

し

て
、
②

日
本

資
本

説

義

に
は
歴

史
的

発

展

が
な

い

か

の
よ
う

に
理
解

さ
れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

、

ま
し

て
や
段
階

的
変

質

は

み

と
め

ら
れ

な

い
説
明

に
な

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と

歴
史

的

発

展

の
認
識

欠

如

以
ヒ

の

、
↓点

に
ま

と

め
ら

れ

よ
う
。

以

卜
、

簡
単

に
で
は
あ

る
が
、

連
続

説

の
代

表
的

理

論
家

と

さ

れ

る
大

内
氏

の
見
解

と
氏

に
よ

る
山

田
理
論

の
批
判

に

つ
い

て
み

た
。

こ

こ

で
み

た
大

内
氏

の
山

田

理
論

批
判

は
、

す

で
に
、.,○

年

以
上

も
前

に
提

出

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
と

は

い
え
、

こ
の
大
内

氏

に
よ

っ

て
与

え
ら

れ

た
山

田
批
判

の
内
容

は
、

そ

の
後

の
山

田

理
論
批

判

と
共

通

す

る
内
容

を

も

っ
て
い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し

た
が

っ
て
、

三

〇
年

も

前

の
見

解

で
あ

る
と

い

っ
て
も
人

内

氏

の
見

解

山

田
批

判

は
、

A
,
日
的

な
意

義

を

失

な

っ
て
い
な

い
と

考

え

て
よ

か

ろ

う
。と

こ
ろ

で
、

わ
れ

わ
れ

の

こ
こ

で

の
H

的

は
連
続

説

や

断
絶

説

の
代
表

的

見
解

に

つ
い

て
く

わ
し

い
検
討

を

加

え

る

こ
と

に
あ

る

の

で

は
む

ろ

ん
な

い
。

そ
う

で
は
な

く
、

単

に
、

山

田
氏

の
見
解

に
与

え
ら

れ

て
い
る
批

判

そ

の
典

型
ー

ー

が

ど

の
よ

う
な

も

の

で
あ

る

か
を

知

る

こ
と

に
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え
、

こ

こ

で
他

の
論

者

の
見
解

に
触

れ

る

必
要

は
全

く

な

い
の

で
あ

る
が
、

い
ま

み

た
大
内

氏

の
見

解

が
三

〇
年

以

上

も
前

の
も

の

で
あ

る

こ
と
も
考

え

て
、

念

の
た

め

に
比
較

的

最

近

の
由

田
批

判

に

つ
い
て
も

、

一
つ
だ
け

み

て
お

く

こ
と

に
し

よ

う
。

こ

こ

で
は
、

山
崎

隆

、.、氏

に

つ
い

て
、

そ
れ

を

み

る

こ
と

に
す

る
。

さ

て
、

山
崎

氏

は
、

戦

前

日
本
資

本

k
義

と

戦
後

の

そ
れ
と

の
大

き

な

「
落
差

」

に

つ
い

て
、

ま

ず
次

の
よ

う

に
語

ら

れ

て

い
る
。

「
欧
米

先
進

諸

国

に
対

し

て
は

る
か

に
低
水

準

に
あ

っ
た

戦
前

の
生

産
力

段

階

と
、
敗
戦

後

四
〇

年

を
経

て
人

き
く

変
貌

し
、
戦

前

に
は
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想
像

で
き

な
か

っ
た

よ
う

な
世

界

的
位

置

を
獲

得

し

た

日
本

経

済

の
現

状

と
を

比
較

す

れ

ば
、

だ
れ

し
も

こ

の
両

段
階

の
人

き

な
落

差

を

強

調

せ
ざ

る
を
得

な

い
。

し

か
も

そ

の
ち
が

い
は
、
単
-に
生

産

力

の
量

的

な
差

異

の
み

に
あ

る

の

で
は
な
く
、

戦

前

に
お

い

て
は
、

明

治

維

新

期

の
ヒ
地

改

筆

の
不

徹
底

に
起

因

す

る

『
半

封
建

的

』
地

ド

制

を
内

に
か
か

え
、

そ
れ

に
由
来

す

る
さ
ま
ざ

ま

の
歪

み
を

も

ち
、

ま

た
外

に
対

し

て

は
、

軍
事

的

侵
略

に
よ

っ
て
朝

鮮

・
台
湾

な

ど

の
植

民
地

を
支

配

し
、

ま

た
中

国

で

の
特
別

な
権

益

を
保

有

し

て
い
た

の

に
、
戦

後

は
、
農

地

改

革

と

そ

の
後

の
経

済

的

変
動

に
よ

っ
て
地

主

制

は
解

体

し
、

植

民

地

体

制
も

ま

た
完

全

に
崩

壊

す

る
と

い
う

質

的

・
構

造

的

な
変
化

で
も

あ

っ
た
。

さ

ら

に
ま

た
経
済

L

の
変

化

の
み

で
な

く
、

戦

前

の
絶

対
セ

義
的

天

皇
制

の
専

制
支

配

体
制

は
打
破

さ

れ
、

国
民

監
権

の
民

t

t
義

的

政

治
体

制

が
確

し砿
す

る
と

い
う
、画
期

的

な
政

治
L

の
変

革

が
あ

り
、

そ

の

こ
と

は
、

な

お
不
卜

分

な

も

の
と

は

い
え
労
働

三
法

体

制

(労
働
基
準
法
、
労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整
法
)
に
よ

る
労
働

者

の
権

利

の
確
凱

、
社

会

保
障

制
度

の
実

現

、

　
ヨ

　

嘩
事

的

支
出

の
激
減

な

ど
、

経

済
ト

に
も
大

き

い
影
響

を
及

ぼ

し

て

い
る
。
」

こ

の
よ
う

に
氏

は
、
戦

前

と
戦

後

の

「
、両
段

階

の
人

き

な
落

差

」
に

つ
い

て
語

ら
れ
、
ま

ず

は
、
「
こ
こ

に
戦

前

.
戦

後

の
断

絶
性

が
」

張

さ
れ

る
根
拠

が

あ

る
。
」

と

さ

れ

て
い
る
。

し

か

し
、
氏

は
、

そ

の

こ
と

を

み
と

あ

ら
れ

た
ヒ

で
、

な

お
、
次

の
よ

う

に
続

け

ら
れ

る
。

「
そ

の
反
面

に
お

い
て
、
戦

後

経
済

が
戦

前

・
戦

時

経
済

を

そ

の
.歴
史

的

前
提

と
し

て
展
開

し
た
も

の

で
あ

り
、
し

た
が

っ
て
、
た
と

え

ば

旧
財

閥
系

金
融

資

本

の
実

質

的
存

続

・
発

展

、
独

占

と
申
小

企
業

と

の
、
一重

構

造

の
再
現

、

零
細

経
営

農
業

の
継
続

、
財

政

の
中

央
集

権

的
構

造

と

そ
れ

を

に
な

う
官

僚
機

構

の
温
存

、

一
九

三
〇

年
代

に

は
じ

ま

る
管

理
通

貨
体

制

と

そ

れ

に
も

と

つ

く

ス

ペ

ン
デ

ィ

ン
グ

.

ポ

リ

シ
ー
、
戦

時

下

の
経

済

統
制

な

ど
種

々

の
分
野

に
お

い

て
、

そ
れ

を
継

承

し

つ

つ
発

展

し

て
い
る

こ
と
も
否

定

で
き

な

い
と

こ
ろ

で

あ

る
。
」

(山
崎
、
.
..頁
)。

こ

の
よ
う

に
氏

は
、
断

絶

説

が
k

張

さ

れ

る
根
拠

の
存

す

る

こ
と

は
認

め

ら
れ

つ
つ
も
断

絶
説

の
全

面

的

な
妥

当
性

に
は
反
対

さ
れ

る

の
で
あ

る
。
結
局

、
氏

は
、
「
断
絶

と
連

続

と

い
う
問
題

は
、
二
者

択

一
で
は
な

く
、
ま

た

こ

の
両
者

を
機

械
的

に
併

記
す

る

こ
と
も

ま

た
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無

意

味

で
あ

っ
て
、

ま

さ

に
両
面

を
統

一
的

に
把

握
す

る

こ
と
が
要

請

さ

れ

る

の

で
あ

る
・
L

(山
崎
:

頁

)
と

さ

れ
る

の
で
あ

る
・

で
は
、

ど

の
よ
.つ
に
し

て
断

絶

と
連
続

と

い
う
.両
面

の
統

西

な

把
握

は
可
能

と

な

る

の

で
あ

ろ

・つ
か
・

こ
の
点

に

つ
い

て
の
氏

の
見

解

は
次

の
と
お

り

で
あ

る
。

「
そ

の
た
め
に
は

戦
後
段
階

の
歴
史
的
前
提

と
し

て
の
戦
前
段
階
を
ど

の
よ
う

に
理
解
す

る
か
が
重
要
な
讐

な
る
と
考

え
る
・

た

と

え
ば
、
.両
段
階

を

き

わ

め

て
対

称

的

に
分

つ
要

因

で
あ

る
地

セ
制

と

へそ
の
解
体
)
、
植

民
地

・
半

植

民
地

体
制

と

(そ
の
喪
失
)
は

・

い
ず

れ
も
戦
前

日
本
資
李

.義

の
発
展

の
、
天

支
柱

と
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
が
消
滅

し
た
戦
後

に
お
い

て
資
本
義

は
か
え

っ
て

い

っ
そ

.つ
の
発

展

を
な

し

た

▼」
と
を

考

え

る
と

、

こ
れ

・り
の
も

の
が
戦

前

に
お

い
て
も

つ
意
味

が

、

そ

の
見

地

か

ら
再
検

討

さ
れ

ね
ば

な

、り
な

く

な

る

で
あ

う

つ
。

す

な

わ
ち
戦

前

H
本

資

李

義

が
、

こ
れ

ら

の
.
要

因

と
固
定

的

に
結

合

し

た
完
結

的

な
構

造

と
し

て

で
は
な

く
、

そ
む

り
を

歴
史

的

.
経

過
的

に
包
含

す

る

に
す
ぎ

な

い
も

の
と

し

て
存
在

し
、

し

た
が

っ
て
、
戦

後

に
お

い

て
そ
れ
ら

に
代

わ

る
新

し

い
諸

条
件

の
L

で
発

展

し

て
来

た
も

の
と

み
る
な

ら
ば

、

そ

こ
に
資

本

主
義

と

し

て
の

一
貫

し

た
連
続

性

と
各

段
階

の
特

徴

の
差

異

を

意

味

す

る
断
絶

性

と
を

み

る

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。
」

(山
崎
、
.
.頁
)。

み
、り
れ
る
よ
.つ
に
山
崎
氏

は
戦
前
と
戦
後

の
資
杢

義

に
お
け
る
断
絶
と
連
続
と

い
う
.
ら

の
.面
の
統

的
な
把
握

の
必
要
性
を
主
張

さ
れ

て

い
る

の

で
あ

る

が
、

で
は
、

そ

の
よ

・つ
な

観
点

に
塑

っ
た
時

、

講

座
派

な

い
し

は
山

田
氏

の
見
解

は
ど

う
評
価

さ
れ

る

こ
と

に
な

る

の

で
あ

ろ
.つ
か
。

ま
ず

、
山
崎

氏

は
山

田
氏

の
見
解

に

つ
い

て
、

「
『
軍
事

的

・
半
封

建

的

型
制

」

と

い
う
規

定

に
よ

っ
て
・
戦

前

日
本

栞

義

の
全
体
像
を
把
握
し
よ
・つ
と
し
藷

座
派
理
論
、
な
か

で
も

そ
の
中
心
的
存
在

で
あ

っ
た
出

盛
太
郎
氏

の

『
日
本
資
李

義

分
析
』
が
、
以
来
支
配
的

な
理
論

.
方
法
と
し

て
日
本
資
本
義

研
究

に
指
導
性
を
発
揮
し

た
こ
と

に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由

が
あ

っ
た
L

(山
崎

、

.

