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本
年
度
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
「
資
本
主
義
確
立
期
の
諸
特
質
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
、
日
本
史
か
ら
岡
俊
二
氏
が
、
在
来
綿
織
物
業
の
編
成
替
え
と
発
展
の

過
配
を
基
軸
に
し
て
報
告
さ
れ
た
。

か
つ
て
の
「
マ
こ
ュ
論
争
」
で
は
、
主
に
経
営
形
態
に
そ
の
関
心
が
集
め
ら

れ
、
「
マ
ニ
ュ
か
問
屋
制
か
」
と
い
う
形
の
議
論
が
進
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
つ
き
破
る
べ
く
試
み
ら
れ
た
の
が
、
社
会
的
分
業
の
進

展
に
着
目
す
る
と
い
う
中
村
哲
氏
、
最
近
に
お
い
て
は
山
崎
隆
三
氏
等
の
見
解

で
あ
る
。
即
ち
、
列
強
に
よ
る
植
民
地
化
の
危
機
を
と
も
角
も
回
避
し
え
た
の

は
、
世
界
資
本
主
義
と
リ
ソ
ク
す
る
形
で
国
内
諸
産
業
が
昂
成
替
え
を
受
け
発

展
の
基
礎
を
得
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
編
成
替
え
は
て
こ
ュ
に
よ
る
社
会
的
分

業
の
進
展
に
基
づ
く
所
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

さ
て
、
岡
氏
は
こ
の
社
会
的
分
業
の
進
展
に
着
目
す
る
と
い
う
視
角
の
有
効

性
を
承
認
さ
れ
つ
つ
も
、
産
業
資
本
確
立
期
ま
で
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
特
に

経
営
形
態
に
関
し
て
て
こ
ュ
の
意
義
を
手
放
し
で
認
め
う
る
か
と
疑
義
を
は
さ

ま
れ
た
。

そ
こ
で
綿
業
三
工
程
綿
作
・
紡
糸
・
織
布
の
う
ち
織
布
=
在
来
織
物
業
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
先
ず
問
題
の
所
在
を
二
点
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
の
開
港
の
与
え
た
影
響
の
規
定
性
の
如
何
(
特
に
晨
工
結
合
の
点
に
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お
い
て
)
、
佃
明
治
二
〇
⊥
二
〇
年
代
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
の
意
義
付
け
、
で
あ
る
。

先
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
農
業
経
営
よ
り
離
脱
し
た
無
作
の
紙

屋
に
示
さ
れ
る
マ
ニ
ュ
化
の
動
き
は
開
港
以
後
む
し
ろ
問
屋
制
支
配
の
再
強
化

の
方
向
と
な
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
地
主
・
小
作
分
解
の
一
層
の
進
展
を
基
礎
に
、

即
ち
員
工
結
合
の
強
化
を
伴
な
っ
て
進
行
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

開
港
を
契
機
と
す
る
均
質
安
価
な
洋
糸
の
大
量
流
入
が
手
紡
農
民
を
没
落
せ
し

め
る
。
問
屋
資
本
は
彼
等
を
地
主
・
小
作
関
係
に
取
り
込
み
洋
糸
を
用
い
て
出

機
に
よ
り
賃
織
さ
せ
る
と
い
う
形
が
編
成
替
え
の
基
本
方
向
で
あ
る
と
さ
れ

た
。こ

う
し
て
在
来
綿
織
物
業
に
関
す
る
開
港
の
意
義
を
踏
ま
え
ら
れ
た
上
で
、

氏
は
生
産
品
目
に
留
意
す
る
西
村
は
つ
氏
の
分
析
方
法
を
継
承
し
っ
つ
、
経
営

形
態
を
中
心
に
検
討
し
第
二
点
目
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
。
先
ず
明
治
二
八
年

段
階
で
、
自
木
綿
・
縞
木
綿
と
い
う
国
民
衣
料
と
し
て
の
綿
布
生
産
に
お
.
い
て

は
一
定
程
度
の
生
産
地
拡
散
が
あ
り
、
逆
に
綿
フ
ラ
ン
ネ
ル
と
い
う
移
植
技
術

に
頼
る
よ
う
な
特
化
さ
れ
た
品
目
に
お
い
て
は
和
歌
山
・
京
都
・
大
阪
の
一
二
府

県
で
全
体
の
九
割
強
を
生
産
す
る
と
い
う
集
中
的
傾
向
を
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ

を
平
均
職
工
数
か
ら
検
討
す
れ
ば
、
前
者
で
は
依
然
問
屋
制
が
主
で
あ
り
、
後

者
に
お
い
て
は
マ
ニ
ュ
と
し
て
認
め
う
る
。
即
ち
、
市
場
に
お
い
て
問
屋
制
と

競
合
し
な
い
分
野
で
、
且
つ
移
植
技
術
を
必
要
と
す
る
分
野
に
お
い
て
マ
ニ
ュ

が
現
わ
れ
る
、
そ
の
故
に
マ
ー
二
が
問
屋
制
の
土
壌
の
中
で
存
在
し
え
又
問
屋

制
を
駆
逐
し
な
い
と
理
解
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

さ
ら
に
在
来
織
物
業
の
力
織
機
工
場
化
の
契
機
に
つ
い
て
展
望
さ
れ
た
。
明

治
三
〇
年
代
に
は
い
っ
て
本
格
化
す
る
紡
績
資
本
の
織
布
兼
営
は
、
当
初
輸
出

五
五



シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
記
(
勝
部
)

