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１　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
、
部
落
差
別
解
消
推
進
法
が
参
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
成
立

し
た
。「
部
落
差
別
」
の
言
葉
を
冠
し
た
初
め
て
の
法
律
で
、「
こ
の
法
律
は
、
現
在
も
な
お

部
落
差
別
が
存
在
す
る
と
と
も
に
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
、
国
や
自
治
体
の
責
務
と
し

て
相
談
態
勢
の
充
実
や
教
育
・
啓
発
・
実
態
調
査
の
実
施
を
明
記
し
た
。
自
由
民
主
党
や
部

落
解
放
同
盟
が
成
立
に
向
け
推
進
し
て
き
た
こ
の
法
律
に
対
し
て
、
日
本
共
産
党
お
よ
び
部

落
問
題
研
究
所
か
ら
は
「
部
落
差
別
を
固
定
化
・
永
久
化
す
る
重
大
な
危
険
性
を
持
つ
同
法

案
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
」（2016.12.9

）
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
現
在
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
部
落
問
題
に
関
す
る
法
律
が
戦
後
初
め
て
制
定
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
の

「
同
和
対
策
特
別
措
置
法
」
で
あ
る
。
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
Ｈ
Ｐ
で
は
本
法

律
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
と
制
定
さ
れ
て
か
ら
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

一
九
六
一
年
、
総
理
府
（
現
・
内
閣
府
）
の
付
属
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
同
和
対
策

審
議
会
は
、
同
和
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
総
理
大
臣
の
諮
問
に
対
し

て
、
六
五
年
に
答
申
を
出
し
た
（
同
対
審
答
申
）。
こ
の
答
申
の
な
か
で
、
特
に
緊
急

を
要
す
る
課
題
と
し
て
特
別
措
置
法
の
制
定
な
ど
六
項
目
が
掲
げ
ら
れ
た
。
政
府
は
こ

れ
に
基
づ
き
、
法
案
を
国
会
に
提
出
し
、
一
九
六
九
年
に
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

が
成
立
し
た
。
同
対
法
は
一
〇
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
が
三
年
間
延
長
さ
れ
、
そ

の
後
、
新
た
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
被
差
別
部
落
の
環
境
改
善
や
差
別
の
解
消
を
目

的
と
し
た
一
連
の
法
律
を
同
和
対
策
法
と
総
称
す
る
。
最
後
の
同
和
対
策
法
が
失
効
す

る
二
〇
〇
二
年
度
末
ま
で
の
三
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
主
に
住
環
境
整
備
（
生
活
道
路

の
設
置
、
河
川
の
堤
防
の
改
修
）、
公
営
住
宅
や
社
会
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
高
齢
者
施

設
、隣
保
館
）
の
建
設
、雇
用
の
創
出
、奨
学
金
な
ど
の
特
別
対
策
事
業
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
国
家
行
政
主
導
に
よ
る
被
差
別
部
落
へ
の
改
善
が

推
し
進
め
ら
れ
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
国
家
か
ら
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
部
落
問
題
が
運
動
に
よ
っ
て
「
公
共
性
」
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

こ
で
獲
得
さ
れ
て
い
く
資
源
の
内
実
は
「
主
に
住
環
境
整
備
（
生
活
道
路
の
設
置
、
河
川
の

堤
防
の
改
修
）、公
営
住
宅
や
社
会
福
祉
施
設
（
保
育
所
、高
齢
者
施
設
、隣
保
館
）
の
建
設
、

雇
用
の
創
出
、
奨
学
金
」
と
い
っ
た
実
生
活
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
り
、
部
落
解
放
運
動
が

最
も
重
要
視
し
た
の
が
こ
れ
ら
の
資
源
の
確
保
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
当
時
、
運
動
内
部
で
は
こ
う
い
っ
た
社
会
生
活
上
の
要
求
だ
け
で
は
な
く
、
表
現

活
動
や
文
化
活
動
に
関
す
る
多
様
な
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
問
題
に
関

す
る
歴
史
学
や
社
会
学
、
ひ
い
て
は
文
学
研
究
で
は
目
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
本
稿
で
は
、
一
九
七
五
年
に
野
間
宏
を
議
長
に
結
成
さ
れ
た

「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」
の
機
関
誌
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
お
よ
び
、
部
落
解

放
運
動
に
お
け
る
文
化
活
動
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
土
方
鉄
を
中
心
に
発
刊
さ

れ
た
文
芸
季
刊
誌
（
現
在
は
文
芸
誌
）『
革
』
の
運
動
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
こ
で
、「
公
共

性
」
や
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
が
提
唱
し
た
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政

治
」
と
い
う
理
論
的
な
枠
組
み
を
援
用
し
、
そ
の
枠
組
み
で
部
落
解
放
運
動
を
捉
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
解
放
運
動
史
か
ら
零
れ
落
ち
て
き
た
部
落
解
放
運
動
を
め
ぐ

る
文
化
活
動
の
重
要
性
や
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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２　
「
公
共
性
」
論
と
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」

　

公
共
性
に
関
す
る
議
論
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
や
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
を
始
め
、

膨
大
な
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
ニ
ー
ズ
解

釈
の
政
治
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
絞
っ
て
整
理
す
る
。

　

社
会
学
者
の
須
賀
晃
一
は
「
公
共
性
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　

公
共
性
は
、
あ
る
集
団
の
横
成
員
全
体
に
関
係
す
る
秩
序
の
あ
り
方
を
示
す
言
葉
で

あ
り
、
一
般
的
に
は
公
共
善
の
実
現
と
促
進
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
民
主

的
社
会
に
お
い
て
は
、
開
放
性
、
公
開
性
、
平
等
性
、
衡
平
性
、
公
正
性
な
ど
を
含
む

概
念
と
し
て
、
し
ば
し
ば
理
解
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
市
民
的
公
共
性
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
開
放
性
と
不
特
定
性
の
下
で
無
名
の
個
々
人
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
平

等
な
関
係
と
連
帯
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
市
民
的
公
共
性
の
下
で
は
、
各
人
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
た
個
人
と
し
て
公
正
に
扱
わ
れ
る
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
規
則
に
従
い
、
世
論
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
理
性
の
公
共
的
使
用
に
努
め
る
こ

と
を
仮
定
し
て
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
が

集
ま
っ
て
世
論
を
形
成
す
る
場
が
「
公
共
の
場
」、「
公
共
領
域
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
で

あ
る
。（2010:82

）

　

こ
う
し
た
「
公
共
の
場
」「
公
共
領
域
」
に
関
し
て
齋
藤
純
一
（2000:12

）
は
「
重
要
な

の
は
、
公
私
の
区
別
わ
き
ま
え
、
公
共
の
場
に
相
応
し
い
テ
ー
マ
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
暗
黙
の
規
範
的
要
求
の
問
題
で
あ
る
」と
指
摘
し
、こ
の
問
題
が
重
要
な
の
は「『
公