.頁

)
と

み

な

さ

れ

て
、

次

の
よ

う

に

語

ら

れ

る
。

「『半
封
建
的
』
聖

制
の
支
配
す
る
肇

を
麟

と
す
る
剰
余
価
値
叢

詰

積
機
構
、
す
な
わ
ち
低
賃
金
と
高
額
小
作
料

と
の
相
互
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補
完
関
係
を
擁

と
し
て
、
そ
の
ヒ

に
成
享

る
綿

絹
.両
繊
維

L
業

の
問
屋
製

内
L
業

.
了

三

フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
を
広
範

に
と
も
な

う
資
本
-ー
労
働
関
係
・

こ
の
・聖

業
製
品

の
輸
出

に
よ

っ
て
輸
入

慮

築
さ
れ
・え
た
軍
事
的
杢

業
、
他
方
、
労
働
者

.
農
民

の
低
所
得

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
国
内
市
場

の
狭
糧

と
そ

の
た
め

の
大
陸

へ
の
軍
嵩

侵
略

の
必
然
性
等

々
の
講
h座
派

の
描
く
日
本
資
本
義

像

は
・
当
時

の
い
わ
ゆ

る
護

派

な
と

に
よ
る
個
々
の
論
点

へ
の
批
判
は
あ

っ
た
も

の
の
、

こ
れ

に
代
わ
る
全
体
像

の
提
.小
さ
れ
た
も

の
が

な

い
ま
ま

に
・
戦
後

の

一
時
期
ま

で
・

そ
の
支
配
的
地
位

は
ゆ
る
が
ず
、
多
あ

分
野

に
お

い
て
甲」
の
方
法

に
必

.研
究
が
落

さ
れ
、

日
本
資
本
義

史
研
究

に
大
き

い
貢
献
と
な

っ
た

こ
と

は
周
知

の
通

り
で
あ
る
。

こ
の
研
究
史
ヒ

の
実
績
は
、

そ
れ
だ
け
で
も
諜

派
理

論

の
卓

越

性

を

示

す

も

の

で
あ

る

と

い

っ
て
、

決

し

て
過

..、壕
に
は

な

い
だ

る

つ
。
L

(
山
崎

、
..頁

)
。

い
の

へ

こ

の
よ
う

に
・
山

崎

氏

は
講

座
派

(宙

)
理
論

の
卓
越

性

に

つ
い
て

の
べ

て

い
る
わ

け

で
あ

る
が
、
し

か
し
、
そ
れ

に
も

か

か

や

り
弓

氏

は

「
あ

え

て
・
そ

の
日
本

資
本

義

の
全

体
的

理

解

に
批

判
的

蕩

を

と

る
」
(山
崎
、
、.、頁
)
と

し

て
、
自
己

の
見

解

を
示

さ

れ

て

い
く

の

で
あ

る
。

す

な

わ

ち

、

次

の

と

お

り

で

あ

る
。

「
こ
の
講
座
派
的

理
解

続

治
期

の
資
本
義

確
し賄

に

つ
い
て
は
あ
る
程
度
有
効

で
あ

る
と
し

て
も
、

一
九
」,、o
年
代
以
降

に
お
け

る
世
界
的
転
回

の
な
か

で
の
日
本
資
本
義

の
構
造
的
変
化
を
、

そ
の
方
法
的
視
角

で
は
ζ

り
え
得
な

い
と
考
え
る
か

り
で
あ

る
。

そ
の

こ
と

は
・
講

座

派

理

論

が

形

成

さ

れ

た

の
が
ま

さ

に
三
〇

年

代

初

頭

で
あ

っ
た

と

い
・つ
時

代
的

制

約

に
よ

る
ξ

し
ろ

は
否

定

で
き

な

い

が
・

し
か
し
そ
の
時
点

に
お
い
て
・

そ
れ
ま
で
の
産
業

の
轟

で
あ

.
た
綿

・
絹
座

業
部
門

の
行
き
詰

り
と
衰
退
、
そ
れ

に
代
わ
る
重

化
学
⊥
業

の
発
展
を
観
察
し

つ
つ
も
、

そ
の
事
態

を
も

.
て

『
軍
事
的

.
半
封
建
的
』
型

の
日
本
資
本
義

の
崩
壊

と
み
な
し
た
ζ

、
う

に
・
理
論
上

の
問
題
点
が
あ

っ
た
・
す
な
わ
ち

}あ

三
〇
年
代

が
、

い
わ
ゆ
る
国
家
独
占
資
本
義

へ
の
再
編

で
あ
り
、
同
時

に
産
議

造

の
高
度
化
す
な
わ
ち
繊
維

工
業
中
心
か
・暴

化
学
工
業

の
急
速
な
発
展

へ
の

垣

程
を
な
す
と

い
・つ
、
現
在
か

り
顧
み
れ
ば
自
明

の
}し

と

を

見

落

す

こ

と

に
な

っ
て

い

る

こ
と

で
あ

る

。
」

(
山
崎

、

、..頁

)
。
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萄

(9
)
み
、り
れ

る

よ
う

に
、
山

崎

氏

は
、

出

氏

が

一
九

.6

年

代

の
蟻

変

化

を

正

芝

と

ら
え

て
い
な

い
点

を
批

判

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
.∴
○

年
代

の
構
造

変

化

を
正

し

く
と

ら
え

る

こ
と
を

不

可
能

に
し

て
い
る

「
方
法

的

視

角
」

を
批

判

さ
れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
奇
形
性
等

々
の
後
進
国
的
特
徴
と
と
も

に
、
お

急
婁

性
を
統

τ

て
認
識
す
る
の
で
な
け
れ
ば
・
戦
前

日
本
資
本

主

義

の
全
体

像

を

正
.確

に
描

く

こ
と

は

で
き
な

い
」

(山
崎
、
、.、良
。
傍
占
丁
沢

田
)。

以
ヒ

、
比

較
的

最

近

の
山

田

理
論
批

判

の

一
例

と

し

て
由

崎

氏

の
見
解

の

一
端

を

み
た
。
山

崎
氏

に
お

い

て
も
・

山

田
批
判

の
ポ

イ

ン

ト
は
山

田
氏

が
戦

前

日
本

資
本

k
義

に
お

け

る
発
展

、

あ

る

い

は
構

造
変

化

に

つ
い

て
よ
く

と
ら

え

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

に
、

あ

る

い

は
む

し

ろ
、

そ
う

し

た
と

.b
え
方

を

せ

ざ

る
を

え
な

い
よ
う

な
論

理
構

造

に
な

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

に
お

か
れ

て
い
る

と

い
え

よ
う
・

以
上
、

本
項

で
は
、
大

内
氏

と

山
崎

氏

の
.
.人

に

つ
い

て
だ

け

で
あ

る

が
、
講

座

派
出

旧
理
論

に

つ
い

て
の
批
判

を

み
た
・

む

ろ
ん

両

者

の
山

田
批

判

に

つ
い

て
は
、

い
く

つ
か

の
点

で

ま

た
、

ニ

ュ
ー

ア

ン
ス
の
お
き
方

に
お

い

て
ー

当

然
相

違

す

る
と

こ
ろ
が

あ

る

(両
氏

の
目
本
資
本
L
義
そ
の
も
の
に

つ
い
て
の
見
解

に
関
し

て
は
な
お
さ
ら
)
。

し
か

し
、
山

田
氏

に

つ
い

て
の
批
判

の
ポ

イ

ン
ト
に
お

い

て

は
共

通
す

る
面

が
あ

る

と

い
え

よ
・つ
。

す

な
わ

ち

く

り
返

し

に
な

る
が

、

旧
来

い
わ
れ

て
き

た

よ

う

に
・

山

田
理
論

で
は
日
本

資
本
霧

の
発
展
を
A
口
理
的

に
説
明
し
え
な
い

痢

の
固
定
化
L
と
な

.
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
仕
方

の
批
判
と
い

う
点

で
は
佳
ハ通

し

て
い
る
と

い
え
よ

う
。

山

m
氏

の
理
論

に
対

し

て
与

え

ら
れ

て

い
る
批

判

は
、

む

ろ
ん
、
人

内

氏

や
山
崎

氏

に

よ
る
批
判

だ

け

に
と

ど

ま

る
わ

け

で
は
な

い
。

し

か
し
、

小
項

の
目
的

は
、
先

に
も

の

べ
た

よ
う

に
、

こ
う

し

た
批

判

の

い
ち

い
ち

に

つ
い
て
み

る

こ
と

で
は
な

い
。

そ

う

で

は
な

く
、

山

田
氏

の
見
解

に
対

し

て
与

え
・り
れ

て
い
る
批

判

の
概
要

を

知

る

こ
と

に
あ

る

の

で
、

さ
し

あ
た

り
、

大
内

・

山
鵠

氏

の
見

解

ー

山

田

批

判

を

み

る

こ
と

で
、

1.
分

で
あ

ろ

う

。
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以

上
・

山

田
盛

太

郎
氏

の
見
解

に
対

す

る
批

判

の
例

を

み
た

わ
け

で
あ

る

が
、

は
た
し

て
、

}し
の
よ
・つ
な

批
判

は
当

を

得

た
批
判

と

い

え

る

で
あ

ろ
う
か
・

そ

の

こ
と

の
当
否

を
判

断

す

る

た
あ

に
は
簡

単

に

で
も

山

田
氏

の
見

解

そ

の
も

の
を

み

て
お
く

必
要

が
あ

う

つ
。

項

を
改

め

て
み

る

こ
と

に
し

よ
う
。

三

山

田

氏

の

戦

前

分

析

に

つ

い

て

批
判
者

に
よ

っ
て
発
展

の
契
撃

み
て
い
な

い
と
し

て
批
判
さ
れ
た
山
罠

の
戦
曽

本
資
本
義

に

つ
い
て
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、

戦
曽

本
資
本
義

を

走

の
時
期

(点
)

に
お

い
て
1

日
清

自

露

の
職

争
霞

串
す
る
時
期

で
あ
る
と

こ
ろ
の
産
業
資
本
讐

の
時
期
・
な

い
し
は
・
堤

産
軌
道

の
終
局
的
定
置

の
時
期

に
お
い
て
戦
曽

本
資
本
義

の
特
墜

型
制
L
が
形
ぞ

.b
れ
た
と
し
、

そ
し

て
・

そ
の
型
製

戦
前
を
通

じ
て
不
変

の
型
制

で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
た
山
田
氏

の
見
解
、

}」
れ
に

つ
い
て
簡

単
・に

み

て

お

こ

う

。

　
ね

　

戦
曽

本

資
本

義

に

つ
い

て

の
山

罠

の
見
解

は
、

い
う

ま

で
も

な

く
、
氏

の
喜

『
日
本
資

本

義

分
析

』

に
お

い

て
与

え
、り
れ

て

い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
・

し

か

し
・

む

ろ

ん
、

こ
の

『
分

析
」

の
内

容

を
詳

細

に
み

て
い
≦

」
と

は
不
罷

な

の

で
、

}」
ワ」
で
は
特

簸

要

と
思

わ
れ

る
若

干

の
点

に

つ
い

て

の
み
触

れ
る

こ
と

で
満

足

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

と
こ
ろ

で
・
山
田
氏

は

「
『
日
本
資
本
義

の
分
析
」
を
理
解
す
る
た
め

に
は

『
序
、.日
、
袋

、
索
引
を
対
照
し

つ
つ
、
ま
ず
、
第

編

末

の
付
注

「
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作
と
資
本
義

と

の
聾

規
定
』
(
-
…

)
な

り
び

に
第
=
編
末

の
後
輯

『
日
本
栞

義

藁

の

一
視

角

』

(
…

)

に
概

覧

を

与

え

ら

れ

る

の

を

、

便

と

す

る

。
」

雰

哲

、
八
頁

)
と

の

べ
・り
れ

て

い

る

の

で

、

わ

れ

わ

れ

も

、

}し
の

「
序

-
口
」
、

「
付

注

」
、

「
後

輯

」
を
中

心

に
山

田
氏

の
見

解
を

み

て

い
く

こ
と

に
し
よ

う
。

さ

て
・

本

項

の
日晶

で
も

ふ

れ
・

ま

た
、

す

で

に
周

知

の
と

こ
ろ

で
も
あ

る
が
、

ま
ず

最
初

に
、
山

畏

雰

析

に
お
け

る
最
大

の
特
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徴

を
な

す
点

に

つ
い

て
、

あ

ら

た
め

て
の

べ
て
お

け

ば
、

そ
れ

は
何

と

い

っ
て
も
氏

が
産
業

資

本

の
確

疏

過
程

に
人

き

な
力
点

を

お

い

て

分

析

を

お

こ
な

っ
て

い
る
と

い
う

点

で
あ

ろ

う
。

次

の
と

お

り

で
あ

る
。

門
本
書

に
お

い

て
は
、
産
業

資
本

確

凱

の
過

程
を

規

定
す

る

こ
と

に
、
ひ
と

つ
の
亟

要

な

る
力
点

が
お

か

れ

て

い
る
。

こ
の
過
程

は
、
ほ

ぼ
…明
治

、∴
卜

年

な

い
し

四
卜

年

を
劃

期

す

る
所

の
、

す
な

わ

ち
、

正

に
日
清

日
露
両

戦
争

の
時

期

を

貰
串

す

る
所

の
、

過
程

で
あ

っ
て
、

こ
れ

に
よ

っ
て
、

H
本

資

本

柄
義

の
軍
事

的
半

農

奴
制

的

型
制

は
終

局
的

に
決
定

せ

ら
れ

る
。

特

殊
的

、

日
本

資
本

t

義

に
お

け

る
か
か

る
過

程

が
、

同
時

に
、

帝

国
ト

義

転
化

の
過
程

で
も
あ

り
、

ま
た
金

融
資

本

と

し

て
の
構

成

を
と

る
過
程

で
も

あ

る

こ
と

は
、

当
該

の
特

質

の
然

ら
し

め

る
所

で
あ
る
。

明

治
維

新
変

革

を
起

点

と

し

て
展
開

す

る
所

の
日
本
資

本

r
義

に
お

け

る
、

か

く

の
如
き

産
業

資
本

確
肱

過

程

な

る
も

の
か

こ

こ
に
日
本
・型

を
確

定
す

る
、
L

令
分
析
L
、
、序
、、、月
、
、.、頁
)。

右

の
よ

う

に
、
山

田
氏

は
産
業

資

本

の
確

疏

過
程

に

「
屯
要

な

る
力

点

」

を
お

い

て
分
析

を
行

な

っ
た

の

で
あ

る

が
、

で
は
な

ぜ
、

そ

の
よ

う

に
産

業
資

本

の
確

航

過
程

に

コ
重

要

な

る
力

点

」

を

お

い

て
分

析

を
行

な

っ
た

の

で
あ

ろ

う
か
。

そ
れ

は
、

氏

が
次

の
よ

う

に
考

え
ら

れ

た
か

ら

に
他

な

ら
な

い
。

す

な

わ
ち
、

「
産

業

資
本

確
航

過

程

に
お

い

て
軌
道

づ

け

ら
れ

て
ゆ
く
構

成

の
構

造
的

(諸
範
躊
、
諸
編

成
)
把
握

に

よ

っ
て
の
み
、
戦

後

の

一
般

的
危

機

に
お

け

る
構

造
的

へ諸
範
疇
、
諸
編
成

)
変

化

が
合

理
的

に
把
握

さ
れ

う

る
。
し

た

が

っ
て
、

産
業

資

本

確
疏

過

程

の
把
握

に

よ

っ
て
、
そ

の
同
時

的

規
定

た

る
帝

国

k
義

転
化

、
金

融
資

本

成
甑

↑

確
立
)
の
過
稚

の
把
握

が

可
能

に

さ

れ

る

の
み

に
臣

ま
ら

ず
、

ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て
、

そ

の
先

蹴

と

し

て
の
原
始
的

蓄

積
、

産
業

革

命

、

な
ら

び

に
、

そ

の
後

続

と

し

て

の

一
般
的

危

機

へ構
造
的
変
化
)
の
把

握

が
可

能

に
せ
ら

れ
、
か
く

し

て
、
日
本
資

本

主
義

の
全

生

涯

の
把
握

が
合

理
的

な

ら
し

め
ら

れ

る
。

か

く

の
如

き
、
産

業
資

本

確
凱

過

程

の
把
握

を
基

調

と
す

る
原

始
的

蓄
積

、
産
業

資
本

確

立

り
帝

国

貌
義

転
化

、
金

融

資
本

成
凱

ー

確
疏

、

一
般

的

危
機

を
貫
徹

す

る
把

握

に
よ

っ
て
、

は
じ

め

て
、

日
本
資

本

r
義

の
場
合

の
発
達

諸
形

態

師
劃

期

に

つ
い

て

の
諸

々
の
謬
説

な

ら

び

に
迷
麦

に
対

す

る
、

批
判

が

、
根

拠

を
得

る
。
」

(「
分
析
』
、
四
ー
11
頁
)
と
考

え

ら
れ

た

か
ら

で
あ

る
。
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み
ら

れ

る
よ

う

に
、

山

田
氏

は
、
産

業
資

本

の
確
立

過
程

に
重
要

な

る
力

点

を

お

い

て
戦

前

日
本

資
本

L
義

の
分
析

を
行

な

っ
た
わ

け

で
あ

る
が
、
そ
れ

は
な

に
よ

り
も

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
、
闘
日
本

資

本

セ
義

の
全
生

涯

の
把

握

」
を

、
合

理
的

L

に
果

た

そ
う
と

さ

れ

た
か

ら

で
あ

る
と

い
う

こ
と
、

こ
の
点

は
確

認
し

て
お
か

ね
ば

な

ら
な

い
。

さ

て
、

右

の
よ
う
な

観
点

か
ら
分

析

を
行

な

っ
た
山

田
氏

は
、

周

知

の
よ
う

に
戦
前

U
本
資

本
L

義

に

つ
い

て

コ
軍
事

的
、

半
農

奴

制

的

一
日
本

資
本

琶
義

と

い
う

「
型

制

規
定

」
1

「
特

殊
型

制

規
定

」
を
与

え
た

わ
け

で
あ

る
が
、
次

に
、

こ

の
点

に

つ
い

て
、
す

な

わ
ち
、

構

造

的
特

質

に

つ
い

て
、

み

て
お

こ
う
。

こ

の
点
、

若

レ
長

く
な

る

が
、

「後

輯

」

な
ら

び

に

コ後

記

L

か
ら

引
用

し

て
お

こ
う
。

「
い
う

ま

で
も

な

く
、
把
握

は
全

機

構
的

の
も

の

で
な

け
れ
ば

な

ら

ぬ
。
け

だ
し
、
構
造

揚

棄

の

『
必
然

制

』
と

『
条
件

」
と

が
問

題

と

な

る
限

り
、

そ
れ

は
全
機

構

的

な
問

題
提

起

と

し

て
、

提

起

さ

れ
ね

ば

な
ら

ぬ

か
ら

で
あ

る
。

日
本

資
本

t
義

の
場
合

に
お

け

る
か
か

る

令
機

構

的

な
把

握

は
、
当

面

、

一
応

、
範

晴

的

な
点

と
段

階
的

な
点

と
、

そ

の
基

本
視

角

か

ら
、
要

約

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

第

一
。
範

疇

的

に
。

す

な

わ
ち
、

半
曲
辰
奴

制

的
零

細
耕

作

と
資

本

ト
義

と

の
相

圧
規

定

関
係

の
把

握

の
点

。

日
本
資

本

†
義

の
場

合

に
お

け

る
構

造
的

特

質

は
。

一
方

に
お

い

て
は
、
耕

作
規
模

の
零

細
性

(…

・し

と

現
物

年
貢

の
高
額

ハ

)