用
の
広
幅
白
木
綿
の
生
産
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年

代
に
か
け
て
国
内
市
場
向
け
の
小
幅
自
木
綿
生
産
へ
乗
り
出
し
、
そ
れ
に
促
迫

さ
れ
た
形
で
、
い
わ
ば
他
律
的
に
在
来
織
物
業
が
力
織
機
工
場
化
す
る
と
理
解

さ
れ
、
先
学
の
成
果
を
継
承
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
在
来
綿
織
物
業
の
展
開
を
開
港
か
ら
明
治
四
〇
年
代
頃
ま
で
の

過
程
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
た
訳
で
、
特
に
、
経
営
形
態
に
大
き
な
注
意
を
向
け
な

が
ら
も
「
マ
こ
.
ユ
か
問
屋
制
か
」
と
い
う
議
論
に
と
ら
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
両
者

相
互
の
関
連
を
明
確
に
位
置
付
け
た
の
は
大
き
な
成
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
若
干
の
所
感
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

の
先
ず
何
故
圧
倒
的
な
生
産
力
格
差
の
下
で
在
来
綿
織
物
業
が
洋
布
に
対
抗

し
ぇ
、
そ
し
て
国
内
綿
布
市
場
を
回
復
⊥
ぇ
た
の
か
守
で
あ
る
。
氏
の
問
題
関

心
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
柳
か
逆
説
的
で
あ
る
賓
少
な
く
と
も
報
告

の
中
で
は
経
営
形
態
の
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
一

っ
に
は
直
接
生
産
者
=
賃
織
老
か
ら
の
徹
底
し
た
収
奪
、
二
つ
に
は
国
内
綿
布

市
場
の
特
殊
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一
点
日
は
、
問
屋
制
が
生
産
性
の
高
い
機
械

生
産
に
対
抗
す
る
に
は
前
貸
し
支
配
に
よ
る
労
賃
の
引
下
げ
と
壁
高
度
の
労
働

時
間
の
延
長
に
よ
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
氏
自
身
も
部
分

的
に
触
れ
ら
れ
た
。
二
点
目
は
機
械
生
産
に
よ
る
洋
布
が
広
幅
で
あ
り
、
国
内

市
場
で
は
小
幅
が
主
で
あ
る
故
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
問
屋
制
の
優
位
性
が
あ

る
こ
と
を
勘
案
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

佃
全
体
的
な
感
想
で
あ
る
が
、
非
常
に
キ
メ
の
細
か
い
報
告
を
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
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ム
.
の
素
材
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
も
う
少
し

他
部
門
と
の
開
運
を
展
開
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
特
に
、
キ
イ
産
業

五
六

た
る
軍
事
工
業
(
重
工
業
部
門
)
及
び
移
植
産
業
と
し
て
大
工
場
化
し
た
紡
績

業
な
ど
と
の
対
比
に
お
い
て
、
そ
の
相
対
的
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
内
産
業
の
二
重
構
造
即
ち
日
本
資
本
主
義
確
立
の
「
諸
特
質
」
を
展

望
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
多
く
の
誤
解
・
曲
解
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
聯
か
的
は
ず
れ
の
所

感
を
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
報
告
者
の
御
寛
恕
が
得
ら
れ
る
な
ら

は
幸
甚
で
あ
る
。
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東
洋
史
か
ら
は
、
骨
田
三
郎
氏
が
、
洋
務
政
策
を
と
り
あ
げ
、
.
「
洋
務
政
策

の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
」
と
い
う
報
告
を
行
な
い
、
従
来
の
洋
務
運
動
評
価

と
は
異
な
る
評
価
を
与
え
た
上
で
、
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
形
成
の
特
質
を

見
出
そ
う
と
し
た
。

氏
の
報
告
の
概
要
を
の
べ
る
。

一
、
氏
は
、
輪
船
招
商
局
、
開
平
砥
務
局
を
素
材
と
し
て
分
析
し
、
洋
務
政
策

に
お
け
旦
洋
務
派
官
僚
の
非
軍
事
産
業
移
植
の
意
図
を
、
軍
事
費
の
調
達
に

求
め
る
。
・
つ
ま
り
、
洋
務
派
官
僚
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
軍
事
力
強
化
の
た
め

の
軍
事
産
業
、
そ
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
直
接
的
祁
坑
と
し
て
、
非
軍

事
産
業
は
移
植
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
い
わ
ゆ
る
官
督
商
弁
と
い
う
官
僚
の
支

配
・
保
護
の
強
い
企
業
形
態
が
生
じ
た
。

二
、
こ
の
時
期
に
は
、
既
に
、
民
間
資
本
に
よ
る
資
本
主
義
の
移
植
が
、
田
矩
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