共
的
な
も
の
』
は
、何
を
『
個
人
的
な
も
の
』『
私
的
な
も
の
』
と
し
て
定
義
す
る
か
に
よ
っ

て
反
照
的
に
定
義
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
近
代
に
お
け
る
「
公
共
性
」

は
多
く
の
事
柄
を
「
私
的
な
も
の
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
定
義
し
、「
公
私
を
分

け
る
境
界
線
は
言
説
に
依
拠
す
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
」
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
公
共
の

場
や
公
共
領
域
に
お
い
て
、
公
私
の
区
別
が
重
要
視
さ
れ
、
公
共
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー

マ
が
そ
の
場
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
代
以
降
、
そ
う
し
た
公
私
の
区
別
の
境

界
線
が
揺
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
斎
藤
が
注
目
す
る
の
は
、
自
由
時
間
や
文
化
の
支
配
的
な
コ
ー
ド
な
ど
「
眼
に
見

え
な
い
資
源
」、
す
な
わ
ち
「
言
説
の
資
源
」（discursive resources

）
で
あ
る
。
そ
の

具
体
に
つ
い
て
齋
藤
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

言
説
の
資
源
は
、
第
一
に
、
人
び
と
が
ど
の
よ
う
な
語
彙
を
も
っ
て
い
る
か
に
か
か
わ

る
。
自
ら
の
問
題
関
心
を
説
明
し
、
他
者
を
説
得
し
う
る
理
由
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、

当
面
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
相
応
し
い
（
と
さ
れ
て
い
る
）
言
葉
を
あ
る
程
度
自
由
に
使

用
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（2000:9-10

）

　

齋
藤
は
、
こ
う
し
た
「
言
説
の
資
源
」
が
公
共
性
へ
の
実
質
的
な
ア
ク
セ
ス
を
根
本
か
ら

左
右
し
、公
共
性
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、ほ
か
で
も
な
く
言
葉
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
を
用
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
言
説
の
資
源
」
に
恵
ま
れ
た
者
た
ち
が
「
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
」（
文
化
的
・
政
治
的
に
他
者
を
指
導
す
る
力
）
を
握
る
、
と
い
う
問
題
を
指
摘
し

て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
言
説
の
資
源
」
を
有
す
る
こ
と
が
「
公
共
性
」
に
参
加
す
る
権
利
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
は
例
え
ば
「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
」
と
い
う

一
時
期
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
標
語
が
、
性
別
役
割
分
業
を
正
当
化
す
る
言
説
に
よ
っ
て
公
共

性
か
ら
排
除
さ
れ
た
家
事
労
働
や
ケ
ア
・
ワ
ー
ク
な
ど
を
政
治
的
な
争
点
と
し
て
浮
か
び
上

が
ら
せ
た
事
例
に
あ
て
は
ま
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
「
言
説
の
資
源
」
を
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
問
題
解
決
の
方
法
と
し

て
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
は
「
討
議
理
論
」
を
提
唱
す
る
が
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

公
共
性
は
、
そ
れ
自
身
の
理
念
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
で
原
理
的
に
各
人
が
同
じ
機
会
を

も
っ
て
各
自
の
好
み
や
願
望
や
主
義
を
申
告
す
る
権
利
を
も
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、

民
主
主
義
の
原
理
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
た
だ
の
意
見

（opinions

）
に
す
ぎ
な
い
。
公
共
性
は
、
こ
れ
ら
の
個
人
的
意
見
が
公
衆
の
論
議
の

中
で
公
共
の
意
見
、
公
論
（opinion publique

）
と
し
て
熟
成
す
る
こ
と
が
で
き
た

か
ぎ
り
で
の
み
、
実
現
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。（1994:288

）

　

つ
ま
り
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
様
々
な
問
題
に
関
し
て
、
た
だ
意
見
を
述
べ
る
場
で
は
な
く
、

個
人
的
意
見
が
討
議
さ
れ
、
公
共
的
な
意
見
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
で
、
公
共
性
は
実
現
さ

れ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ハ
ー
バ
マ
ス
の
解
釈
を
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
「
ま
っ
た
く
評
価
に
値
し
な
い
」

と
批
判
す
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
自
由
主
義
的
な
公
共
圏
を
醸

成
さ
せ
た
国
々
で
は
、
市
民
的
・
職
業
的
・
文
化
的
な
ク
ラ
ブ
や
団
体
の
集
合
が
出
現
す
る

が
、
そ
の
集
団
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
誰
で
も
接
近
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層

男
性
た
ち
の
権
力
の
基
盤
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
事
例
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
主
張

す
る
。接

近
可
能
性
や
合
理
性
や
地
位
の
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
を
維
持
す
る
こ
と
を
押
し
つ
け
る

公
開
の
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
討
議
（discourse of publicity

）
そ
の
も
の
が
、
差
異
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化
の
戦
略
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
、

公
開
の
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
討
義
を
お
の
ず
と
妥
協
的
な
も
の
に
し
て
い
く
運
命
に
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。（
中
略
＝
論
者
）
さ
ら
に
、
問
題
な
の
は
、
ハ
ー
バ

マ
ス
が
自
由
主
義
的
な
公
共
圏
を
理
想
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
非
自
由
主

義
的
で
、
非
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
、
競
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
圏
に
つ
い
て
検
証
で
き

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
ほ
か
の
競
合
し
あ
う
さ
ま
ざ

ま
な
公
共
圏
に
つ
い
て
検
証
で
き
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
由
主
義
的
な
公
共
圏
を
理

想
化
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（1999

）

　

フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
非
自
由
主
義
的
で
、
非
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
、
競
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
公

共
圏
に
つ
い
て
検
証
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
ハ
ー
バ
マ
ス
批
判
は
、
ハ
ー
バ
マ
ス
の
構
想

し
て
い
た
公
共
圏
を
脱
構
築
す
る
指
摘
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
ハ
ー
バ
マ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
必
要

は
、人
間
の
欲
求
や
不
安
の
う
ち
で
常
に
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

大
い
に
富
ん
で
い
る
協
同
体
と
い
う
も
の
は
、
住
民
の
中
に
無
関
心
が
広
が
り
、
逆
に
創
意

が
な
く
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
生
命
の
必
要
は
、
こ
の
よ
う
な
明
白
な
脅
威
も
防
ぐ
の
で
あ

る
」（1958=1994:100

）
と
い
う
「
ニ
ー
ズ
」
の
解
釈
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
批
判

を
加
え
る
。

彼
女
（
ア
ー
レ
ン
ト
※
論
者
注
）
は
、
ニ
ー
ズ
と
は
完
全
に
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
永