と

を
も

つ
匿

界

に
類
例

な

き
ま

で
に
劣
悪

至
酷

な
、
彪

大

な

る
半

農

奴
制

的

零
細

耕
作

の
、
半

隷
農

ヒ
的

寄

生
地

ド

に
よ

る
隷

役
L

壌

と
、

他
方

に
お

い

て
は
、

右

の
半

農
奴

制

的
零

細
耕

作

な

る
該

ヒ
壌

基
準

の
半
隷

農

的
零

細
耕

作

農
民

お

よ
び
半

隷

奴
的

賃
金

労

働
斉

に
対

す

る
半
隷

奴

制
的

な
労

役

に
依
拠

す

る
所

の
、

ま

た
右

の
半

隷
農

的

現
物

年

貢

よ

り

の
資

本
転

化

を
基

調

と
す

る
所

の
、

強
力

的

に
設

定

せ

ら
れ

た
馴

事
的

財

閥
的

資

本
k

義

の
、

地
軟

的

資
本

家

に
よ

る
隷

役

体
様

と
、

以
・ヒ

の
、

双
方

の
、

相
玩

規
定

的

に
組

み
合

さ
れ

て

い
る

関
　係

。

こ
れ

で
あ

る
。

第

二
。
段

階
的

に
。

す
な

わ

ち
、

軍
事

的
半

農

奴
制

的
資

本

主
義

の
原
始

的
蓄

積

か

ら

一
般

的

危
機

に
至

る
ま

で
の
過

程
的

な
把

握

の

点
。
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裏

的
半
農
奴
制
的
欝

を
も

つ
所

の
、
す
な
わ
ち
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作

と
相
互
規
定
関
係

に
立

つ
所

の
・

日
本
資
本
義

の
場
合

に
お
け

る
、
段
階
的
基
調
た
る
産
業
資
本
確
遍

程

は
。
衣
料
生
産

の
量
的

お
よ
び
質
的
な
発
展
を
前
提
条
件

と
す
る
所

の
労
働
手
撃

産

の
見
透
し

の
肇

の
過
程
と
し

て
、
ほ
ぼ
、
明
治
三
レ
年
な

い
し
四
レ
年

の
頃

の
過
程
と
し

て
・
即
ち
・
高
額
な
半
醒

的
小
作
料

と

低
廉
な
半
隷
奴
的
労
働
賃
金
と

の
二
重
関
係
を
同
時

編

制

づ
け
る
所

の
、
ま
た
、

日
本

で
の
産
業
資
本
穫

と
帝
国
t
義
転
化

と

の
二

重
関
係
喬

時
的

に
規
定
づ
け
る
所

の
、
過
程

と
し

て
。
現
わ
れ
、
そ
し

て
そ
れ
を
基
窺

定
と
し

て
・

呆

で
の
金
融
資
本

の
確
遍

程
が
、
す
な
わ
ち
、
日
羅

争
前
後

}、
と

に
鉄
道
国
有

(明
治
、
.先

年
)
に
表
現
せ
ら
れ
た
所

の
笙

階
梯
的
端
初
的
形
態

に
お

け
る
金

融
資
本
成
遍

程

と
、
お
よ
び
、
鼻

大
戦
中

こ
と

に
軍
需
嚢

動
員
法

(人
芒

年
)
に
表
現

せ
ら
れ
た
所

の
第

階

梯
的
本
格
的
形
態

に
お
け
る
金
融
資
本
鰺

過
程

と
、
そ
の
軍
事
的

半
農
奴
制
的
金
融
資
本

の
成
立
確

話

過
程
が
進
行

し
・

そ
し

て
そ
れ
を
基
準
と
し

て

展

的
危
機
が
鯖

す
る
に
至

る
、
以
上

の
事
情
。

そ
れ
は
貿

す

べ
き
も

の
で
あ
る
・
」

(『
分
析
』
・

↓
互

五
四
頁
)・

以
h
、
長

い
引
用
を
行
な

っ
た
が
右

の
引
用
か
・b
わ
か
る
よ
う
に
戦
前

日
本
資
本
義

の
構
造
的
特
質
と
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
も

の

は
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作
と
資
本
嚢

と

の

禧

互
規
定
関
係
L
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
ま

さ
に
、
こ
の
点

こ
そ
・
「
軍
事
的
半
焚

制
的

資
本
主
義
」
な
る
戦
前

日
本
資
本
義

の
型
制
規
定

の
涛

容

の

;

を
な
す
点

で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
・

そ
の

ま
さ
に
特
殊
型
制
規
定

の

主
内
容

に
か
か
わ
る
}、
の

栢

互
規
定
関
係
L
と

い
う
把
握

の
仕
方

が
批
判
者

に
よ

っ
て
、
ヒ
地
制
度

ー
農
業

に
よ

っ
て
資
本
義

の
性

格

を
規

定

し

よ
.つ
と

す

る
も

の
だ
と

し

て
批
判

さ
れ

て

い
る
所

の
点

で
あ

り
、

ま

た
型

の
固
定

化

に
陥

い
る
よ

う

な
把

握

の
仕
方

で
あ

る

と

い

っ
て
批

判

さ

れ

て
い
る
所

の
論
点

で
も
あ

ろ

・つ
。

}」
こ

で
は
、

こ
う

し

た
批
判

の
当
否

に

つ
い

て
は

し
ば

ら

ー
お

い

て
・

山

罠

の

戦

前
資

奎

義

に
対

す

る
型
制

規

定

讐

的

特
質

把

握

に

つ
い
て
よ

り
正
確

に
理
解

す

る

た
め

に
・

ま
た
・
少

し
長

く
な

る
が
・

な

お
、

「
後

記
」

か

ら
引

用

し

て
お

こ
う
。

「
そ
の

一
.
半
灘

的
小
作
料
と
半
隷
奴
的
鶴

賃
銀
と
の
相
脇

趣
。
軍
壌

樺

露

肇

の
強
靱

な
統

一
性
を
基
軸
と
し
て
鯖
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す
る
所

の
表

料
雀

の
生
産
旋
岬

編
成
替

え
に
お
け
る
諸

々
の
型

…

こ
れ
、り

切

の
型
を
貫
徹
し

て
い
る
所

の
法
則
.
す
な
わ
ち
、

日
本
資
本
義

奪

の
地
撃

規
定
し

て
い
る
所

の
碕

.
か
-

の
如
き
法
則
と
し
て
、

目
本

に
お
け
る
比
類
な
き
高

さ
の
半
隷
曲辰
的
小

作
料

と
イ

ン
ド
以
下

的

な

低

い
半
隷

奴

的
労

働

賃

銀

と

の
相
互

規

定

を
、

指

摘

し
・つ
る
。

}し
れ
を

要
.
.口す

れ
ば

。
賃

銀

の
補

充

に
よ

.
て

高

き

小
作

料

が
可

能

に
せ

ら
れ

ま

た
逆

に
補

充

の
意

味

で
賃

銀

が
低

め
ら

れ

る

よ
う
な

関
係

の
成
壷

、

す
な

わ

ち
、
半

隷
農

的

小
作

料

支

払
後

の
僅
少

な
残
余
部
分

と
低

い
幕

と

の
合
計

で
…
ゼ

ラ
ブ

ル
な

豪

隻

え
る
よ
・つ
な
関
係

の
成
立
、
す
な

わ
ち
峯

通

り
の

融

.教

鵡

』
の
関
係

の
成
%

呆

の

『
家
長
的
家
族
制
度
』
の
最
後
的
な
根
拠
た
る
所

の
、
か
か
る
関
係

の
成
立
。
か
か
る
関
係

の

戊
凱

こ
そ
は
半
縫

的
小
作
料
と
半
隷
奴
的
労
働
賃
銀
と

の
相
互
規
定
関
係
砺

そ

の
も

の
奪

口心味
す

る
。

}、
の
関
係
成
立

」
そ
は
呆

資
李

藷

ハ隆

の
絶
対
要
件
た
り
し
所

で
あ

る
。

が
、
そ

の
型

の
分
解

は
そ
の
結
帯
を
解
体
す
る
。

そ

の
・
-

雀

旋
岬

穫

替
え
と
段
階

と

の
連
繋
.
軍
事
機
構
11
黙

産
業

の
強
力
な
統

痢

を
基
軸
と
し
、
ま
た
半
隷
農
的
零
細

耕
作
養

お
よ
び
半
隷

奴
的
績

労
讐

を
労
役
ヒ
壌
と
し
て
、
展
開
す
る
所

の
雀

旋
岬

鰻

替

え
は
、
産
業
資
森

亥

明
治
、、-+

年
な
い
し
四
+
年
頃
)
の
段
階

に
は
・

応

の
完
了
を
遂
げ
る
。
該
生
産
旋
回
11
編
成
替
え

に
お
け
る
諸

々
の
型

は
、
金
馨

本
確
立

:
…
.

の
段
階

に
は
・
分
解
進
行

し
、

一
般
的
危
機

は
右

の
分
解
を
擁

と
す

る
。
L

(『分
析
』、
六
〇
L

ハ
、
頁
)。

[付
注

半
農
奴
制
的
零
細
耕
作

と
資
本
セ
義
と

の
相
互
規
定
。

基
準
。

1
。
半
隷
農
的
小
作
料

と
半
隷
奴
的
労
働
賃
金

と
の
相
互
規
定

の
関
係
。

第

二

集

義

は
半
縫

的
零
細
耕
作
農
民
に
お
け
る
肇

と
豪

里

藁

と
の
焚

口を
解
離
し
、
後
者
を
剥
奪
し
、
そ
の
代
り

に
次

の
物

を
置

く
且

編

成

替

え
。

-
養

蚕

萌

治

・・ヒ

年

-
・
牙

一戸
)
--
中

農

の
場

合

の
穫

替

え
--
生

計

の
補

充

「
ナ
ポ

レ
オ

ン
的

観
念

の
根
幹
」
1

世

界
恐

慌

日1川臨一 一 園一 一
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に
よ
る
全
局
的
破
綻
。

2
.
賃
轡

織
物
職
L
数
は
.
.t

年
に
八

万

人
)
蓋

農

の
場
合

の
編
成
替

千

半
醒

的
詐

の
補
充
ー

大
戦
巾
・
工
場
化

に
よ

る
階
級
分
化

の
急
速
な
進
行
、

そ
の
全
局
的
影
響
。

哉

舞

譜

肺
濃

麟

賃
斗

貧
農
ー

流
出
す
　

隷
奴
的
賃
銀
労
働
　

鍵

"
半
隷
奴
的
生
計
は
別

の
問
屋
制
度
的
家
内

工
業

(例
、

マ
ッ
チ
)
で
補
充

ー

深
刻
な
階
級
分
化
。

第

.
一、

賃

銀

の
補

充

に
よ

っ
て
高

き
小

作

料

が

可
能

に
せ
ら

れ

、
補

充

の
意
味

で
賃
銀

は
低

め

ら
れ

る
・

賃
銀
の
鉄
則
華

謎

的
小
作
料
支
出
後
の
僅
小
な
残
余
部
分
と
低
い
賃
銀
と
の
倉

で

ゼ
ラ
ブ
ル
な

一
家
を
支
え
る
よ
う
な
関
係

の
成
甑

掃

[11
本

の
家
族
制
度

の
経
済
的
基
礎
]。

H
。
大
戦
中
、
以
後
、
鼻

恐
慌
に
よ
る
禽

的
影
響

注
意

点

一
、

段
階

と

の
連

関

。

1

1
.
産

業
資

本

確

甑

(.、.卜
年
な
い
し
四
f
年
)

の
段

階
昌

編

成
替

え

の

一
応

の
完

了
。

2
.
金
馨

本
轄

(四
雀

頃
を
起
占
{と
し
、
特
に
大
戦
史

L
年
頃
肇

の
段
階

分
化

の
広
汎
な
糞

仔
-
帳

後
・
急
速
広
汎
な

階
級
対
抗
展
開
を
分
析
す
る

一
視
点
。

H

}
般
的
危
…機
は
右

の
広
汎
な
分
化
を
基
礎

と
す

る
。

↓、

日
本

に
問

驕

度

的
家

内

棄

.
マ

ニ

ュ
フ

ァ
ク
チ

、
ア
的

の
も

の
多

き

こ
と

は
、

寄
生

的

商
業

資

本

の
相

当

に
根

強

い
原

因
・

1
.
産

業
資

本

確
立

の
段

階
目

商

業
資

本

の
並
存

(寄
生
的
特
質
)。
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2
・
金

馨

本
肇

の
段

階

織

物

製
糸

の
機
械

化

、
動
力

化

、
棄

化

に
よ

る
商

業

資
本

の
衰
滅

(形
態
転
化
)
.
(『分
哲

、
△

～
...

ド　

　
　
ロ

以
L
・
「
序
亘

「
後
輯
」
・
「
後
記
」
・
「付
注
」
か
ら

の
引
川
を
行
な

っ
た
.

こ
れ
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
由
畏

の
戦
曽

本
資
李

義

に

つ
い
て
の
見
解
t

そ
の
ア
ー

ブ
イ

ン
～

に

つ
い
三

応
智

え
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
}し
で
、
次

に
問
題
と
な
る
の
は
は
た
し

て
山

罠

は
・
批
判
者

の
み
る
よ
う

に
、
戦

習

本
資
本
義

の
構
造
的
醤

を
固
定
的

に
ζ

り
え

て
い
る
と

い
え
る
か
ど
。つ
か
と

い
.つ

こ
と

で
あ
る
・

す
な
わ
ち
・
軍
嵩

半
農
奴
制
的

と
形
容

し
た
日
本
資
本
義

の
特
殊
型
制
を
購

疋
的

な
も

の
と
し
て
把
握
し

て
い
る
の

か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
・

こ
の
占
州、
確
か

に
山
畏

は
批
判
者

の
み
る
と
お
り
、
固
定
的

に
ー

い
わ
ば
戦
前

の
資
本
義

に
お

い
て
は
不
変

の
型
制
と
し

て
～

と
ら
え

て
い
る
と
み
な
す

べ
き
だ

ろ
う
.
戦
前
資
本
義

の
特
徴
を
な
す
農

制
的
.零
細
耕
作
と
資
本

義

と

の
相
超

定
と

い
う
関
係
は
山

罠

に
あ

っ
て
は
分
解
す

べ
き
関
係
と
み
な
さ
れ

て
は
い
て
も
、
資
本
義

の
発
展

に

つ
れ

て
解

消
し

て
い
く
も

の
と
は
み
な
さ
れ

て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
.