久
に
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、ニ
ー

ズ
は
純
粋
に
政
治
的
局
面
に
い
た
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ニ
ー
ズ
が
私
的
領
域
か
ら
社
会

的
領
域
へ
と
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
も
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
私
は
、
ニ
ー
ズ
は
単
純
化
で
き
な
い
ほ
ど
に
解
釈
可
能
な

も
の
で
あ
り
、
ニ
ー
ズ
の
解
釈
は
、
原
則
と
し
て
議
論
と
し
て
構
想
さ
れ
う
る
も
の
だ

と
考
え
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
ズ
が
「
私
的
」
な
も
の
か
ら
社
会
的
な
も
の

へ
と
出
現
す
る
こ
と
は
、
肯
定
的
な
発
展
で
あ
る
と
い
え
る
。（1989:162

）

　

つ
ま
り
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が
求
め
る
公
共
的
な
空
間
と
は
、
自
由
主
義
的
な
公
共
圏
か
ら
周

縁
化
さ
れ
る
公
共
圏
を
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
ら
各
集
団
、
各
個
人
に
「
ニ
ー
ズ
」
が
備
わ
っ

て
お
り
、
個
人
的
な
「
ニ
ー
ズ
」
の
解
釈
を
、
議
論
に
よ
っ
て
社
会
的
な
場
へ
と
出
現
さ
せ

る
、そ
う
い
っ
た
空
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、こ
の
公
共
的
な
空
間
を
フ
レ
イ
ザ
ー

は
「
対
抗
的
な
公
共
圏
」
と
よ
ぶ
。

　

こ
の
「
対
抗
的
な
公
共
圏
」
に
つ
い
て
齋
藤
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

こ
の
公
共
圏
で
は
、
支
配
的
な
公
共
圏
と
は
相
対
的
に
異
な
っ
た
「
言
説
の
資
源
」
が

形
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
た
ち
の
「
ニ
ー
ズ
」
に
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
解
釈
を

問
題
化
し
、
自
分
た
ち
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
な
る
も
の
を
疑

問
に
付
し
、「
異
常
で
あ
る
」「
劣
っ
て
い
る
」「
遅
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
仕
方
で
貶

め
ら
れ
て
き
た
自
分
た
ち
の
生
の
あ
り
方
を
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
返
し
…
…

と
い
う
再
解
釈
・
再
定
義
の
実
践
が
試
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。（
中
略
＝
論
者
）
こ
の
公

共
圏
で
は
、
自
分
が
語
る
意
見
に
耳
が
傾
け
ら
れ
る
と
い
う
経
験
、
少
な
く
と
も
自
分

の
存
在
が
無
視
さ
れ
な
い
と
い
う
経
験
が
可
能
と
な
る
。（2000:14-15

）

　

齋
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
構
想
す
る
「
対
抗
的
な
公
共
圏
」
で
は
、
そ

れ
ま
で
貼
り
付
け
ら
れ
て
き
た
負
の
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
の
自
ら
の
生
を
再
解
釈
・
再
定
義
し

て
い
く
討
議
の
空
間
が
形
成
さ
れ
、
周
縁
化
さ
れ
る
存
在
の
な
い
公
共
圏
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
齋
藤
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」
に
関
し
て
、「
貨

幣
も
し
く
は
物
資
的
な
財
の
供
給
に
よ
っ
て
対
応
し
が
た
い
解
釈
が
か
な
り
広
範
に
提
起
さ

れ
て
き
て
」
お
り
、「
解
釈
の
変
更
の
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
本
人
に
帰
責
で
き
な
い
理

由
に
よ
る
受
苦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犠
牲
者
が
私
的
に
堪
え
て
し
か
る
べ
き
「
不
運
」
で
は
な

く
、
公
共
的
な
支
援
を
要
求
し
う
る
「
不
正
義
」
で
あ
る
と
い
う
問
題
の
と
ら
え
返
し
が
あ

る
」
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
解
釈
の
多
様
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

ま
た
、
民
族
や
言
語
や
性
的
指
向
な
ど
に
お
け
る
少
数
者
が
、
彼
女
／
彼
ら
の
価
値
を

蔑
視
し
、
そ
の
尊
厳
を
損
な
う
「
文
化
的
な
加
害
」（cultural harm

s

）
に
対
し
て

提
起
し
て
い
る
、
承
認
の
要
求
も
新
し
い
解
釈
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
多
数
者
文
化
に
よ
る
「
承
認
」（m

isrecognition

）
は
、
や
は
り
人
び

と
の
生
を
深
く
傷
つ
け
る
「
不
正
義
」
と
し
て
解
釈
し
直
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

（2008=2020:121

）

　

こ
こ
で
齋
藤
の
言
う
「
承
認
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ

ト
に
よ
る
論
集
『
再
配
分
か
承
認
か
？　

政
治
哲
学
論
争
』（2012

）
で
の
議
論
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
理
論
的
な
枠
組
み
で
は
、「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」よ
り
も
、

こ
の
「
承
認
」
に
関
す
る
議
論
の
方
が
一
般
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
集

の
監
訳
者
加
藤
泰
史
の
あ
と
が
き
で
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
論
争
の
要
点
が
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ホ
ネ
ッ
ト
は
「
承
認
」
を
め
ぐ
る
闘
争
が
再

配
分
を
め
ぐ
る
闘
争
の
副
産
物
だ
と
見
な
す
経
済
主
義
的
な
見
方
を
不
適
切
な
説
明
で
あ
る

と
共
通
認
識
を
も
っ
た
う
え
で
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
「『
再
配
分
』
を
『
承
認
』
に
包
摂
し
よ
う
」

と
試
み
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
そ
れ
に
対
し
て
、「『
再
配
分
』
の
政
治
を
周
縁
化
し
て
さ
ら
に
は

隠
蔽
し
て
し
ま
い
、
こ
こ
に
は
『
承
認
』
の
政
治
が
経
済
的
不
平
等
を
助
長
し
か
ね
な
い
危
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険
性
す
ら
潜
ん
で
い
る
」（2012:317

）
と
論
難
し
た
。
こ
う
し
た
、フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
承
認
」

概
念
は
論
集
「
序
文
」
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
承
認
な
ら
び
に
再
配
分
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
正
義
に

と
っ
て
等
根
源
的
で
そ
れ
ゆ
え
相
互
に
還
元
不
可
能
な
次
元
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
二
元
論
」
を
提
唱
す
る
。（2012:5

）

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
フ
レ
イ
ザ
ー
は
「
再
配
分
」
を
め
ぐ
る
闘
争
も
「
承
認
」
を

め
ぐ
る
闘
争
も
、
ど
ち
ら
も
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
同
等
な
参
加
を
許
す
社
会
制
度
の
確

立
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
う
し
た
「
承
認
」
論
や
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