こ
こ
で
行
な

っ
た
い
≦

か

の
引
用
か

り
判
断
す
れ
ば
、
戦
前

日
本
資
本
義

は
・
自
然

に
・

い
わ
ば
よ
り
高
次

の
資
本
義

へ
発
展
し
て
い
毛

の
と

は
み
な
さ
れ
て
い
な

い
か
に
田
心
わ
れ
る
か
.り
で

あ
る
・
し
か
し
・

で
は
な
ぜ
出

氏

は

「
発
展

の
契
撃

み

て
い
な

い
」
と
か
、
同
じ

}」
・」
で
あ
る
が
、
山
罠

の
理
論

は

旧誕

の
契

撃

排
除
す

る
よ
う
な
論
羅

造

に
な

っ
て
い
る
L
と

い
う
よ
う
な
批
判
を
受

け
る
よ
・つ
な
説
明

の
仕
方
を
し
た

の
で
あ

ろ
.つ
か
.
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は

こ
の
点

で
あ

ろ
・つ
.
だ
が
、

そ
の
こ
と
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
山

畏

が
い
か
な
る
目
的

で
戦
前

の
日
本

資
本
義

の
分
析
を
試
み
た
の
か
と

い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
『分
析
』
に
お
け
る
躁

.題
を
明
確

に
理
解
し

て
お
か
な
け
れ
寒

り
な
い

だ

ろ
う
・

こ

の
点

は

『
分

析
』

「
序

.二〔
」
冒

.頭

に
お

け

る
氏

の
課
題

設
定

の
示

し

て
い
る

ξ

」
ろ

で
あ

る
。

「奮

は
・
呆

資
李

義
の
擁

の
分
析
を
企
図
す
る
.
そ
の
誌

分
析
に
よ
.
て
、
U
奢

本
義

寮

本
構
造
U
対
抗

.
展
望
を

示

す

こ

と

は

、

奄

[
の
セ

た

る

課

.題

と

す

る
所

で
あ

る

。
」

(
『
分
析

』
、
.、.頁
)
。

一幽凹国剛0_L酬圏田■幽…
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み

ら
れ

る
よ

う

に
、

山

旧
氏

の
課
題

は
、

戦

前

日
本

資
本

k
義

に
お

け

る

「基

本
構

造

"
対

抗

・
展
望
」

を

示
す

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
、

そ
の
課
題

で
あ
る
基
本
構
造

の
解
明

i

そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
対
抗

展

望
が
明
ら
か

に
な
る
わ
け
だ
が

を
宙

氏

は
そ
れ

の
鰺

時
点

に
焦
点
を
お

い
て
行

。
た
わ
け

で
あ
る
.
だ
が
、
引
用
し
た

「
後
起

等

の
記
述

が
示
す
よ

う

に
・
氏

の
目
的

は
・
単

に
あ

る
特
定
時
点

に
焦
点
を
お

い
て
目
本
資
本

嚢

の
基
本
構
造
賄

抗

・
展
望
を

小
す

こ
と
に
あ

っ
た
だ
け

で
は
な
か

っ
た
と
し
な
け
れ
ば

な

り
な

い
。

そ
.つ
で
は

な
く

て

剛」
の
基

本
構

造

の

蕩

車

こ
そ
が

ほ

ん
と

う

の
問

題

だ

っ
た

と

み

る

べ
き

で
あ

ろ
う

・

し
か

し
・
構

造

揚

棄

は
、

む

ろ

ん
、

基
本

対

抗

の
展

嬰

通

し

て
な

さ
れ

う

る
も

の
と

み
な

さ
れ

て
い
る
わ

け

で
あ

ろ
う

・

そ
し

て
・
基

本
対

抗

の
展

開

f

そ

の
激
化

は
、
す

な
わ

ち
構
造

揚

棄

が
現

実

の
問

題

と

な

る

ほ
ど

の
展
閉

激

化

は
、
「
型

の
分

解

」
を

条
件

と

し

て
い
る
わ

け

で
あ

ろ
.つ
。

「単

純

化

し

て
い
え
ば
、

型

雰

解

と

は
旧
来

の
劣

悪

で
あ

っ
た

に
し

ろ
ど

う

に
か
生

活

し

え

て
い
た

そ

の
条
件

11

康

蕪

造

↑

型
)
の
崩

壊

と

い
.つ
}」
と

で
あ

う

つ
か

・り
、
倒

産

や
失
業

が
増

人

し
、
地

セ

に
よ

る
小

作
地

の
と

り
あ

げ
な

ど
も

発
生

す

る
・
そ
し

て
・

構
造

揚

棄

な

し

に

は
、

安
定

し

た
再
生

産

の
再

開

と
労

働
者

・
農

民

の
生
活

に
展
望

が

見

い
出

せ

な

い
よ
.つ
な
事
態

の
こ
と

で
あ

ろ
う
」

以

L

の
よ
,つ
に
÷

り
え

る
な

り
、
山

田
氏

に
あ

っ
て
は
、
戦

前

日
本
資

本

義

は
、
型

の
分

解

(-

.
般
的
危
機
)
の
も

と

で
の
禁

対

抗

蔭

級

闘

争

の
激
化

、

そ
れ
を

通

じ

て
、

そ

の
生

涯

を

お

え

る

べ
き
も

の
と

み
な

さ
れ

て
い
た

と

い
う

こ
と

に
な

ろ

う
・

つ
ま

り
・
h

田
氏

は

雰

析

』

に
お

い

て
、

日
本

栞

義

の
全

生

涯
、

そ

の

〈
生

成

発
展

ー

消

滅

〉

を
問

題

と
し

て
い
た

と
と

ら

え
る

べ

き

で
あ

う

つ
。

論

者

の
批

判

の
当

不
日
は
、

〒」
の
点

か

り
判

断

さ

れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

日
本
資

本

義

に
お

け

る
発

展

の
契
機

を

み

ず
・

そ

の
特

殊
型

製

固
定

的

に
夢
」
・り
・毛

い
る

と

い
う
批

判

の
当

否

も
、

こ
う
し

た
山

畏

の
解

明

課
題

と

の
関
係

を
考

慮

し

乍

で
評
価

さ
れ

な

け
れ

ば

な

・り
な

い
と

わ
れ

わ
れ

は
考

え

る
。

日
本

に
お

け

る
栞

義

の
発

展
を

一
般

的

に
明
ら

か

に
す

る

の

で
は
な

く
・

そ

の

資

杢

義

を
揚

棄

の
対

象

と
し

て
認
識

し

た
時

、

必
然

的

繰

題

も
設
定

さ

れ

ぞ

る
わ

け

だ

ろ
う
。

す

な
わ

ち
・

こ

の
資
李

義

の
基

本

対

抗

は
?
.そ
れ

の
揚
棄

の
条
件

莫

機

は
?
等

々

の
解

明
・課
、題

が
設
定

さ
れ

て
く

る
。

範

疇
的

に
・

ま

た
・
段
階

的

に
と

ら
え

る
と

い

一酬闇1㎜旧隅0
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う

こ
と

は
・
ま

さ

に
以
ヒ

の

こ
と

を
明

ら

か

に
す

る

よ
う

な
と

ら

え
方

の

こ
と

で
あ

ろ
う
。
『
分

析
』
の
か

か

る
課

題
設

定

こ
そ
批
判

者

が

批
判

す

る

よ
う
な

と

ら

え
方

を
、

す

な

わ
ち

「
固

定
的

」

な
把

握

を
山

田
氏

に
要

請

し

た
原

因

で
あ

っ
た

と

み
な

す

べ
き

で
あ

ろ
.つ
。

山

罠

の
戦
前

日
本

資
本

義

の
分

析

に

つ
い
て
わ

れ
わ

れ

は
以
よ

よ
う

に
考

え

る

の

で
あ

る
が
、

し

か
』

し
サ」
で
次

の
よ
.つ
な
問

題

が

生

じ

る

こ
と

に
な

る
・
す

な

わ

ち
、
も

し
、
以
ヒ

の
よ

う

に
み

た

目
本

資

本
義

が
、
戦

前

に
お

い
て
そ

の
生

、涯

を

了
え

た

の
で
あ
れ

ば
、

山

畏

の
見
解

に
は
何

の
不

都
合

も

生

じ
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と
、
1

墓

本
的

に
正

当

で
あ

っ
た

と

い
・つ
ヴし
♪
に

な

る
が

、

し
か

し
、

現
実

に
は
・

日
本

資

本
義

は
、
戦

前

に
お

い

て
そ

の
生
涯

を

お

え

た

の

で
は
な

く
、
〈
,
日
、

な

お
存
続

し

て
い

る
と

い
.つ
▼」
と
、

不
日
、

単

に
存
続

し

て
い
る
だ

け

で
は
な

く
、
経

済

大
困

等

々
の
形

容

を

冠

し

て
語

・り
れ

る

ほ
ど

の

「
発

展

」
を

と
げ

さ
え
し

た
と

い
.つ
}」
と
、

こ
う

し
缶

実

が
存
在

す

る
以
上

は
、
山

田
氏

の
戦

前

日
本

資
奎

義

の
把

握

の
仕

方

に

つ
い

て
も
、

そ

の
巣

・
を
あ

、り
た
め

て
検
討

し

な

お

さ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い

の
で
は

な

い

の
か

と

い
う
疑
問

が
生

じ

る

こ
と

に
な

う

つ
。
蓮

続
説

L
の
虚

さ
れ

る
根

拠

の

ら

は

}し
の

占
…
に
あ

ろ

う
・

は

た

し

て
・

山

田

氏

の
戦

前

分

析

の
仕

方

は
八
,
日

の
時

点

に
、砿

っ
て

み

た

時

、

な

お

、正

し

か

っ
た

と

い

え

る

の

で
あ

ろ

.つ

か
・
そ

の
巣

。
に

つ
い

て
判

断

を
、ト
す

た
め

に

は
氏

の
戦

後

分
析

に

つ
い

て
も

厳

目
し

て
お
か

な
け

れ
ば

な

り
な

い
。
項

を

ち

り
た

め

て
、

み

て
み
る

こ
と

に
し
よ
う
。

四

山

田

氏

の
戦

後

日
本

資

本

主

義

の

分
析

山

田
氏

の
戦
後

日
本

資

本

義

に

つ
い

て
の
論

稿

は
、

農
業

に
関

す

る
論
文

を

は
じ
め

と

し

て
多

数

に
の
ぼ

る

が
、

}、
}、
で
は
農

業

等

特
定

の
分

野

に

つ
い

て
の
そ
れ

で
は
な

く
、

戦

後

U
本
資

本

義

を

全
体

と
し

て
と
り
扱

っ
て

い
る
、
.
.
..歪

万
作

に

つ
い

て
み

る

}」
と

に
す

る
・

し

か
し

・

こ

こ

で
あ

ら
か

じ
め

断

っ
て
お

か
な

け

れ
ば

な

ら
な

い

の
は
、

①

氏

の
戦
後

に

つ
い
て

の
分

析

は
、
分

析
対

象

と
す

る
時

期

が
昭

和

四
〇

年

代

ま

で

で
お

わ

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
、

し

た
が

・
て
そ
れ

以

降

く
,
日

ま

で
の

ほ
ぼ

.
6

簡

は
当

然

視

野

に

蜥咄¶10圏一闇凶 四閣團
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入

っ
て
い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ま

た
、

②
氏

の
戦

後
分

析

は
、
戦

前

の
分

析
f

『
日
本

資
本

ド

義
分

析
』

に
お

け

る
よ

う

に
・

い

わ
ば

「
完
全

」
な

形

で

の
分
析

に

は
な

っ
て

い
な

い
よ
う

に
見

え

る

と

い
う

こ
と
、
す

な

わ

ち
、
「
未

完

」
の
分

析

に
み
え

る
と

い
う

こ
と

・

で
あ

る
。

こ

の
.
一
つ
の
点

に

つ
い

て
チ

め
留

意

し

て
お

く
必

要

が

あ

ろ
う
。

前
者

①

の
点

は
、
由

田
氏

が
、

そ
れ

以
降

の
時
期

に

つ
い

て

の
分

析

を
果

た
さ

れ

る
前

に
生
涯

を

お

え

ら
れ

た
以

ヒ
、

い
か

ん
と

も

し
が

た

い
こ
と

で
あ

る
が
後

者

②

の
点

に

つ
い

て
は
・

由

田
氏

白

身

の
問
題

と

し

て
、
未

だ
戦
後

に

つ
い

て
最
終

的

な

見
解

を
打

ち
出

す

ま

で
研

究

が
進

ん

で

い
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と

に
よ

る

の
か
・

そ

れ

と

も
、
戦

後

の
日
本

資
本

t

義
自

体

が
、

戦

前

の
よ
う
な

形

で

い
わ
ば

「
完
全

」

な
規

定

を
与

え

る

こ
と

が

で
き

る
よ

う
な
段

階

に
ま

で
発

展

し

て
い
な
か

っ
た

と

い
う

こ
と

に
よ

る

の
か

は
、

に
わ

か

に
は
判
断

し

え
な

い
所

で
あ

る
。

(わ
れ
わ
れ
は
後
者

に
よ
る
と
考
え

て
い

る
が
、
}」
の
点

は
論
を
進
め
る
中

で
あ
る
程
度
明
ら
か
と
な
ろ
う
)。
し

か

し
、
い
ず
れ

に
し

て
も
、
由

田
氏

の
戦
後

に

つ
い
て

の
分
析

は
、
未
完

の
分

析

の
域

に
と
ど

ま

っ
て
い
る

よ
う

に
み
え

る
と

い
う

こ
と
、

こ
の
点

は
氏

の
戦
後

分

析

を
見

る
際

に
注

意

し

て
お

か

ね
ば

な
ら

な

い

と

こ
ろ

で
あ

る
。

さ

て
、
以
上

の
よ
う

な
点

に
注
意

し

た
上

で
氏

の
戦

後
分

析

を

み

る

こ
と

に
し

よ
う
。

こ
こ

で
主

と

し

て
み

る

の
は
、
禰戦

後
循

環

の
性

格
規
定

(準
備
的
整
理
墾

.
の
豊

・
)
」
、

「
戦
後
再
生
産
構
造

の
段
階
と
農
業
形
態

署

善

⊥

搾

お
よ
び
蓄
積

の

。・
§

慧

の
崩
壊

と

再
編

ー

」
、
「
戦
後

壌

産
構

造

寮

礎

過
程

な

ど

の
論
稿

で
裁

・
(
こ
の
・・つ

の
論
稿
は
い
く

つ
か

の
点

で
逓

す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る

が
、
執
筆

さ
れ

た
順
序

は

(
注

H
)
に
記
し

た
と
お

り
、

「
性
格
規

定
」
、
『
段

階
と
農
業

形
態
』
、
疑

讐

撰

の
順

で
あ

り
、
し

た
が

っ
て
・
当
然

の
こ

と
な

が
、り
後

の
論

稿

に
な

る
ほ
ど
、
よ
り
あ

と
ま

で
の
時
期
を
視
野

に
お

さ
め

て
い
る
わ
け

で
あ

る
.
し
か
し
、
最
後

の

『
基
礎

過
程

の
場

合

で
も
視

野

に
入

っ
て
い
る
の
は
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
で
あ
る
。
)

さ

て
、

戦

前

と
戦
後

の
関

係

に

つ
い

て

の
山

田
氏

の
見

解

を

み

る

こ
と

か
ら

は

じ
め

よ

う
。
氏

は
、
戦

前

と
戦

後

の
関
係

に

つ
い

て
、

両
者

の
間

に
は

二

つ
の
断

層

が
よ

こ
た
わ

」

っ
て
い
る
と

し

て
、
次

の
よ
う

に
語

ら

れ

る
。
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「
昭
和
衆

は
農
業
恐
慌
を
伴

っ
た
深
刻
な
現
心
慌
が
日
本
↑

を
蔽

.
た
年

で
あ

る
が
、
仮

に
こ
の
年
を
起
点

と
し

て
も
、

天

当
り
実

質
個
人
消
費
支
出

(昭
和
午

、
.
年
価
格
二

」

丙

の
水
準
か
ら

蒋

は
九

両

(昭
和
.
。
一
年
)
の
線
ま
で
下

り
、
再
び
上
昇

に
転
じ

て
も

と

の
段

階

に
到

達

す

る

の
が

や

っ
と

昭
和

・..○
年

で
あ

る
。

実

質

設
備

投
資

(昭
和
.、、・
年
価
格
)

の
点

で
、
戦

前

の
最

頂
点

を

し

の

ぐ

の
は
昭
和

詫

.

.年

に
お

い

て

で
あ

る
。

こ
の
深

い
谷

間

の
実

態

を

な
す

も

の
が
、

旧
秩

序

の
変

革

--

民
髪

義

革

命

と

再

生
産

構

造

の
再

構

成

と

の
、
薫

の
プ

ロ
セ

ス
で
あ

る

。

=

『
性

格

規

定

』

四

--
.h
頁

)
、

み
ら

れ

る
よ

う

に
由

畏

は
・

戦

前

と
戦

後

の
間

に
は
深

い
断

層

が
横

た

わ

っ
て
い
る
と

い

つ
ザ」
と

、

そ
し

て
、
戦
後

の
再

生
産
構

造

は
・
再

構

成

」
さ

れ
た

も

の

で
あ

る
と

い
う

}」
と
、

こ
の
よ

う
な

見
解

を
表

明

さ

れ

て
い
る
。
し

た

が

っ
て
、
明

、り
か

に
山

田
氏

に
あ

っ

て
は
・

戦

前

と
戦

後

の
関
係

は

断

絶

と

い
う

関
係

で
と

ら

え
ら

れ

ヴ、
い
る
と

い
わ
な

け
れ
ば

な

り
な

い
。

断
絶

と
連

続

に

つ
い

て
の

山

田
氏

の
見

解

は

こ
の
よ

う
な

も

の
で
あ

る
と

わ

れ
わ

れ

は
確

認

で
き

る

の

で
あ

る
が
、

サし
の
点
を

確

認

し
た
上

で
、

次

に
山

田
氏

か

」

こ
で

藻

い
谷
間

の
実
態
を
な
す
も

の
L
と

の
べ
て
い
る

旧

秩
序

の
変
革
此

t
義

革
命
と
乗

産
構
造

の
構

成
L
と

い
.つ
の
は

具
体

的

に
は
ど

の
よ
う

な

こ
と
を

指

し

て

い
る

の
か

に

つ
い

て
み

て
み

よ
う
,

「
旧

秩

序

の
変

革

と

は

・
0

杏

巨
制

改

編

で
、
髪

財

産

凍

饗

.
、?

.

一
)
、
天

皇

神

格

否

定

由旨

今

.
一
.
.
)
、

シ

ン
ボ

ル
規

定

(
.
.

・
一
左

)
・

⇔

極

東

軍

事

裁

判

で
戦

犯

処

刑

判

決

(
、
、...
・
.
、
)
、

追

放

規

定

(
.
.
～

.
)
、

0
撃

放

棄

憲

法

第
九
条
、
.
.
、
、
.
丘

)
を

根

幹

と
す

る
が

・

そ

の
実
態

的
基

礎

と

し

て
、

た
だ
ち

に
四

--

o

の
軍

工
場

管

理
措

置

(.
.
.
.
こ

が

ζ

り
れ
、
軍
事

補
償

九

一
七

億
円

が

打

切

ら

れ
・

財

産

税

四

9

.・
・億

円

が
徴

収

せ
ら

れ
、
農

地

改
革

と
財

閥
解

体

と

が
進

φ

り
れ
、

そ

れ
を
支

え

る
保

証

と
し

て
民
花

の

プ

。
セ

ス
が
進
行

す

る
・

労
働

者

と
山罠

の
解
放

が
、

同

時

に
イ

ン
フ

レ
↓

・
ン
の
進
行

で
、

旧
所

有

を
根

▼し
そ
ぎ
無

力

化

す

る
。

さ
コ

ら

に
復

員

と
外

地

引
揚

者

を
加

え

て
失

業
人

員

ご

..Q
O
万

人

と
記

録

さ
れ

る
。

旧
秩

序

の
維
持

が
不

可
能

で
あ

っ
た
ゆ

え

ん

で
あ

る
、
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が
、

そ
れ

は

一
面

で
、

他

面

で
は
同
時

に
、

そ
れ

と
並
行

し

て
、
再

版
"

原

始
的

蓄
積

の
過

程

が
進
行

す

る
。

こ

の
再
版

月

原
始

的
蓄

積

の
規

制
者

は
、

価
値

体

系

と
賃
金

規

定

、

す
な

わ

ち
低
賃

金

・
低

米

価

の
規

制

の
形

の
下

で
あ

っ
て
、

こ
の
段
階

に
立
ち

至

っ
て
は
・

も

は

や
独
占

資
本

の
.再
出

(あ
る
い
は
国
家
独
占
資
本
k
義
と
し

て
の
再
編
)
以
外

に
道

は
な

い

こ
と

を
あ

ら

わ

し
、

ま
た

ア

メ
リ
カ
独
占

資
本

と

の
連
関

を
も

つ
こ
と
を

意
味

す

る
。

こ
こ

で
注
意

す

べ
き
点

は
、

旧
秩
序

解

体

の
支

え

が
民
L

化

で
あ

っ
た
が

、
他

の

一
面

の
再
版

月

原
蓄

の
支

え

の
七

台

が
、

ほ
か

な

ら

ぬ
彪
人

な
未

曽

有

の
低

賃
金

労

働
力

の
組

織

の
し

く

み

で
あ

る
点

で
、
両
者

は
交

錯

し

あ

い
な

が
ら

こ

の
段
階

を
特

徴

づ
け

て

い
る
。
」

(『
性
格
規
定
、
.丘
.頁
)。

由
田
氏

は

旧

秩
序

の
変
革
と
再
生
産
構
造

の
再
構
成
」

に

つ
い
て
、
右

の
よ
う
に
説
明

さ
れ

て
い
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
過
程

を

経

て

「
発
展

」

し

て
い

っ
た
と

さ

れ

る
戦
後

の
日
本

資
本

セ

義

の
戦

前

と
人

き

く
異

な

る
点

を
氏

は
ど

こ
に
み

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

む

ろ

ん
、

い
く

つ
か

の
点

が
あ

げ

ら
れ

よ

う
が
、

氏

が

と

り
わ

け
注

目

す

る
点

は
、

戦
前

に
比

べ
て
巨

大

な
発

展
を

み

せ
た
重

・
化

学

工

業

の
存
在

と

い
う
点

で
あ

ろ
う
。
氏

は
、

こ

の
点

、
戦

前

を

「
繊

維

」
業

段
階

」

と
特

徴

づ

け
、

戦

後

を

㎜
重

・
化
学

工
業

段

階
」

と
特

徴

づ

け
ら

れ

て
い
る

こ
と

、
周
知

の
と

お

り

で
あ

る
。

こ
う

し

て
氏

は
、
戦

後

日
本

資
本

主

義

の
分
析

を

、

こ
の
戦

後

「
重

・
化

学

工
業
」

に

一
つ
の
焦

点

を

あ

て
て
行

な

っ
て
い
く
。

そ

こ

で
わ

れ

わ
れ

も
、

以
ド

、

こ

の
点

を
中

心

に
み

て

い

こ
う
。

さ

て
、

氏

は
、

繊
維

L
業
段

階

か

ら

、
重

.
化

学

L
業

段

階

へ
の
移

行

に

つ
い

て
、

そ

の

こ
と

の
合

理
的

な

理
解

を
得

る
た
め

に
必
要

な

こ
と
と

し

て
次

の
点

を

あ
げ

て
い
る
。

「
第

、
一次
大

戦

を

軸

と
し

て

の
日
本

資

本

r
義

の
再

編

。
繊
維

」
業
段

階

か

ら
重

化
学

工

業
段

階

へ
。
国
家

と

独

占

資

本

と

.再

編

と
。

f

I

こ

の
問
題

は
、

.止

し

く

は
、

世
界

的

.再
編

の
う

ち

に
お

い

て

の
み
、

合

理
的

に
理
解

で
き
ま

す
。

こ
の
人

戦
を

軸

と
し

て

の
…世
界

的

.再
編

を
ば
、

そ

の
根
底

に
お

い

て
規
定

し

て

い
る
も

の
は
、
次

の
三

つ
の
、要
因

で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

す

な
わ

ち
、

ω
社

会
t

義

国

家

の
躍

進

で
、
世

界

L
業
生

産

の
う
ち

に
ヒ
ロ
め

る
比

弔

が
、

戦

前

の
九

%

か
ら

戦
後

は
三

三
%

に
増

人

し
、

②
植

民
地

体
制

の
崩
壊

で
・
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植
民
地
お

よ
び
半
植
民
地
人

口
が
、

四
〇
年
前
世
界
人

口
の
七
〇
%
以
h
を
占
め
た
も

の
が
現
在

は
六
%
、
そ
れ
以
下

に
低
ド
し
、
㈹
資

本
主
義
諸
国

の
内
部

に
お
け
る
民
t
勢
力

の
成
長
、
以
ヒ

の
一.一要
因

が
こ
こ
で
指
摘

さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
点

は
次

の
ご
と
く
要
約

さ

れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
・
従
来
、
資
本
圭
義
諸
国

は
い
ず
れ
も
植
民
地
領
有

の
枠

の
ヒ

で
.再
生
産
構
造
を
構
成
し

て
お
り
、
し
た
が

っ
て
、

い
わ
ゆ
る

H<
+
∋
n
一一。
お
よ
び
蓄
積
を
軸
線

と
す

る
総
過
程

の
構
造
は
、

本
来
的

に
は
、

本
国
内

で
の
労
働
力

の
剰
余
労
働
取
得
と
対

抗
と

に
お
け
る
固
有

の
資
本
増
殖
過
程
と
し
て
の
構
成
を
と
り
な
が
ら
、
同
時

に
ま
た
、
植
民
地
領
有
と
原
住
民
労
働
力

の
搾
取

.
収
奪

と

に
も
と
つ
く
超
過
利
潤

の
領
得
を
不
可
欠

の
補
完
部
分
と
し
て
も

つ
構
成

で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

一
定
型
を
も

つ
資
本
t
義
諸
国
そ

れ
自
体

は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
相
互

の
間

に
、
発
展
度

に
相
応

の
段
階

で
国
際
分
業
関
係

に
入
り

こ
み
、
世
界
経
済
循
環

の
機
構

が
形
成

さ

れ

て
い
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
る

に
、

い
ま
、
戦
後

の
植
民
地
解
放
と
独
立
と

に
よ

っ
て
、
A

.
A
諸
国

の
成
立
、
社
会
k
義
国
家

の
あ

い

つ
い
で
の
創
出

に
よ

っ
て
、
従
来

の
世
界
資
本
k
義

の
構
造
的
体
制

は
崩
壊
し
、
資
本
主
義
諸
国

は
植
民
地
を
喪
失
し

て
再
編
を
迫
ら

れ
、

し
か
も

こ
の
段
階

に
あ
た

っ
て
、
国
内
民
セ
勢
力

の
頑
強
な
成
長

が
注
目

さ
れ
る
。
戦
後
段
階
を
規
定
す
る
角
度

が
こ
こ
に
与
え
ら

れ
ま

島

)・

(霞

階
と
肇

形
態
』、

・
四
主

L
頁
)。

こ
の

よ
う

に
氏

は
、

戦
後

董

・
化

学

工
業

段
階

の
成
、砿
を
、
世

界

的

.再
編

の
う

ち

に
位

置

づ

け

て
と

ら
え

よ
う

と

さ
れ

て
い
る

の

で
あ

る
が
、

わ
れ

わ
れ

は
、

山

田
氏

が
戦

後

日
本

資
本

セ
義

を

と

ら

え
よ

う
と

す

る
時
、

こ
の
戦

後

重

.
化
学

[
業

段

階

と

い
う
規
定

の
も

と

で
把

握

さ

れ
よ

う

と
し

て
い

る

こ
と

に
注

目

し

て
お

か

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

す

な

わ
ち
、

氏

が
戦

後

日
本

資
本

主

義
を

、

い
わ
ば

、

生

産

力

の
側
面

1ー

レ
ベ

ル
で
規

定

し

て
い
る

と

い
う

こ
と

に
注

目

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
i

ー

こ

こ
か

ら
逆

に
、
戦

前

は

「繊

維

工
業

段

階

」

と

と

ら

え
な

お

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
て
い
る

わ
け

で
あ

ろ
う

。

こ
の
点

、

以
前

の
拙

論

で
も
触

れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、
注

目

し

て

お
か

な

け
れ

ば

な
ら

な

い
論

点

で
あ

る

と
考

え

る
。

こ
の
点

に

つ
い

て

の
考
察

は

の

べ
た

と

お
り
別

稿

で
行

な

っ
て
い
る

の
で
、

こ
こ

で

は
、
重

化

学

工
業

の
発

展

過

程

に

つ
い
て

の
山

田
氏

の
見
解

に

つ
い

て
の
み

み

る

こ
と

に
し

よ
う

(実
は
、
}」
の
過
程
に

つ
い
て
も
先

の
別
稿



「再版原蓄論1と 現状分析29

で
み

て
い
る
の

で
、
ー
り
返

し

に
な

る

の
で
あ

る
が
、
行
論

の
必
.要
L
、
少

し
長

く

な
る
が
、
塵

引
用

し

て
お
く

こ
と

に
す

る
)
・

「
第

-
期

間

(
、
.李

、..・
年
)
。
戦

後

段

階

の
第

幽

梯

(第

晶

門

蒲

費
資
料
生

産
部
門

が
生
肇

界

の
毒

性
を

も

ぞ

い
た
段
階

)
と

規

定

さ

れ

る
時
期

に
ほ

ぼ
あ

た

る
期

間
。

}、
の
期

間

に

は
注
意

す

べ
き

・
薫

が

存

在

す

る
。

そ

の
築

は
・

生

産
上

昇

に
お

い

て
第

H
グ

孕

プ

(消
費
資
料
生
産
部
門
忠

)
が
優
位
を
占
め
、
護

比

に
お
け
る
そ
の
比
票

第

歩

牛

プ

(生
撃

撃

産
部
門
忠

)
の
比
重

よ
り
も
大
き
く
、
し
か
も
前
者

の
皆

が
ま
す
ま
す
人

に
、
後
者

が
ま
す
ま
す
小

に
な

っ
て
い
る
こ

と
・
そ

の
第

ほ

・
第

ー
グ

ル
ー
プ

内

で
、
金
属
部
門

(し
か
も
、
鉄
鋼
業
だ
け
か
・・
い
.
て
も
)
の
比
票

機
械
生
産

四
部
門

の
柴

よ
り
も
大
き

く
・
異
常

に
頭

で

っ
か
ち
な

崎

型

的

な

形

と

し

て
あ

ら

わ

れ

て

い

る

こ

と

、

以

」

の

.

.点

で
あ

る

。

右

の
.つ
ち

、
笙

点

は
、

-ー

」
の
と
叢

化

学

L
業

は
未

だ
本
格

化

す

る
ま

で
に

は
至

ぞ

お
ら

ず
・

こ
の
時
期

そ
れ

自

体

が
・

第

-
階
梯

(第

u
部
門
蒲

鐸

梨

産
部
門
が
優
位
を
占
め

て
い
る
段
階
)

と
規
定

さ
れ

る
ま

さ

に
そ

の
特
質

を

こ
そ

よ
く
示

し

て
い
る

こ
と

の

あ

、り
わ
れ

で
あ

.
て
、
伸

び
率

に
お

い

て
、
食

料

口
…
部

門

が

飛
び

離

れ

た
高
率

(・
.〇
四

左

%
)
に
上

っ
て
い

る

の
が

そ

の
証

左

で
あ

る
・

製
造
業

で
は
な
い
が
、
農
業
崖

農

地
改
革

.
、.
.1

.
左

年
を
経

て
雀

性

の
デ

ク
が
三
〇
年
u

に
お
け
る
相
対
的

に
高

い
伸
び
率

八
五

.
六

%
も

そ

の
}」
と

に
照
応

す

る
。

そ

の
よ

う

に
、

こ
の
時

期

に
は
、
重

化

学

L
業

は
未

だ
本
格

化

す

る

に
至

ら
ず

と

は

い
え
・

そ

れ

へ
の
素

地

が
す

で
に

▼し
▼」
で
も

築

か
れ

つ

つ
あ

.
た

こ
と

は
、否

定

で
き
な

い
。
製

造

業

の
枠

外

で
は
あ

る
が

・
電
気

ガ

ス
業

に
お

け

る

高

い
伸

び
率

π
、丙

.
四
%
が

}」
の

}、
と
を

示

す
。

け
だ

し
、
電

気

ガ

桑

に
お

け

る
高

率

上
昇

は
・
生

産
上

昇

艘

の
反

映

で
あ

る

こ

と

の

ほ
か

に
、
弔

焦

P
虹
業

(奈

の
エ
ネ

ル
f

衝

、
・つ
)
建
設

に
奇

欠

の
基

礎
条

件

た

る

エ
ネ

ル
ギ

源

の
欝

化

の
進
行

を
反

映

す

る

も

の

に
ほ
か
な

ら

ぬ
か

ら

で
あ

る
。

第

、点

は
、
重

化

学

工
業

の
k

軸

と

し

て
の
鉄

鋼

業

の
構

築

が
、

何

も

の
よ

り
も
優

先

的

に
、

む

し

ろ
独
自

に
・
強

力
的

に
推

進

さ

れ

て

い
る

}し
と

を
.小
し

て
い

る
。
す

で
に
u.
く
、

終

戦
直

後

か

ら
、
電

化

学

E
業

の
k
軸

と

し

て
の
鉄

鋼
業

の
構
築

が
・
戦

後

日
本
資

奎
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喬

構
成

の

『
カ
ギ

」

と
も

な

る
内
発

的

必
至

性

と

し

て
、

そ

れ
以
外

に
道

の
な

い
も

の
と

し

て
、

現

わ

れ

て

い
た

こ
と

は
、

傾
斜

生
産

方
式

(『
石
炭
錨

讐

坐

評

喫

・
・
年
末
)
に
よ

っ
て
も
明

瞭

で
あ

る
。
が
、
鉄

鋼
業

の
蟻

が
現

実

に
日
程

に
L

.
た

の
は
朝
簸

争

期

の

こ
と

で
・
米

軍
特
需

で
粗
鋼

生

産

は
.
・年

間

(
.
-叩

.

.奪

で
伸

び
率

二
Q
九
%

(...
.
<

、ハ
.
吾

万

ト
ン
)
を

記
録

し

た

ほ

ど

で
・
二
六
年

に
第

灰

鉄
鋼
合
理
化
計
画
が
発
足
す
る

に
至

る
礎
石

は
こ
こ
に
築
き
L
げ

り
れ

て
い
た
と
見
る

}」
と
が
で
き
る
。
鉄
鋼

業

に
お
け
る
新
鋭
技
術

の
本
格
的
導
人

が
こ
こ
に
始

ま
る
。
第

H
期
間

(...?