立
場
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
へ
議
論
を
展
開
さ
せ
る
が
、

こ
う
し
た
議
論
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
部
落
解
放
運
動
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る

と
言
え
る
。
前
述
の
理
論
的
な
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
、
部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
「
承
認
」、

「
ニ
ー
ズ
解
釈
」
に
関
し
て
次
節
で
整
理
す
る
。

３　

部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」

　

齋
藤
や
ハ
ー
バ
マ
ス
の
公
共
性
の
議
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
部
落
解
放
運
動
と
い
う
社
会

運
動
そ
れ
自
体
が
、「
言
説
の
資
源
」
を
得
る
た
め
の
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
確
認
で

き
る
。

　

近
代
化
が
す
す
む
な
か
で
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
一
八
七
一
年
「
穢
多
非
人
等
ノ
称
被
廃

候
条
自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」（
賤
民
廃
止
令
、

賤
称
廃
止
令
と
も
呼
ぶ
）
が
太
政
官
布
告
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
。
し
か
し
、
人
々
の
中
で
は

依
然
と
し
て
差
別
意
識
が
残
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
呼
び
名
や
認
識
は
変
わ
り
な
が

ら
も
部
落
差
別
は
残
り
続
け
て
き
た
。
そ
う
し
た
従
属
化
さ
れ
て
き
た
社
会
集
団
と
し
て
の

部
落
民
の
声
は
「
全
国
水
平
社
」
に
よ
っ
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
を
め
ぐ
る
運
動
の
混
迷
に
よ
り
、敗
戦
を
ま
た
い
だ
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
な
お
、

差
別
さ
れ
る
／
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
社
会
一
般
で
は
蔓
延
っ
て
い

た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、一
九
六
〇
年
代
か
ら
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
部
落
解
放
運
動
に
お
い
て
、

ま
ず
要
求
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
が
「
部
落
解
放
国
策
樹
立
要
請
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
動
は
、

一
九
五
八
年
一
月
一
四
日
に
当
時
の
部
落
解
放
同
盟
常
任
中
央
委
員
の
朝
田
善
之
助
ら
が
厚

生
、
労
働
、
関
係
各
省
に
協
力
を
呼
び
か
け
、
内
閣
に
部
落
対
策
審
議
会
の
設
置
を
陳
情
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。
翌
年
の
三
月
に
は
当
時
の
与
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
に
よ
っ
て
「
同
和

対
策
特
別
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
五
月
に
は
委
員
会
の
作
成
し
た
「
同
和
対
策
要
綱
」
が

政
府
に
了
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
翌
年
の
五
月
に
「
同
和
対
策
審
議
会
設
置
法
」

が
制
定
さ
れ
、
本
格
的
に
国
に
依
る
部
落
問
題
の
検
討
が
始
ま
る
。
こ
の
動
き
は
部
落
の
民

衆
に
も
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
一
九
六
一
年
九
月
一
五
日
の
『
解
放
新
聞
』
に
は
「
福

岡
―
東
京
一
、四
〇
〇
キ
ロ
の
大
請
願
行
進
は
じ
ま
る
」
と
い
う
見
出
し
で
九
月
一
一
日
に

請
願
行
進
隊
が
福
岡
市
役
所
を
出
発
し
た
旨
が
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
、
一
九
六
五
年
の
「
同

和
対
策
審
議
会
答
申
」
お
よ
び
一
九
六
九
年
の
同
和
対
策
特
別
措
置
法
の
制
定
へ
と
結
実
す

る
こ
と
と
な
る
。

　

同
法
律
第
四
条
「
同
和
対
策
事
業
の
目
標
」
で
は
、「
対
象
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の

改
善
、
社
会
福
祉
の
増
進
、
産
業
の
振
興
、
職
業
の
安
定
、
教
育
の
充
実
、
人
権
擁
護
活
動

の
強
化
等
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
地
域
の
住
民
の
社
会
的
経
済
的
地
位
の
向
上
を
不

当
に
は
ば
む
諸
要
因
を
解
消
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
具
体
的
な
国
の
施

策
と
し
て
次
の
七
点
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一　

対
象
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
地
区
の
整
理
、
住
宅
事
情

の
改
善
、
公
共
施
設
及
び
生
活
環
境
施
設
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二　

対
象
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
を
図
る
た
め
、

社
会
福
祉
施
設
、
保
健
衛
生
施
設
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三　

対
象
地
域
に
お
け
る
農
林
漁
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
農
林
漁
業
の
生
産
基
盤
の

整
備
及
び
開
発
並
び
に
経
営
の
近
代
化
の
た
め
の
施
設
の
導
入
等
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

四　

対
象
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
中
小
企
業
の
経
営
の
合
理

化
、
設
備
の
近
代
化
、
技
術
の
向
上
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五　

対
象
地
域
の
住
民
の
雇
用
の
促
進
及
び
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
職
業
指
導
及

び
職
業
訓
練
の
充
実
、
職
業
紹
介
の
推
進
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六　

対
象
地
域
の
住
民
に
対
す
る
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
進

学
の
奨
励
、
社
会
教
育
施
設
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七　

対
象
地
域
の
住
民
に
対
す
る
人
権
擁
護
活
動
の
強
化
を
図
る
た
め
、
人
権
擁
護
機

関
の
充
実
、
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
、
人
権
相
談
活
動
の
推
進
等
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。（1969.7.10

）

　

ま
た
、「
六
」
と
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
、
一
九
六
六
年
に
は
経
済
的
な
理
由
で
進
学
が

困
難
な
対
象
地
域
の
同
和
関
係
者
の
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
・
短
期
大
学
へ
の
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進
学
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
奨
学
金
等
を
貸
与
す
る
進
学
奨
励
事
業
を
行
う
府
県
・
指
定
都

市
に
対
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
経
費
の
三
分
の
二
を
補
助
す
る
「
同
和
対
策
高
等
学
校
等
進

学
奨
励
費
補
助
事
業
」
が
文
部
省
に
よ
り
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
部
落
解
放
運
動
が
フ
レ
イ
ザ
ー
の
い
う
「
自
分
た
ち
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
利
害
、
必
要
に
つ
い
て
反
体
制
的
な
解
釈
を
組
み
立
て
得
る
よ
う
な
対
抗

的
言
説
を
発
明
し
伝
達
す
る
並
行
的
な
言
説
＝
討
議
の
ア
リ
ー
ナ
」
を
形
成
す
る
「
サ
バ
ル

タ
ン
対
抗
公
共
性
」
と
し
て
、
国
家
や
行
政
と
の
討
議
を
通
し
て
、
住
環
境
の
整
備
や
雇
用

の
創
出
と
い
っ
た
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
実
生
活
に
関
わ
る
ニ
ー
ズ
と
は
別
の
ニ
ー
ズ
も
部
落
解
放
運
動
内
部

に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
先
に
示
し
た
野
間
宏
や
土
方
鉄
ら
を
中
心
と
し
た
部
落
解
放
運
動
に

お
け
る
文
化
活
動
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ー
ズ
は
齋
藤
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
民
族
や
言
語
や
性
的

指
向
な
ど
に
お
け
る
少
数
者
が
、彼
女
／
彼
ら
の
価
値
を
蔑
視
し
、そ
の
尊
厳
を
損
な
う
『
文

化
的
な
加
害
』（cultural harm

s

）
に
対
し
て
提
起
し
て
い
る
、
承
認
の
要
求
」
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
内
実
に
つ
い
て
、
次
節
で
確
認
し
て
い
く
。

４　

部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
文
化
活
動
と
い
う
「
ニ
ー
ズ
」

　

法
制
定
な
ど
の
ニ
ー
ズ
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
文
化
活
動
の

ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
を
見
せ
始
め
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と

し
て
一
九
七
四
年
の
「
部
落
解
放
文
学
賞
」
の
創
設
、
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
に
議
長
を

野
間
宏
が
務
め
、事
務
局
長
を
土
方
鉄
が
務
め
た
「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」
の
結
成
、

一
九
七
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
、
現
在
ま
で
続
く
文
芸
季
刊
誌
『
革
』
の
創
刊
が
挙
げ
ら

れ
る
。「
部
落
解
放
文
学
賞
」
に
関
し
て
は
、
拙
稿
（2020

）
に
お
い
て
、
設
立
の
経
緯
や

入
選
作
の
内
容
な
ど
詳
し
く
論
じ
て
い
る
た
め
、本
稿
で
は
特
に
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』

と
『
革
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」
は
そ
の
規
約
前
文
で
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
国
で
、
文
学
、
芸
術
、
諸
科
学
の
も
つ
重
要
な
意
義
を
把
握
し
、

運
動
が
要
請
す
る
課
題
に
応
え
た
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
分
野
の
内
外
で
、
こ
の
要
請
に
、
自
発
的
・
主
体
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
、
真
の
連
帯
と
考
え
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
観
点
に
立
っ
て
、
部
落
解
放

同
盟
と
の
連
帯
、
協
力
関
係
を
恒
常
的
に
う
ち
た
て
る
と
と
も
に
、
幅
広
く
、
文
化
関

係
者
や
研
究
者
を
結
集
し
、
わ
が
国
の
い
っ
さ
い
の
差
別
を
根
絶
し
て
い
く
た
め
に
活

動
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
部
落
解
放
同
盟
に
お
け
る
文
化
活
動
推
進
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
団
体

で
あ
る
。
こ
の
団
体
の
刊
行
し
て
い
る
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
で
は
、詩
や
小
説
と
い
っ

た
文
芸
作
品
を
掲
載
し
た
り
、歴
史
学
者
や
社
会
学
者
な
ど
の
評
論
や
部
落
や
在
日
朝
鮮
人
、

沖
縄
、
ア
イ
ヌ
と
い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
全
般
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
が
掲
載
さ
れ
た
り

す
る
な
ど
、
総
合
雑
誌
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
。

　
「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」
が
結
成
さ
れ
る
に
至
る
大
き
な
要
因
と
し
て
結
成
の
前

年
に
部
落
解
放
同
盟
が
第
三
十
回
全
国
大
会
に
お
い
て
、「
被
差
別
統
一
戦
線
の
結
成
」
が

運
動
方
針
に
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
で
は
、「
部
落
解
放
同
盟
は
、
部
落
差

別
を
ゆ
る
さ
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
の
差
別
を
ゆ
る
さ
な
い
と
い
う
立
場
」
に
立
ち
、「
在

日
朝
鮮
人
、
ア
イ
ヌ
人
、
沖
縄
県
民
は
じ
め
南
西
諸
島
出
身
者
、
身
障
者
、
農
村
・
産
炭
地

か
ら
投
げ
出
さ
れ
た
未
組
織
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
歴
史
的
・
社
会
的
関
係
に
お
い

て
差
別
さ
れ
、
停
滞
的
過
剰
人
口
と
し
て
慢
性
的
な
失
業
、
半
失
業
の
状
態
に
お
か
れ
て
」

お
り
、
部
落
差
別
と
の
た
た
か
い
を
発
展
さ
せ
る
な
か
で
、「
こ
れ
ら
の
人
々
の
具
体
的
な

闘
い
を
積
極
的
に
支
持
・
支
援
す
る
」
こ
と
が
決
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（1980a

）

　

そ
う
し
た
部
落
解
放
同
盟
の
運
動
方
針
に
沿
う
形
で
、「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」

は
結
成
さ
れ
、刊
行
さ
れ
る『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』で
は
在
日
朝
鮮
人
や
ア
イ
ヌ
の
人
々
、

障
害
者
と
の
対
談
や
彼
ら
自
身
に
よ
る
評
論
や
文
学
作
品
が
各
号
で
掲
載
さ
れ
、
刊
行
さ
れ

て
い
っ
た
。

　
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
第
二
巻
（
一
九
七
七
年
春
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
座
談
会
「
被

差
別
大
衆
の
生
活
と
文
化
―
―
在
日
朝
鮮
人
」（
金
時
鐘
・
土
方
鉄
・
村
田
拓
）
で
は
、
土

方
と
金
時
鐘
の
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
対
話
が
見
ら
れ
る
。

土
方　

 　

解
放
同
盟
自
身
、
文
化
・
芸
術
に
対
す
る
考
え
が
、
き
わ
め
て
低
い
状
態
で

し
ょ
う
。
ぽ
く
の
書
い
て
る
小
説
な
ん
か
、
被
差
別
部
落
内
部
の
否
定
的
な
部

分
を
露
骨
的
に
書
い
て
い
て
、
同
盟
員
で
な
か
っ
た
ら
糾
弾
さ
れ
る
作
品
だ
な

ん
て
、
い
っ
て
る
人
が
い
る
ぐ
ら
い
で
す
し
…
ま
あ
、
そ
う
い
う
人
は
、
ま
だ

読
ん
で
い
て
く
れ
て
る
ん
で
す
が
、
読
ん
で
も
く
れ
て
い
な
い
人
の
方
が
多
い

で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
い
て
、一
方
で
は
、被
差
別
部
落
の
若
者
が
読
む
と
、い
っ

ぺ
ん
に
元
気
が
で
て
、
闘
い
に
参
加
し
た
く
な
る
よ
う
な
小
説
を
書
け
み
た
い

な
、
期
待
と
声
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
文
学
に
速
効
性
を
求
め
、
宣
伝
小
説
を
期

待
さ
れ
て
る
な
ん
て
、
つ
ら
い
で
す
よ
ね
。

金　
　

 　