、..五
年
).
戦
後
段
階

の
第

H
階
梯

(第
-
部
門
基

産
饅

生
産
部
門
が
生
産
点

の
毒

性
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
段
階
)
と
規
定
さ
れ
る
時
期

に
あ
た
る
期
間
。
}」
れ
は
金
属
蝕

械
L
業
部
門
を
業

軸
と
す
る
重
化
学
工
灘

進

の
時
期

と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ω
第
n
グ

牛

プ

の
優
位

は
覆

り
、
第
エ
グ

ル
ー
プ

(噴

化
学
L
業
中
心
)
の
得

が
穫

せ
ら
れ
、
α
第

歩

牛

プ
内

で
、
金
属
部
門

(鉄
鋼
業
が
忠

)
の
柴

に
対
し

て
機
械

四
部
門

の
皆

が
初
め

て
相
対
的

に
優
位
を
占
め
る

に
至
り
、
以
L

の
・
」弔

の
意
味

に
お

い
て
転
換
喬

す
る
時
期
と
し
て
記
録

さ
れ
る
。

第

覇

間

(・左

～
四
∩
隻

戦
後
段
階
第

H
階
梯

の
延
長
線
ヒ

に
あ

っ
て
矛
盾

が
顕
在
化
し

て
き
た
時
期
、
換
、一口
す
れ
ば
、
金
聯

機

械
工
業
部
門
藁

本
軸

と
す

る
重
化
学

棄

に
お
け

る
強
蓄
積

に
よ
る
過
型

田
積

.
過
剰
生
産
恐
慌

.
危
機

『
.亡

年
危
越

と

『
四
〇
年
危
機
』

が
進
行
す

る
段
階
。

こ
の
時
期

に
は
前

の
第
H
期
間
か
ら
の
継
続

で
、
金
属
11
機
撃

産
部
門

に
お
け
る
強
蓄
積
が
進
行
す
る
過
程

で
矛
盾
が
顕
在
化
し
、

そ
れ
は

『
ひ
ず
み
』
と
よ
ば
れ
・

そ
れ
が
ω
在
来
産
業

の
断
絶
的
な
地
盤
沈
下
、
留

小
企
業

の
倒
産
、
縷

業
解
体

の
破
局
的
な
過
程

の
中

で
・
金

属

-
機

械

部
門

で

の
過

剰

蓄
積

の
形

が
現
出

し

た

こ
と

は

ひ
と

の
知

る
と
お

り

で
あ

る
。

例

え
ば
、

笹

段
。

鉄

鋼
部

門

に

集

中

的

に
あ

ら

わ
れ

た
過

剰

『
滞
筥

[三
七

年
危

機

ー

こ

こ
か

ら

の
脱

出

に
は

日
銀

の

『
鉄

鋼
滞

貨

讐

』
を

必
要

と

し

た
。

そ

の

第

二
段

・
機

部

門

に
集

中
的

に
あ

ら

わ
れ

た
深

刻

な
過
聯

『
企
業

間

信

用
』

(総
額

..

.兆
円
、
四
・

.

.
、)
西

○
年

危
機

∵

t

し
}」

か

ら

の
脱

出

に
は

一
兆
円

の
赤

字

『
公
債

発

行
」
1ー

ド

ッ
ジ

ニ
フ
イ

ン

『
均
衡

財

政

の
原
則

』

(、
.四
年
、

充

四
九
年
崩

壊

以
外

に
道

の
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な

い

}」
山
」
を

示

し

た
。
そ

の
後

六

年

に
し

て
金

.
ド

ル
の
交
換

停
兵

四
、ハ
年

、
九
七

.
年
八
月
)
に
よ

っ
下

M

F
体

制

そ
れ
自
体

の
崩

壊

が

告

知

さ

れ

た

。
L

(
『
基

礎
過
程
』
、

五
六

瓦
八
頁
、)
。

以
ヒ
、
宙

氏

の
戦
後

日
本
資
李

義

に

つ
い
て
の
見
解
f

そ

の
概
要

を

み
た
。
先
に
も

の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
・
山
田
氏

の
戦
後

資
本

セ

義

に

つ
い

て
の
分

析

は
、

昭
和

四
〇
年

代

ま

で
で
お

わ

っ
て

い
る
。

そ
れ
ゆ

え
、
今

日
・

わ
れ

わ
れ

が
戦
後

H
本
資

本

k

義

に

つ
い

ヴし
の
考
察

を
行

つ
と
す

れ

ば
、

当

然
、

昭
和

四

⇔
年

以
降

く
,
U
ま

で
の
、
.○
年

間
も
視

野

に
入
れ

な

け
れ
ば

な

ら

な

い
・

し

か

し
、

そ

の

}」
と

は

さ
し
あ

た

り
、
小

稿

の
範
囲

外

に
腐

す

る

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ

で
わ

れ

わ
れ
が

み

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

は
昭

和

四

⇔

年

代

ま

で
に

つ
い
て
山

田
氏

の
分

析

が
与

え

た
戦
後

日
本

資

本
頁

義

の
特

徴

に

つ
い

て

で
あ

る
。

山

田
氏

が
昭
和

四
〇
年

代

ま

で
の
分
析

を

通

し

て
得

た
戦
後

日
本

資

本
セ

義

に

つ
い

て
の
見
解

で
注
目

さ
れ

る

の
は
・

な

ん
と

い

っ
て

も
ー

先

に
み

た
と

お
り
l
f

戦

後

を
看

.
化

学

五
業
段

階

と

と

ら
え

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ

の
よ

う

に
、

氏

は
生

産
力

の

側
面

か
ら
、

戦

後

を
戦

前

(け
繊
維
L
業
段
階

と

は
異

な

る
段
階

ー
重

・
化
学

L
業

段

階

と
特
徴

づ

け
た

わ

け

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

戦

後

に

つ
い

て
は
生
産

関
係

か
ら

の
規

定

、

な

い
し

は
型
制

規

定

は
与

え

な
か

っ
た

わ
け

で
あ

る

こ

の
点

に

つ
い

て
も

わ
れ

わ
れ

は

別

稿

で
考
察

し

た
ξ

」
ろ

で
あ

る
。

先

の
論

文

で
は
、

わ

れ

わ
れ

は
、
生

産

力

の
側

面

か
ら

の
規
定

は
与

え

ら
れ

て
い
る
が

・
生

産

関
係

の
側

面

か

ら

の
規

定

は
与

え
ら

れ

て
い
な

い
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
、

そ

の
理
由

を

な

に
よ

り
も
山

川
氏

が
戦
前

と
戦

後

の
日
本
資

本

駿

義

に

つ
珍

、、

そ
れ

ぞ
れ
解

明

課

題

を
異

な

る

と
彦

え

て

い
た

こ
と

に
よ

る
と

み

な
し

た
。

と

い
う

こ
と

は
・
と

り
も

な

お

さ
ず
・

戦
前

と
戦

後

の

日
本

資

本
r

義

で
は
そ

の
あ

り
よ

う
ー

そ
れ

ぞ
れ

の
資

本

ド
義

の

「
発

展
り

成
熟

度

」

が
異

な

っ
て

い
る
と

み
な

し

て

い
た
と

い
う

こ
と

を
含
意

し

よ

う
。

.」
れ

ま

で
、

わ
れ

わ
れ

は
山

田
氏

の
戦

前

と
戦

後

の

日
本

資

杢

義

に

つ
い

て

の
見
解

を

み

て
き

た

わ

け

で
あ

る
が
、

こ

こ
で
山

田
氏

の
戦
前
と
戦
後

の
関
係

に

つ
い
て
の
見
解
を
あ
ら
た
め

て
い
え
ば
、
批
判
者

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確

か
に
山
田
氏

は
戦
前

と
戦
後

の
関
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係

を

「
断

絶

的

な

関
係

で
あ

る

と
と

ら

え

て

い
た
と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
だ

ろ
・つ
。

そ

つ
だ

と
す

れ
ば
、
氏

は
戦

前

と
戦
後

を

ど

の
よ

う

に

」
統

こ

的

に
と

ら

え

て
い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

戦
前

と
戦

後

の
関
係

を

か

り

に

運

締

し
た
も

の
と

み

な

い
に
し

て
も
、
戦

前

も
戦
後
も

日
本

の
歴
史

の
過
程

と
し

て
は
、

衙

の
資
李

義

で
あ
る

つ
ま
り
統

一
体

で
あ
る

以
上

は
、
両
者
を
卸

り
か
の
形

で
統

南

に
把

握

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

わ

け

だ

ろ

・つ
.

あ

る

い

は
、

氏

は
、

統

一
的

に

ζ

り
え

登

し
と

に

は
全

・
＼
関

、心
を

示

さ

ず

、

}し

う
し

た

こ
と

は
問
題

に
も

し

て

い
な

い
と
考

え
る

べ
き

だ

ろ

う
か
。

最
後

に
こ

の
点

に

つ
い

て
考

察

し
、

わ

れ
わ

れ

の
小

稿

で

の

一
応

の

ラ

結

論

に
か

え
る

こ
と

に
し
よ

う
、

五

お

わ

り

に

こ
れ

ま

で
・
わ
れ

わ
れ

は
山

畏

の
戦

前

と
戦

後

の
日
本
資

本

義

に

つ
い
て

の
見
解

を

、
ザし
く
大
ざ

っ
ぱ

に

で
は
あ

る
が

み

て
き

た
。

そ
し

て
・

わ
れ
わ

れ

は
・

山

畏

は
戦

前

と
戦
後

の
資

本
義

の
関

係

を

い
わ
ゆ

る
断

絶

関
係

で
ζ

り
え

て
い
る

と

み
な
し

た
。

す
な

わ

ち
・

氏

は
戦

前

と
戦
後

の
資
本

義

を
同

じ
日
本

資
本

義

で
あ

り
な

が

り
、

あ

た
か

も

11

い

に
別

々

の
資
本

義

で
あ

る
か

の
よ
.つ
に

扱

っ
て

い
る
と

み
な
し

た
・

し

た

が

っ
て
、

氏

に
あ

っ
て
は
連

続

説

に
立

つ
人

の
よ

・つ
に
両
者

の
関
係

を
連
続

し
た

も

の
と

し

て
、

連
続

の
側
面

に
力

点
を

お

い
て
と

ら

え

る
と

い

つ
と

ら

え
方

は
当

然

行

な

っ
て

い
な

い
わ

け

で
あ

る
が
、

で
は
、

そ

の

ザ」
と

は
両
者

を
全

く
別

個

の
も

の
と

み
な
し
・

そ
れ

を

く統

一
∀

し
た
も

の
と

は

み
な

し

て

い
な

い
と

い
う

ワし
と
を

意

味
す

る

の
で
あ

う

つ
か
。

ザ」
の
点

の
考

察

が
、
小

稿

で

の
わ

れ

わ
れ

の
最

後

の
課

題

で
あ

る
。

こ
れ

ま

で
の
考

察

を
簡

単

に
ふ

り
返

り
な

が

ら
わ

れ

わ
れ

の
課
題

に

「
結

論

」

を
与

え

る

こ
と

に
し

よ
う
,

さ

て
・
み

て
き
た
よ
う

に
・
山
田
氏

の
戦
前
分
析

の
場
合
、
そ
こ
で
の
解
明
課
題
は
戦
前

日
本
資
奎

義

の
基
本
構
造
を
明

り
か

に
す

る

こ
と
、

そ
し

て
、

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
基
本

対
抗

・
展
望

を

明

ら
か

に
す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

戦
前

日
本

資
本

セ
義

を

軍
事

的

.
半
農
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奴

制

的

型
制

の
そ
れ

と
し

た

こ
と

は
、

こ

の
点

に
か
か

わ

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

だ
が
山

田
氏

の
戦

前

分
析

は

こ

の
基
本

構
造

11
対

抗

.
展

望

を
鮮

明

に
し

た

こ
と

で
お

わ

っ
て
い

る
わ
け

で
は
な

い
。

そ
れ

と

と
も

に

こ
の
基

本
構

造

の
形

成

と
分
解

も

ま

た

『
分

析
」

が
究

明

す

べ
き
課

題

で
あ

っ
た
。

す

な

わ

ち
、
戦

前

日
本

資

本
t

義

の
全

生
涯

い
わ

ゆ

る

〈生

成

発

展
ー

消
滅

〉

の
全

過
租

を
示

す

こ
と

も

『
分

析
』

に
お

い

て
な

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る

(山
田
氏

に
あ

っ
て
は
こ
の
シ

ェ
!

マ
は
よ
り
具
体
的

に

く生
成

ー
発
展
ー
型
の
形
成
甘
展
開

型

の
分
解
V
と
定
式
化
さ
れ

て
い
る
と
い

つ
べ
き

で
あ
ろ
う
が
)。
し

た
が

っ
て
、
ま

と
め

て
い
え

ば
山

田
氏

は

『
分
析
』

に
お

い
て
、
結

局

、
戦

前

の
日
本
資

本

セ
.義

は

い
か

な

る
資
本

t

義

で
あ

り

(型
制
規
定
)
、
そ

の
資
本

セ

義

は
誰

に
よ

っ
て

ー

い
か
な

る
階

級

に
よ

っ
て
ー

・

ど

の

よ
う
な
条

件

の
ド

で
止

揚

さ
れ

る

こ
と

に
な

る

の
か
を

示

し

た

の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
〈型

の
分
解
i

一
般
的
危
機
〉

の
下

で
激
化
す
る
基
本
対
抗
を
通
し
て
戦
前
巨
昭
和
初
期

に
こ
の
資
本
主
義
が
止
揚
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
・
山
田
氏

の
分

析

に
は
何

の
問
題
り
疑
問
点
も
残
ら
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実

に
は
、

日
本
資
本
t
義

は
い
う
ま
で
も
な
く
戦
前

で
お

わ

っ
た

の

で
は
な

く
A
,
日
も
依

然

と

し

て
存

続

し

て
い
る
。

単

に
存

続

し

て
い
る
だ

け

で
は
な
く
、

い
わ
ば

笹

界

一
流
〉

の
資
本

主

義

と

し

て
存

続
し

て
い
る
。

山

田
氏

の
戦
前

分

析

に
対

す

る
批
判

な

い
し

は
疑

問

は

こ

の
こ
と

に
基

礎

づ

け

ら
れ

た
も

の
で
あ

り
、

卜
分

根

拠

を

も

つ
批

判
、

疑

問

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

だ

が
、

み

て
き

た
よ

う

に
山

田
氏

に
あ

っ
て
は
、

戦

前

と
戦

後

の
資

本
主

義

を
解

明
す

る

目
的

i

明

ら
か

に
す

べ
き

課
題

が
異

な

っ
て

い
た

以
L

、
氏

が

、両
者

を

あ

た
か
も

別

個

の
資
本

ド
義

で
あ

る
か

の
よ
う

に
と

り
扱

っ
た

の

も

ま

た

理
由

の
あ

っ
た

こ
と
と

い
わ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

し

か
し

、

と

は

い
え
、
戦

前

も
戦

後

も
、

両
者

を
合

わ

せ

て

〈
日
本
資

本

セ

義

〉
と

い
う
統

一
体

で
あ

る

こ
と

も
事
実

で
あ

る
。

こ
う
し

て
、
断
絶

関

係

に
あ

る

と

み
た
戦

前
と

戦
後

の
日
本

資
本

k
義

を

繋

ぐ

「
環

」

を

山

田
氏

が

ど

う
設
定

し

た

か
が
問

題

と

な

っ
て
く

る
わ

け

で
あ

る
。

い
う
ま

で
も

な

く
、

そ

の

「
環
」

は

「
.再
版

原
蓄

」

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

。

こ
う

し

て
、

「.再
版

原
蓄

」

と

い
う
概

念
1ー

キ

イ

・
ワ
ー

ド
が
改

要

な
意

味

を
も

っ
て
登

場

し

て
く

る
わ
け

で
あ

る
。

旧
再
版

原

蓄

L

と

い
う
概

念

こ
そ
戦

前

と

戦

後

を

一
個

の
統

一
体

と

し

て
と

ら

え

る

た
め

の
キ

イ

・
ワ
ー

ド

で
あ

る

と

い
わ

な

け

れ

ば
な

ら
な
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い
・
山
畏

は
・

こ
の
再
版
・原
蓄
と
い
う
概
念

の
設
定
轟

入

に
よ
り
戦
前
と
戦
後
と

い
・つ
そ
れ
ぞ
れ
性
格
撫

造
を
異

に
す
る
と
み
た

資
本
義

を

扁

の

羅

体
L
と
し

て
と
ら
え
た

の
だ
と
み
な
す

べ
き

で
あ
う

つ
。

}」
・つ
し

て
氏

は
戦
後
を
戦
前

々

り
の
轟

な
連
続

と
し

て
で
は
な
く
・

よ
り
具
体
的

に
、

そ
れ
ぞ
れ

客

本
義

に
お
け
る
解
明
11
解
決
課
.題
を
提

小
で
き
る
よ
.つ
な
形

で
ζ

り
え
得
た
と

い

う

べ
き

で
あ

ろ

う

。

以
上

が
・

山

田
氏

が
戦

前

と

戦
後

の
関
係

を

ど

う
ζ

り
え

て

い
る
か

に

つ
い

て
の
わ
れ

わ
れ

の

応

の
結

払細
で
あ

る
。

ザ」
れ

に
よ

っ
て

小

稿

の
さ

し
あ

た

り

の
課

題

は

応

な
し

お

え
雑

け

で
あ

る
が
、

し

か

し
、

こ

こ
で
示

さ

れ

た

「
再

版
竪

田
」
な

る
概

念

に
か
か
わ

っ

て
・

資

本
義

認
識

11
分

析

に
関
す

る

;

の
検

討

課
題

が
窄

し

た
と
思

わ
れ

る

の
で
、

口覆

に

▼」
の
点

に

つ
い

て
ふ

れ

て
お

ワ」
,つ
。

×

×

×

〈「
、再
版

原
蓄

」

と

資
本

セ

義
分

析
〉

山
田
氏

の
設
定

し
た

「再
版
原
畜

な

る
概
念

は
、
史
的
唯
物
論
な

い
し
は
蓄
積
論

の
基
本

シ

干

マ

資
本
霧

の

牟

成

発
展
消

滅
〉
と

い
う

シ

エ
↓

に

つ
い
て
検
討
す

べ
き
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
讐

で
あ
る
よ
・つ
に
思
わ
れ
る
.