全
く
土
方
さ
ん
も
ぼ
く
と
同
じ
と
こ
ろ
で
悩
ん
で
い
る
よ
う
で
す
ね
。
組
織
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が
ひ
と
つ
の
有
効
な
動
き
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
く
と
ね
、
ど
う
し
て

も
、創
造
行
為
ま
で
が
そ
の
組
織
の
緊
要
な
要
求
と
か
ら
ま
っ
て
し
ま
っ
て
ね
。

文
学
な
ら
文
学
と
い
う
も
の
が
、
い
い
も
ん
だ
と
か
、
大
事
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
組
織
と
し
て
は
有
力
な
高
揚
、
組
織
力
と
し

て
文
学
の
機
能
を
動
員
し
よ
う
と
、
ひ
と
つ
の
必
然
の
よ
う
に
政
治
的
要
求
を

だ
し
て
く
る
。
こ
れ
は
も
う
、
社
会
主
義
革
命
を
な
し
え
た
国
で
も
、
そ
れ
ま

で
の
文
学
が
民
族
遺
産
に
は
な
ら
ず
じ
ま
い
で
か
す
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
い

こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。（1977

）

　

こ
の
対
話
か
ら
は
、
運
動
内
部
に
お
い
て
、
土
方
ら
文
化
活
動
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
勢

力
は
か
な
り
弱
い
立
場
に
あ
り
、
創
作
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
運
動
へ
の
動
員
に
役
立
つ
よ

う
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
典
型
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、

一
九
六
三
年
に
発
生
し
た
狭
山
事
件
を
主
題
と
し
、逮
捕
さ
れ
た
石
川
一
雄
に
焦
点
を
当
て
、

そ
の
無
実
を
訴
え
た
映
画
『
狭
山
の
黒
い
雨
』
で
あ
ろ
う
。
本
作
は
一
九
七
三
年
一
一
月

二
三
日
に
公
開
さ
れ
た
35
ミ
リ
白
黒
版
で
、
上
映
時
間
は
一
時
間
四
六
分
、
監
督
は
須
藤
久
、

脚
本
を
土
方
が
手
掛
け
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
が
製
作
し
た
。
一
九
七
三
年
一
〇

月
二
二
日
の
『
解
放
新
聞
』
で
は
、
公
開
さ
れ
る
一
か
月
前
か
ら
「
絶
好
の
狭
山
闘
争
の
武

器
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
大
々
的
に
報
道
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
情
宣
活
動

は
公
開
後
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
公
開
一
か
月
後
の
一
九
七
三
年
一
二
月
三
一
日
に
は

「
愛
知
で
『
黒
い
雨
』　

社
会
党
県
本
部
が
主
催
で
」
と
い
う
見
出
し
、
翌
年
一
九
七
四
年
七

月
八
日
に
は
「
埼
玉
、
第
一
次
上
映
運
動　
『
狭
山
の
黒
い
雨
』
に
感
銘
」、
同
年
九
月
二
三

日
に
は
「
上
越
支
部
が
狭
山
集
会
『
黒
い
雨
』
上
映
活
動
と
結
合
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
大

阪
を
皮
切
り
に
全
国
各
地
で
上
映
活
動
が
取
り
組
ま
れ
る
様
子
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
う
い
っ
た
上
映
活
動
を
推
し
進
め
る
た
め
に
、
部
落
解
放
同
盟
は
上
映
運
動
の
協
力

を
要
請
し
、
各
都
道
府
県
の
部
落
解
放
同
盟
連
合
会
に
『
狭
山
の
黒
い
雨
』
上
映
実
行
委
員

会
を
設
置
す
る
こ
と
を
求
め
る
記
事
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
映
画
の
主
軸
と
も
な
る
脚
本
を
手
掛
け
た
土

方
の
表
現
は
、
運
動
の
要
請
に
応
え
る
た
め
の
表
現
と
し
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
土
方
自
身
、狭
山
事
件
を
創
作
と
し
て
描
く
こ
と
を
前
向
き
に
捉
え
て
い
た
の
だ
が
、

金
と
の
対
談
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
複
雑
な
心
情
で
創
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。

　

一
方
、「
全
く
土
方
さ
ん
も
ぼ
く
と
同
じ
と
こ
ろ
で
悩
ん
で
い
る
よ
う
で
す
ね
」
と
土
方

に
同
意
を
示
す
金
時
鐘
の
言
葉
は
、
一
九
七
七
年
時
点
で
の
組
織
の
問
題
で
は
な
く
、

一
九
五
〇
年
代
末
に
お
け
る
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
（
以
下
、
総
連
）
と
の
対
立
の
こ
と

を
指
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
宋
恵
媛
『「
在
日
朝
鮮
人
文
学
史
」
の
た
め
に
―

―
声
な
き
声
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
』（2014

）
の
第
二
章
「
文
学
史
の
主
流
―
―
在
日
民
族
文

学
運
動
の
主
潮
」
で
、「
金
時
鐘
は
、
日
本
の
現
代
詩
運
動
へ
合
流
し
つ
つ
、
在
日
朝
鮮
人

の
実
存
を
突
き
詰
め
る
こ
と
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
」
の
に
対
し
、「
総
連
主
流
派
は
、

共
和
国
へ
の
愛
国
心
を
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
で
表
現
す
る
こ
と
で
そ
の
克
服
を
目

指
し
た
」（2014:172

）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
創
作

活
動
の
場
は
日
本
語
創
作
を
擁
護
す
る
人
び
と
と
、
朝
鮮
語
創
作
を
支
持
す
る
人
々
と
で
大

き
な
対
立
が
生
じ
て
い
た
。
一
九
五
七
年
七
月
の
在
日
朝
鮮
文
学
会
第
七
次
大
会
で
は
、
こ

の
対
立
が
議
論
の
大
き
な
軸
と
し
て
進
行
す
る
が
、
討
論
の
終
盤
で
は
「
金
時
鐘
や
朴
春
日

は
全
く
発
言
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
司
会
の
金
達
寿
も
ほ
と
ん
ど
発
言
で
き
」
ず
、「
朝
鮮
語

作
家
の
覇
権
掌
握
」
と
宋
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
論
争
に
よ
っ
て
金
時
鐘
は
創
作
活
動
を

一
〇
年
以
上
断
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
金
時
鐘
も
ま
た
、
過
去
に
組
織
と
対
立
す
る
こ
と
で
、

表
現
活
動
に
支
障
を
き
た
し
た
と
い
う
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
土
方
の
葛
藤
に
理
解
を

示
す
発
言
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
金
と
土
方
が
全
く
同
一
の
問
題
を
抱

え
て
い
た
と
ま
と
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
金
に
と
っ
て
組
織
と
は
創
作
活
動
と
い
う
基
盤
が

あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
創
作
方
法
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ
た
組
織
と
の
葛
藤
で
あ
り
、
土
方

が
抱
え
る
そ
れ
は
、
創
作
活
動
そ
の
も
の
が
基
盤
と
し
て
な
い
状
態
で
、
い
か
に
組
織
に
そ

の
有
効
性
や
可
能
性
を
訴
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
言
え
、
両
者
の
間
に
は
組

織
に
対
す
る
葛
藤
に
微
妙
な
認
識
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
こ
に
は
、

部
落
解
放
運
動
と
在
日
朝
鮮
人
運
動
の
創
作
活
動
へ
の
認
識
の
差
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
微
妙
な
ず
れ
は
あ
り
つ
つ
も
、
運
動
に
求
め
ら
れ
る
表
現
だ
け
で
は
い
け
な
い
と

い
う
両
者
に
共
通
す
る
立
ち
位
置
は
、
社
会
学
者
の
藤
井
達
夫
に
よ
る
次
の
指
摘
と
深
く
関

わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

一
方
で
、
従
属
的
な
社
会
集
団
が
、
不
平
等
な
資
源
配
分
の
是
正
を
求
め
て
、
し
た

が
っ
て
拒
否
さ
れ
排
除
さ
れ
て
き
た
自
分
た
ち
の
ニ
ー
ズ
の
社
会
的
承
認
と
国
家
に
よ

る
そ
の
保
障
を
求
め
て
、
そ
れ
ら
を
言
説
に
お
い
て
分
節
化
し
つ
つ
、
支
配
的
な
社
会

集
団
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
既
成
の
ニ
ー
ズ
解
釈
に
挑
戦
す
る
。
他
方
で
、
支
配
的
な

社
会
集
団
は
、
そ
う
し
た
挑
戦
を
退
け
、
社
会
関
係
に
お
け
る
自
ら
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を

維
持
す
る
べ
く
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
自
ら
の
解
釈
を
正
当
な
も
の

に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。（2010:52

）

　

藤
井
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
土
方
や
金
の
置
か
れ
て
い
た
立
ち
位
置
は
「
支
配
的
な
社
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会
集
団
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
既
成
の
ニ
ー
ズ
解
釈
」
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
本
来
社
会
的
承
認
と
国
家
に
よ
る
保
障
を
求
め
て
始
ま
っ

た
部
落
解
放
運
動
と
い
う
場
に
お
い
て
、
文
化
活
動
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
集
団
は

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
従
属
的
な
集
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
運
動
の
主
要
目
的
と
な
る
ニ
ー
ズ
と
は
異
な
る
ニ
ー
ズ

を
求
め
る
土
方
ら
の
要
求
は
「
組
織
力
と
し
て
の
文
学
の
機
能
」
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。
引
用
し
た
対
話
か
ら
は
運
動
内
部
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
階
層
が
浮
か
び
上
が

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
の
性
質
は
先
述
し
た
よ
う
な
部
落
解
放
運
動
の
運

動
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
「
連
帯
」
が
声
高
に
叫
ば
れ
た
時
代
背
景
や
、
部
落
解
放
運
動
と
他

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
興
味
深
い
媒
体
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
母
体

と
な
っ
て
い
る
組
織
は
部
落
解
放
同
盟
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
運
動
と
の
連
携
が
こ
の

雑
誌
の
主
要
目
的
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
文
芸
季
刊
誌
『
革
』
は
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
と
は
明
確
に
異
な
る
理
念

で
創
刊
さ
れ
た
こ
と
が
初
代
編
集
長
の
川
本
祥
一
に
よ
る
『
革
』
発
刊
に
つ
い
て
の
言
葉
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
革
』
は
政
治
的
運
動
体
や
学
問
的
研
究
団
体
の
機
関
誌
や
教
宣
媒
体
と
し
て
で
は
な

く
、
文
学
創
造
を
発
表
す
る
媒
体
と
し
て
独
自
の
道
を
歩
く
。（1987

）

　

こ
う
し
た
理
念
は『
革
』創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た「
座
談
会　

差
別
を
照
射
す
る
文
学
」（
野

間
宏
・
竹
内
泰
宏
・
土
方
鉄
・
村
田
拓
・
岡
庭
昇
・
川
元
祥
一
＝
司
会
）
に
お
け
る
次
の
土

方
の
発
言
に
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

野
間
さ
ん
や
竹
内
さ
ん
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
部
落
解
放
文
学
賞
が
あ
る
わ
け

で
、
今
年
で
第
三
回
選
考
を
や
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
入
選
者
が
で
た
り
、
出
な
か
っ
た
り

し
て
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
部
落
解
放
文
学
賞
と
い
う
形
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
け
で
は
、
充
分
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
反
省
で
す
ね
。
具
体
的
に
は
、
や
っ
ぱ

り
、
部
落
出
身
の
書
き
手
を
、
育
て
て
い
く
よ
う
な
事
を
で
す
ね
。
意
識
的
に
や
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
か
ら
で
す
ね
。
雑
誌
を
と
い
う
計
画
が
具
体
化
し
て
い
っ

た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
だ
か
ら
簡
単
に
い
え
ば
現
在
の
部
落
運
動
の
欠
落
を
う

め
て
ゆ
く
と
い
う
役
目
が
あ
る
わ
け
で
す
。（1977:116-117

）

　

政
治
的
な
主
張
や
学
問
的
な
論
文
の
書
き
手
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
表
現
者
と
し
て
の

部
落
の
書
き
手
の
育
成
を
目
指
す
こ
と
が
『
革
』
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
政
治
的
運
動
体
の

色
が
濃
い
『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
や
部
落
外
か
ら
の
書
き
手
を
幅
広
く
募
集
し
て
い
た

「
部
落
解
放
文
学
賞
」
と
い
う
空
間
で
は
満
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
ニ
ー
ズ
が
『
革
』
に
求

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
部
落
解
放
文
学
賞
が
一
九
七
四
年
、『
差
別
と
た
た

か
う
文
化
』
創
刊
が
一
九
七
五
年
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
七
七
年
に
『
革
』
が
創
刊
さ
れ
る

と
い
っ
た
時
期
的
な
ず
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
文
化
活
動
推
進
派
の
内
的
な
必
然
性
を
備

え
た
ニ
ー
ズ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

部
落
解
放
運
動
史
で
は
、こ
う
し
た
文
学
活
動
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、

運
動
内
部
に
お
け
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
の
錯
綜
が
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
を
再
構
成
す
る
必
要
が

あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
、
文
学
に
よ
っ
て
部
落
問
題
を
、
ひ
い
て
は
差
別
の
問
題
を
捉