な
ぜ
な

り
、

こ
の
再
版
原
蓄
な
る
概
念

の
設
定
は
・
資
本
義

の
展
開

-

牟

成

発
展
-
消
滅
〉

の
過
程
が
轟

な

青

線

の
過
程
と
し
て
存
在

す
る
の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
過
程

鏡

実

に
は
、
〈
畿

-
発
展
消

滅

.
編
成
賛

再
版
肇

田)
-
発
展

…

〉
と
い

っ
た
髪

と

っ
て
も
進
行
す

る
過
租

で
あ
る
と

い
う

こ
と
を
示
し
た
か
・り
で
あ
る
。

「し
た
が

っ
て
、
ワ」
の
過
梶

は
①

〈
生
成

-
発
展
消

滅
〉
と

い
う
場
合
と
、
②

牟

成
売

展
消

零

編
成
賛

生
成
売

展
…
-
〉

と
い
・つ
場
A
口
と
、

二
様
に
存
在
し
,つ
る

こ
と

に
な
る
・
」
・
実
際
・
栞

義

の
展
開

に

つ
れ

て
矛
盾

が
激
化

し
、
旧
来

の
よ
・つ
な
環

産

の
什
方

で
は
そ
の
資
本
義

が
も
は
や

ぐ
エ

存

続

し

え

な

く

な

っ
た

と

し

て
も
t

そ
れ

は

山

田

氏

の
場

合

で

い
え
ば

型

の
分

解

土

般

的

危

機

へ
、

と

い
,つ
}し
と

に
な

ろ
.つ
カ

t

・
資

本

義

は
自

然

現
象

の
よ
う

に
、

い
わ

ば
自

然

の
な

り

ゆ
き

と
し

て
、

そ

の
生

涯
を

お

え

る
わ
け

で
は
当

然

な

い
で
あ

ろ
.つ
。
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こ
う

し
た
状

況

の
ド

で
は
、

}
方

で
は
資

本
ド

義

を
否

定

巨
止

揚

し

よ
う

と
す

る
運

動

が
展
開

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
が

、
他

方

で
は

こ

の
危

機
を

の
り

Ψ」
え
資
李

義
を
存
続
さ
せ
よ
・つ
と
す
る
対
応
蓮

動
も
当
然
強
力

に
試
み
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て

〈消
滅
〉

の
過

程

は
同

時

に

〈
再
編

〉

の
過

程

で
も

あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、

資

本

セ
義

が
再
編

け

編
成

替

に
成

功

し

え
た
限

り

で
は
・

あ

、り
た
な
条

件

の
も
と

で

是

の
展

開

を

な
し

え

よ
・つ
。

す

な

わ
ち
、

再

び

〈
(編
成
賛

再
版
原
蓄
基

成
了

発
展

消

滅

…

…
〉

の
過

程

を
た
ど
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
山
田
氏

の
所
説

の
検
討
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
f

史
的
唯
物
論

.
蓄
積
論

の
基
本

シ

エ
ー

マ
の
具
体
化

と
い
う
問
題
が
客
観
的

に
は
提
起
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知

魏
。

(
-
)

拙
稿
、
、壌

産
論
、」
現
状
分
析
出

田
盛
太
郎
氏

の
戦
前
と
戦
後
の
分
析

に

つ
い
て
∴

、
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
・
『商
経
論
叢
」
・
第

ヂ

四

巻

.
第

.

.口
77
、

所

収

、

、
九

八

九

年

。

(2
)

拙
稿
、
ア

地
所
有
漫

業
と
現
状
分
析

出

盛
太
郎
氏

の
戦
前
と
戦
後

の
分
析

に
つ
い
三

、)
⊥

、
神
奈
川
人
学
経
済
学
会
・
『商
経

論

叢

』
、

第

、
、十

五

巻

・
第

、
.号

、

所

収

、

司
九

八

九

年

。

(
3
)

人
石
塞

郎
、
農

地
改
革

の
歴
史
的
意
義
」
、
東
京
大
学
社
会
想

r
研
究
所
編
、
『戦
後
改
革
6
』
、
所
収

・
東
京
人
学
出
版
会
・

冗

七
五
年
・

四
頁

。

(
4
)

同
、
四
頁
。
な

お
、
日
本

資
杢

義

論
争

に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ

た
り
、
守

犀
典
郎
、
冒

本

マ
ル
ク

ス
義

理
論

の
形
成
と
発

唇

・
上
呆

書
店

・

一
九
六
ヒ
年

、
長
岡
新

占
、
『
日
本
資
本

k
義
論
争

の
群
像
』
、

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房

、

一
九

八
四
年

な

ど
参

照
・

(
5
)
大
内

力
、
冒

本

経
済
論
』

(上

)
、
東
京
大

学
出

版
会
、

冗

、
ハ

、年
、

・
天

四
頁
。
な

お
、
本
崇

ら

の
引

用

に

つ
い

て
は
・

(人

内
・
o
O
頁

)

と
、
本
文
中

に
記

す

こ
と

に
す
る
。

(
6
)

な

お
、

大
内
氏

は

「
日
本
資
本

義

の
多

く

の
特
質

を
、

後
進

国
型

に
共

通

の
も

の
と
し

て
理
解

し
う

る
」

と
さ
れ
・

そ
れ

ゆ
え
・

山
田
氏
等

講

座
派

」
理
論

が
、
あ

や
ま

.
て

、
特

殊

口
本
型

の
半
封
建
制

と
規
定

し
た

こ
と

の
大

部
分

は
、

じ

つ
は

覆

進
性
』
を

い
み
す

る
も

の
に
ほ
か
な

ら

な

か

っ
た

」

(
人

内

、

..、〇

五
頁

)

と

さ

れ

て

い

る
。

(7
)

山
出
氏

の
見
解

に

つ
い
て
は

展

に
▼」
の
よ
う
に
L
地
制
度

の
あ
り
方
が

万

的
に
全
経
済

の
あ
り
型
を
規
制
す
る
と
い

う
論
理
構
成

に
な

っ

て
い
る
と
理
解

さ

れ

て
い
る

よ
・つ
に
思

わ
れ
る
が
、
・」
の
点

に

つ
い
て
は
若
r

の

コ
メ
ン
ト
が
必
要

か
と
思

わ
れ
る
。
確
か

に
・
山

田
氏

の
論
理
構
成
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に

つ
い
て
は
・

そ

の
よ

う

に
見

る

こ
と
も

応

可
能

か

も
知

れ
な

い
。

し
か
し
、
氏

の

「
全
経
済

」

↑

資
本
義

)

の
あ
り
方

と

ア

地
制
度
L

と

の
関

係

に

つ
い
て
の
見
方

は
正
確

に
は
、
次

の
よ
う

に
理
解

さ
れ

る

べ
き

で
は
な
か
う

つ
か
。
す
な
わ
ち
、
資
奎

義

は
、
本
来

、
自

り
に
ふ
さ
わ
し

い
農

業

に
お
け

る
発
展

↑

地
革

命
ー

農
叢

命
)
を

条
㌣

前
提

と
し

て

サし
そ
本
来

の
、
例

え
ば

マ
ル
ク

ス

『
資
本
論
』

の
世
界

が
想
定

し

て

い

る

よ
う
な
資
本
義

で
あ

り
う

る
・
し
か
る

に
、
戦
前

目
本

の
場
合

に
は
、
農
業

は
そ
う

い
・つ
農

業

で
は
な
か

っ
た

(
む
ろ

ん
、
葉

.
維
新
期

に
お

い
て
は
な
お

さ
ら
)
・

ま

た
・

棄

等
・
肇

以
外

の
産

業
も
生

産
力

の
水
準

等

に
お

い
て
先
進
資
奎

義
国

と
比

べ
て
、
著

る
し
く
劣

っ
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
・
そ
れ

ら
産
業

で
は
資
本

家

に
平
均
利

潤

を
、
労
働
者

に
自
己

と
家
族

の
生

活
を
維
持

.
再
生
産

で
き
る
水
準

の
纂

(
v
)
を
与
え

る

こ
と

は

で
き
な

い

こ
と

に
な
る
・
そ
れ

ゆ
え
、
本
来

は
、
極

.」・
す
れ
ば
、
戦
前

U
本

資
本
義

に
お

い

て
は

そ
の
初
期

で
あ

れ
ば
あ

る

ほ
ど

資
本

は
・
生
産
物

11
商
品

の
生
産

11

販
売
を

と
お
し

三

?

で

ヨ
)
を
実
現

で
き
な

い
}」
と

に
な

る
。
に
も

か
か
や

り
ず
、
む

ろ
ん
、
日
本

は
明

治

δ

年
代

に
は
産
業
資
本

の
確
妾

護

し
た
。
そ
の
条
件

は
何

か
。
い
う
ま

で
も
な

く
、
そ
の
重
要

な
条
件

は
賃
金

水
準

の
圧

倒
的
低

さ
と

い
,つ
}」

と

で
あ

っ
た
・
す
な

わ
ち
・
と
う

て
い
棄

の
意
味

で
の
V
水
準

に
は
達

し
な

い
水
準

の
賃
金

で
あ

.
た
。
と
す

れ
ば
、
そ
.つ
し

た
水
準

の
賃
金

を
可

能

に
し
た
条
件

は
何
か
・
そ

の
こ
と

が
間

わ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
.
い
う
ま

で
も

な
く
、
L

地
所
有
饅

業

の

,
半
封
建
的

L
な
性
格

が
そ
れ

で
あ

る

ご

く
乱

暴

に
整

理
す
れ
ば

・
山

田
氏

の
見
解
11

醜

構

成

は
こ

の
よ
う

に
な

る

で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
}し
の
よ
・つ
に
整

理
し
.つ
る
と

す
れ
ば
、
山

田
氏

に
あ

っ
て
は
壷

所
↑

農
業

の
あ
り
方

が
全

経
済

の
あ

り
方

を

、
方
的

に
規
制

し

て
い
る
と

い
・つ
よ

り
、
逆

に
、
全
経
済

の
あ
り
方

が
、
ヒ

地

所
亨

農
業

の
あ

り
方
を
自

己

の
奪

の
条

件
と

し

て
位
置

づ

け
た
、
あ

る

い
は
組
み
込

ん
だ
と

9

つ
見
解
蒲

理
護

に
な

.
て
い
る
と
み

る

べ

き

で
は
な

か
ろ
う
か
。

(8
)

山
崎
隆

編

・
現

代
日
森

済
忠

,序
論

目
本
資
奎

義

の
戦
前
と
戦
後
L
(山
崎
氏
蟄

)、
有
茜

、

冗

八
五
年
、

責

。
な
お
、
本

書

か
ら

の
引

川

に

つ
い
て
は
、

(
山
崎

、
o
O
頁

)
と

し

て
、
本
文
中

に
記
す

こ
と

に
す

る
。

な
お
・
山
崎
氏

の
見
解

に

つ
い
て
は
・
山
崎
隆

、・編

、
『
両
大
戦

間
期

の

目
本
資
奎

垂

キ

ド

)
大

月
な
H
店
、

冗

L
八
年

も
参
照

の

}」
と

(
と

り
わ

け
・
L
巻

の
序
章

、
戦
間

期

目
本
資
本

k
義
分
析

の
視
角
と
基

準

、

参
照

)
。

(
9
)

な
お
・
山
崎

昏

身

の

充

δ

年
代

の
構
造

変
化
を

と
ら
え

る
視

角
--
と

い
う
よ
り
、
よ
り
広
く
戦
前

日
妻

奎

義

を
と
、り
え
る
視
角

に

つ

い
て
い
え
ば
・

そ
れ
は

,
入
超

11
外

資
依
存
構
造

一
論

と

い
う
視
角

で
あ
る
。

そ
れ
は
次

の
よ
・つ
な
理
論
11
視
角

で
あ
る
。

・
こ
の

『
入
苧

外
資
依

存
構
造

を

い
う
の
は
日
清
撃

(
…

)
後

か

ら

冗

.
6

年
代

に

い
た

る
ま

で
の
目
本

の
急
速

な
発

展
..…
あ

最

も

決
定

的
な
要
因

『

恒
常

的

な
輸
入
超
過

に
よ
る
康

産

の
た
め

の
資
源

の
追
加
的
投

入
と
、
そ
れ
を
価
値
壇

す

る
た
め

の
外
資
導

入
L
(
山
崎
、

四
頁
)
に
求
め

る
・
そ

の
よ
う
な
理
論
義

角

の
こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

死

、..○
年

代

の
構
造

変
化

は
次

の
よ
.つ
に
説
明

さ
れ
る

}」
と

に
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な

る
。

「
こ
の
輸
入
超

過
と
外
資

導
入

に
よ

っ
て
急
成
長

し

つ
づ
け

る

こ
と

が

で
き

た

日
本

資
本
蔽
義

は
、
第

一
次
対

戦
中

に
例

外
的
な
大
幅

の
輸
出
超
過

の
時

期

が
あ

っ
た

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
戦

後

一
、O
年

代

に
は
ふ
た
た

び
入
超

構
造

に
復

帰
せ
ざ

る
を

え
な

か

っ
た
が
、
、・・0
年

代
初
頭

の
世
界
恐

慌

の
な
か

で
、

内
外
諸

条
件

の
変
化

に
よ

っ
て
外
資
導

入

へ
の
依
存
が
不

可
能

に
な

っ
た

こ
と
か
ら
、

そ
れ

に
代

わ

る
素
材

11
価

値
補
墳

の
予
段

と
し

て
、

円
ブ

ロ
ッ
ク
経

済
圏

の
形
成

に
よ

る
入
超
構
造

の
克

服

へ
と
向

わ
ざ

る
を

え
な
く
な

っ
た

の
で
あ

る
。

…
…
。

し

か
し
、
こ

の
よ
う
な
意

昧

で
の
ブ

ロ

ッ
ク
圏

の
構

築

は
、
そ
れ

ら
の
地
域

を
完

全
な

日
本

の
k
権

ド

に
お
き
、
欧
米
諸

国

の
権
益
を
排

除
す

る

こ

と

に
ほ

か
な

ら
な

か

っ
た

か
ら

…
…
諸

帝

国
セ
義

園

と

の
妥

協
し

が

た

い
決

定

的
対

立
関

係

と
な

り
、

つ
い
に
第

.
、次
大
戦

に
突
入

す

る

こ
と

に

な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に

「
入
超
"
外

資
依
存
構

造
」
と

い
う
規
定

を
鍵
と

し

て
、
は
じ
め

て
.-.○
年

代
以
降

の
構

造
変
化

と
太

平
洋
戦
争

へ
の
突
入

の
必
然

性

を
解
明

す

る

▼」
と

が

で
き

た

の
で
あ

る
が
、
…
三

あ

方
法
的

視
角

の
提

・小
は
、
実

は
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
、
戦
前

日
本
資

本
ト
義

の
全
体
像
を
構
想

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
:
:
:
日
本

は
後
進
国

で
あ

っ
た
か

ら
、
先
進
諸
国

と
比
較
す

れ
ば
重
化
学

E
業

の
発
達

は
お

く
れ

て
お
り
、
経
済

規
模

も
全
体

と

し

て
小

さ
く
、
弱
体

で
あ

っ
た

こ
と

は
事
実

で
あ

る
。
し

か
し
そ

の
反
面

に
お

い
て
、
明
治
期

以
来

一
貫

し

て
急
成
長
を

と
げ

て
き

た

こ
と
も
ま

た

無
視

し

が
た
い
事

実

で
あ
る
。
…

…

『
入
超
11

外
資
依
存

構
造
』
と

い
う
規

定

は
、
単

に
貿
易

に
お
け

る
入
超

と

い
う
現
象

の
み
を
問
題

と
し

て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ

の
う
ち

に
奇

形
性
等

々
の
後
進

国
的
特
徴

と
と
も

に
、
そ
の
急
成

長
性

の
根
拠

を

ふ
く
め

て
統

一
的

に
理
解
し

よ
う
と
す

る

も

の

で
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
輸

入
超

過
と

い
う

こ
と

に
は
、
そ

の
根
底

に
、
後
進

国
と

し

て
の
資

本
蓄
積

と
技
術
水
準

の
低

さ

に
よ
る
国
際
競
争
力

の

弱

さ
、
原
料
資
源

の
貧
弱

さ
、
準

一
次
産

ロ
㎜
で
あ

る
生

糸

が
輸
出

の
紅
力

で
あ

る
と

い
う
後
進
国

の
特

徴
、
ヒ
地
改
革

の
不
徹

底

に
起
因

す

る
農
民

の

貧
囲

と
労
働
者

の
低
賃
金
、
近
代

的
L
業

と
し

て
発
展

し

た
綿

L
業

に
お

い

て
も

そ

の
貿
易
収
支

の
大

幅
な

マ
イ

ナ

ス
、
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
列
強

に
伍

し

て
存

立
す

る
た
め

の
巨
人

な
軍
事

力
と
軍

事

r
業

の
不
均

衡
発
展

、

そ
れ
を
支

え

る
国
家

財
政

の
集
中
機

構
等

々
が
想
定

さ
れ

て
い
な
け
れ

ば
な

ら
ず
、
そ
れ
ら

の
日
本

資
本
舵
義

の
諸
構
成

要
因

の
総

括
と
し

て
の
輸
入
超

過

で
あ

り
、
し
か
も

そ

の
入
超

に
よ

っ
て
の
み
急
成
長

が
可
能

で
あ

り
、
そ

れ
を
外

資

(
k
と

し

て
外
債
)
導
入

に
よ

っ
て
補

墳
す

る
と

い
う
、
日
本

資
本
豆
義

の
再
生
産
構
造

の
特
徴

を
表

現
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら

で

あ

る
。
」

(山

崎
、

四
-

一11
頁
)
。

こ
こ

で
は
山
崎

氏

の
見
解

に

つ
い
て
検
討

す
る

こ
と
が
日
的

で
は
な

い
の

で
、
た
だ
、

噛
輸
入
超

過
ー
と

い
う

こ
と
を

「
日
本
資
本
」
義

の
諸
構
成

要
因

の
総
括
」

と

い
う
意
味

で
使

用
し

て
い
る
と

い
う
、

そ

の
点

に

つ
い
て
だ
け
疑
問
を
出

し

て
お

こ
う
。

「
輸

入
超

過
」
を
そ

の
よ
う
な
意
味

で
使

用

す
る

こ
と

は
、
も
ち

ろ
ん
、
で
き

る
だ

ろ
う
け
れ
ど
も
、

ー

そ
し

て
、
そ
れ
を

「
構

成
諸
要
因
」
の

「
総
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括

L
と

み
な
す

こ
と
も

で
き

よ
う
が
、

そ
う

で
は
な
く
、
逆

に
、
「
輸

入
超

過
」
を
構
成
諸
要

因
11

再
生

産

の

羅

果
L
現
象

と
と
ら
え

る

}し
と
も

で

き

よ
う
。
し

た
が

っ
て
、

そ
う

み
な
す

と
す

れ
ば
、
何
も
、

「
結
果

[
を

分
析
視
角

の
中

心

に
据

え
な
く

て
も
、
原
因

そ

の
も

の
を

日
本

資
本
セ

義

の
構

成
諸
要
素

等
を
・

ま

た
そ
れ
ら

の
総
括

と

し

て
の
再
生
産
構

造

を

分
析
す

る

亨」
と
が
正
攻

法
と

い
・つ
}」
と

に
な
・り
な

い
で
あ

う

つ
か
。

(
01
)

山

田
盛
太

郎
・
冒

本
資

本
義

分

析
L

(昭
和

九
年
)

に

つ
い

て
は
、
本

稿

で
は
、
『
山

田
盛
太
郎
葎

集
」
、
第

.
、巻

(岩
婆

日店

.
冗

八
四

年
)

に
よ
る

こ
と

に
す

る
。
ま
た
、
冒

本

資
本

義

分
析
』

は
、
以
後

、
『
分
析
」

と
略

記
し
、
『
分

析
」
か

・り
の
引

川

は
、
す

べ
て

署

作
態

、
第

な
巻

の
頁

数
を

小
す

こ
と

に
す

る
。
本

文
中

の

『
分
析
』

か
ら

の
引

用

に

つ
い
て
は
、

(
『
分
析

』
、

O
O
頁
)

と
本

文
中

の
引

用
個
所

に
記
す

こ
と

に

す

る
。

(
H
)

以
上

の
・・、論
文

は
・
い
ず
れ
も

『
出

盛
太
郎

著
作
隼

、
第

11
巻

に
収
録

さ
れ

て
い
る
。
本

稿

で
の
51

用
は
す

べ

て
、

〒し
の

『
著

作
集
』
、
第

五

巻
か

ら
の
も

の

で
あ
る
・
な
お
、
小

稿

で
は
、

載

後
循

環

の
性
格
規

定

[
は

梶

格

規
定
・
と
、
載

後

再
生
産
讐

の
段
階
と
農
業
形
態

L
は

「
段

階
と
農
業

形
態
-
と
・
戦

後
再

生
産
構
造

の
基
礎

過
程

」
は

、
基
礎

過
程

」
と
略
記

し
、
そ
れ

・り
の
論
稿

々

り
の
引

川

は
、
例
え
ば
、
(
罹

格
規

定
L
、

O

o
頁

)

の
ご

と
く
、
本
文

中

に
記
す

こ
と

に
す

る
。
引

用
頁
数

は
す

べ
て
、

響

作
集

L
、

第
五
巻

の
そ
れ

で
あ

る
。

な

お

、

ヨ
性

格

規

定

-

は

.
九

六

.

.年

(昭

和

.、.し

年

)
、

-
段

階

と

農

業

形

態

-

は

.
九

」
ハ
四

年

(昭

和

...九

年

)
、

「
基

礎

過

程

」

は

一
九

七

一
.年

(
昭

和

四

LL
年
・)

の
発

表

で
あ

る
。

(
馨

こ
の
よ
う
に
氏

は
・
戦
後
重

・
化

学
L
業

段
階

の
成
凱

を
肚
界
的

再
編

の
う
ち

に
位
置

づ
け
・り
れ

て
い
る
わ
け

で
あ

る
が
、
}」
Ψ」
で
の
世
界
的

再

編

の
い
わ
ば
獲

要
素

た

る
、
社
会

義

国

の

曝

進

-
等

々

こ
れ
ら

の

こ
と
が
、
〈
,
日

で
は
ほ
と

ん
ど

い
わ
れ
な
く
な

っ
た
が
、
い
わ
ゆ

る
資

奎

義

の

「
全
般

的
危

機
第

・段
階

一
な

る
も

の
の
中
味
を

な
す
も

の
で
あ

ろ
う
-

に

つ
い
て
は
、
い
わ
ず
も
が
な

の
}」
と
と

は
い
え
、
A
,
日
、
あ

る
種

の
感

慨

に
打

た
れ
ざ

る
を
え
な

い
と

こ
ろ

で
あ

ろ
う
。

こ
の
点
、

つ
ま
り
社
会

ヒ
義
国

奪

々
)

の

、
躍
進

L
か

・り
そ

の

「
崩

壊
」

ソ
連
、

東
欧
等

の
非
社
会

義

国

化

へ
ー

へ
至

る
過
程

、
し
た

が

っ
て
、
ム
,
、
度

の
世

界
的

㎡

獅

の
意

味
と
原
因
と

そ

の
購

に

つ
い
て
の
考
察

が
A
,

日
わ
れ
わ

れ

に

つ
き

つ
け
ら
れ

て
い
る
ド
要

な
解
明
諜
題

と
し

て
登

場
し

て
い
る
わ
け

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ

の
小
稿

の
視
野

は
・
残

念
な

が
ら
・

そ

こ
ま

で
は
及

ん
で

い
な

い
。
と

は

い
え
、

そ

の
よ
う

な
再
編

歴
史

の
進
行

の
仕
方

に

つ
い
て
考

え

る

}」
と
、

そ

う

し

た

問

題

へ

の
接

近

視

角

を

摸

索

す

る

こ

と
、

そ
れ

は
、

本

稿

の
か

く

さ

れ

た

テ

↓

で

あ

る

}」
と

、

}し
の

・」
と

を

」
・」
で
告

白

し

て

お

▽」
.つ
。

(
31
)

こ
れ
ま

で
・

わ

れ
わ
れ

は
、
山

田
氏

の
資
本

義

分
析

に

つ
い

て
い
く

つ
か

の
考
察
を
行

な

っ
て
き

た

の
で
あ

る
が

(
注

-

.
注

2
、
参

照
)
、

氏

の
日
本
栞

L
義
分

析

に
関

し

て
は
、
わ
れ

わ
れ
が
検
討

し
た
問
題

の
他

に
、
重
要
な
問

題
と

し

て
、
原

理
と
現
状
分
析

具
体
的

に
は

『
再
生

産
過
程
厳
猷
序

論
Lλ

「
著

作
集
」
、
第

、
巻

)
と

冒

本
資
本

義

分
哲

の
間

の

,
媒

介
環
L

を
め
ぐ

る
問
題

が
あ

る
が
、

}」
}」
で
は
、

そ

の
点

に
触
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れ

る
余
裕

は
な

い
。

.」
の
点

、
さ
し

あ
た
り
、
後
藤

康
夫

、
.
塁

産
論

の
具
体

化

に
お
け

る
媒
介
項

を
め
ぐ

っ
て

ー

N

.
N

.
N
論

文
が
提
起

す

る

も

の
-ー
、ー

」、

福

島

大

学
経

済

学

会

、

『
商

学

論

集

」
、

第

Lハ
○

巻

第

..。号

(
.
九

九

.
、年

一
月

)

所

収

、

参

照

。

亘

Ψ島
の
点

と

の
か

か
わ

り
で
、
わ
れ
わ

れ

に
そ

の
検
討

を
要
請

し

て
い
る
か

に
み
え

る
問
題

の

.
つ
は
、
旧
来
・
資
本
義

の

屡

階

論
と

い
う

形

で
問
題

に
さ
聾

し
き

た
問
題

の
再
検

討
、
」
い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ

ま

で
資
奎

義

の
自
由

霧

段
階
・
帝

国
豆
義
段
階

な
ど
と
し

て
と
ら
え
ら

れ

て
き

た
問
題

に
、
八
,
み

た
編
成

替

肖
循
環

と

い
う
視

角
か

ら

ア
プ

ロ
ー
チ
す

る

こ
と
が
吋

能
ー

必
要

で
は
な

い
の
か

と

い
う

こ
と

の

検
討

で
あ

る
。
畠

L
義
、
帝
国
L

義
等
、
こ
れ

ま

で
、
資
奎

義

の
発
展

の

-
段
階

と
み

て
き

て
き

た
も

の
を
・
そ
れ

ぞ
れ

の
段
階

に
そ
れ
ぞ
れ
・

へ
編
成
替
ー
生

成

発
展

消
滅

あ

過

程
を
重

ね
あ
わ

せ

て
理
解
す

る
時

1
-

し

た
が

っ
て
、
へ
生

成
ー
発
展

-
消
滅
∀
の
過
程

は
循
環

と
し

て
も
と

ら
.κ
ら
れ

る

こ
と

に
な

や

…

、
そ
れ

ぞ
れ

の
段
階

ー
循
環

ご
と

に

八
生
成

発
展

〉
に

つ
ぐ

く
消
滅

v
期

が
存
す

る
と
理
解

さ
れ
る

こ
と

に
な

る
わ

け

で
あ

る
が
、
そ

の

清

越

期

は
当

然
、
そ
れ
を
含

む
資
奎

套

段

肺

循

環
)

の
止

揚
が
現
実
的

な
問
題

と
し

て
提
起

さ
れ

て
い
る
時
期

と

い

.つ
Ψ」
と

に
な

.蒐

か
く

曳

し
ど

の
期

が
結
果
的

に
、
文
字

ど
お

り
消
滅

期

で
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ

に
続

ー

も

の
と
し

て
ジ

房

資

本
嚢

の
矛

盾
を
止
揚

し

た

擢

会
義

が
登
場

す
る

・」
と

に
な

る
.
そ
し

て
、
こ

の
社

会
ド
義

は
、
そ
れ

に
先
行
す

る
段

階
11
循

環

の
資
本

霧

の
矛
盾
を
止

揚
し

た
も

の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

の
発
生

し
た
時
点

で
は
、
券

に
発
生

の
根
拠

を
も

っ
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
し
か
し
・
そ

の
社
会

義

は
あ

く
ま

で
、
そ
れ

に
先
行

す
る
段
階

錘

の
資
本

義

の
矛
盾

を
否

声疋
ー-
止
揚

し
た
も

の
で
あ

る
以
L

、
歴
史
的

に
限
界

づ
け
ら
れ

た

例

え
ば
生
産

力

の
面

で
!

社
会

義

で
φ

り
ざ
る
を

.恐

い
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
他

方
、
段
聯

循
環
と

い
う
視

角

に
誓

て
み
れ
ば
・
あ

る
国

が
社
会
義

に
移
行

し

た
と

し

て
も
他

の
国
も

そ
れ

に
続
く

と

い
う

こ
と

に
は
必

ら
ず

し
も
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と
が
理
論

的

に
い
え

る

こ
と

に
な

る
。
旧
来

の

段

階
浩

環

の
羽

、
の
資
奎

義

の
矛

盾

は
、

か
～
、
し

て
、
社

会
義

と

い
う
形

で
も

(歴
嵩

な
限
界

を
も

3

、
資
本

義

と

い
う
形

で
も

(
編

成
替

を
と

お
し

て
)
、
コ
解

決

さ
れ
・つ
る

・」
と

に
な

る
。
そ
し

て
、
両
者

の
間

の
対
抗

が
鼻

史

に
も

た
ら

さ
れ

蚤

」
と

に
な

る
・
あ

る
段
階
詰

環

に
お
け
る
矛
盾

の
止
揚

と
三

あ

社

会
義

、
し

た
が

.
て
そ
れ
な

り

に
歴

史
的

に
は
進
歩
を
意
味

し

た
社
会

紅
義
も

、
そ
れ
が
、
旧
段

聯

循

環

の

資
本
ド
義

の
矛
盾

の
否
定

11

止
揚
を

果
た
し

た
と
し

て
も
、
絶

え
ず
前
進
し
続

け
な

い
な
ら
ば
、
自

ら

の
も

つ
限

界
を
克
服

で
き
ず
、
化

骨
化
し

て
し

ま

つ
.」
と

に
な

る

っ
。

.伊.
』

し
、
も

し
、
編
成
替

藁

た
-し
た
資
奎

飛
が

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
発
展

し
続

け

る
な
ら
ば
、
社
会
ド

義
そ

の
も

の
が
・

否
定

11
止
揚

の
対
象

と
な

ろ
,つ
。
し

か
し
、
編
成
替

を
餐

、
新

た

な
段

階
ーー
循

環

に
人

っ
た
資
李

義
も

、
そ
れ

が
資
本

義

で
あ

る
以
上
・
そ

の
段

階
11
循

環

に
独

肖

の
消
滅

期
を
む

か
、態

る
を
え
楚

、
し
た

が

っ
て
、

こ
の
資
本

嚢

の
止
揚

∵

社
会

義

)
が
・
や

は
り
必
然

的

で
あ

る
・
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

再
版
原
蓄
口

編
成
替

と

い
う
概

念

は
、

以
土

の
ご
と

く
、

現
代
を
分
析

ー
把
握
す

る
視
角

を
提
供

し

て
い
る
と
考

え
ら
れ

よ
う
。
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な
お
・
以
上

に
の

べ
た
循
環

に

つ
い

て
は
、
〈
後

f

分
な
検
討

を
必
要

と
す

る
わ
け

で
あ

る
が
、
八
,
、
さ
し
あ
た
り
、
仮

り

に
}」
の
循

環

に
名
称
を

与

え

る
と
す

れ
ば
・
わ

れ
わ
れ

は
占

川
哲
氏

が
、
か

つ
て
、
提
唱

し

た

「
体

制
解
咋

危

機
循

環
」
(占

川
哲
、
『
危
機

に
お
け

る
資
奎

義

の
構
造

と

産
業
循

環
』
有

斐
問

元

ヒ

○
年
、
参

照
)

に
な

ら

っ
て
、

「
体
制

解
体
11
危
櫟

-
編
成
替
循

環

芝

で
も
す

る

ソ」
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。