え
よ
う
と
す
る
人
々
の
ニ
ー
ズ
解
釈
が
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
部
落
解
放
同
盟
全
国
大
会
の
記
録
を
紐
解
く
と
当
時
の
運
動
主
流
派
の

文
化
活
動
の
認
識
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
九
七
一
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
六
回
全
国

大
会
運
動
方
針
で
は
、「
七
〇
年
の
国
民
大
行
動
の
さ
い
、
部
落
解
放
国
民
大
行
動
隊
の
青

年
隊
員
が
『
差
別
裁
判
打
ち
砕
こ
う
』
と
い
う
う
た
を
作
詞
・
作
曲
し
て
国
民
大
行
動
に
活

力
を
与
え
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
あ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
力
を
ひ
き
出
し
、
組

織
す
る
こ
と
は
同
盟
の
教
宣
・
文
化
活
動
に
も
っ
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
」（1980a:364

）

と
さ
れ
、
ま
た
翌
年
の
第
二
七
回
全
国
大
会
の
一
般
方
針
で
は
、「
と
く
に
中
央
機
関
紙
『
解

放
新
聞
』
は
同
盟
の
地
方
分
散
主
義
的
傾
向
を
克
服
し
、
つ
ね
に
中
央
本
部
の
指
導
方
針
を

全
同
盟
の
前
に
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
各
地
で
た
た
か
わ
れ
て
い
る
解
放
運
動
の
現
実
を
時

を
う
つ
さ
ず
報
道
し
、
一
支
部
、
一
府
県
の
た
た
か
い
を
全
同
盟
員
ひ
と
り
ひ
と
り
の
も
の

と
す
る
た
め
の
重
要
な
任
務
が
あ
る
」（1980a:426

）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
化
活
動
と
い

う
よ
り
は
、
運
動
へ
の
動
員
、
あ
る
い
は
運
動
高
揚
の
た
め
の
教
宣
に
力
点
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
よ
り
、
一
九
七
三
年
の
第
二
八
回
全
国
大
会
一
般

方
針
で
は
、「
文
化
活
動
」
と
い
う
文
言
す
ら
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

し
か
し
、
一
九
七
四
年
第
二
九
回
全
国
大
会
で
、「
教
宣
・
文
化
活
動
を
発
展
さ
せ
よ
う
」

と
い
う
項
目
が
復
活
し
、
一
九
七
一
年
の
文
言
の
後
に
続
い
て
、「
又
部
落
に
埋
も
れ
て
い

る
差
別
と
の
闘
い
の
中
で
生
ま
れ
た
文
化
を
掘
り
お
こ
し
、
又
部
落
大
衆
の
文
化
芸
術
の
才

能
を
育
て
る
た
め
の
取
り
組
み
を
意
識
的
に
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。
又
部
落
解
放
文
化

人
・
知
識
人
と
の
結
合
を
め
ざ
し
て
、
今
準
備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
『
差
別
と
た
た
か
う

文
化
会
議
』〈
仮
称
〉
の
結
成
を
ぜ
ひ
成
功
さ
せ
よ
う
。
そ
し
て
部
落
解
放
運
動
が
、
日
本

の
底
辺
か
ら
の
差
別
と
抑
圧
に
闘
う
文
化
創
造
に
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
こ
う
」

（1980a:582-583

）
と
い
う
文
言
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
一
九
七
五
年
「
差
別
と
た
た
か
う
文
化
会
議
」
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ

に
沿
う
よ
う
に
同
年
の
第
三
〇
回
全
国
大
会
で
は
、「
文
化
活
動
」
が
「
教
宣
」
と
は
分
離

独
立
し
た
一
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、大
幅
な
加
筆
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、

「
部
落
は
、
差
別
の
本
質
に
制
約
さ
れ
た
経
済
的
な
圧
迫
に
よ
っ
て
、
文
化
水
準
が
き
わ
め

て
低
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
教
育
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
て
、
文
字
の
知
ら
な
い
人
、
学

力
の
低
い
人
が
多
い
こ
と
が
基
本
的
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、「
部
落
解
放
の
思
想
・

文
化
は
ま
ぎ
れ
も
な
し
に
、
労
働
者
階
級
の
思
想
・
文
化
の
闘
い
の
一
貫
と
し
て
つ
く
り
出

さ
れ
て
き
た
し
、さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
。
そ
こ
に
は
「
自

民
党
と
共
産
党
が
連
合
し
て
、『
左
』
右
の
融
和
主
義
を
も
ち
こ
む
と
い
う
攻
撃
を
か
け
て

き
て
い
る
」（1980b:62

）
と
い
う
捉
え
方
に
よ
っ
て
政
治
的
な
敵
を
文
化
的
な
敵
へ
と
結

び
つ
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
差
し
挟
ま
れ
て
お
り
、
文
化
活
動
の
必
要
性
は
唱
え
ら
れ
な
が
ら

も
、
運
動
高
揚
の
役
に
立
つ
一
つ
の
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
翌
年
の
第
三
一
回
全
国
大
会
運
動
方
針
の
同
項
目
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
、

部
落
の
環
境
改
善
な
ど
を
一
定
た
た
か
い
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
的

な
解
放
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
的
・
文
化
的
に
も
完
全
に
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真
の
解
放

と
は
い
え
な
い
こ
と
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
部
落
の
完
全
解
放
の
中

に
は
、
文
化
的
解
放
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（1980b:148

）
と
加
筆
さ
れ
、「
経

済
的
な
解
放
」
か
ら
「
政
治
的
・
文
化
的
」
な
「
解
放
」
を
目
指
す
こ
と
が
運
動
主
流
派
の

文
化
活
動
に
対
す
る
認
識
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

論
者
は
、
そ
う
し
た
運
動
主
流
派
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
否
定
し
た
い
の
で
は
な
く
、
文

化
活
動
と
い
う
「
ニ
ー
ズ
」
を
運
動
側
が
再
発
見
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。運
動
の
力
学
に
文
化
活
動
が
周
縁
化
さ
れ
る
な
か
で
、『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』

や
『
革
』
と
い
っ
た
文
化
活
動
・
表
現
活
動
に
新
た
な
「
ニ
ー
ズ
」
が
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、

当
時
の
部
落
解
放
運
動
が
高
揚
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
運
動
史
の
再
構
築
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」
の
理
論
を
援
用
し
な

が
ら
、
部
落
解
放
運
動
に
お
い
て
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
、
土
方
鉄
ら
に
よ
る
文
化
活
動
の
重

要
性
を
整
理
し
て
き
た
。『
差
別
と
た
た
か
う
文
化
』
は
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま

で
を
第
二
期
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
を
第
三
期
と
二
度
の
編
集
体
制
移
行
の

の
ち
、終
刊
し
て
い
る
が
、『
革
』は
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
の
休
止
期
間
は
あ
っ

た
も
の
の
、
現
在
ま
で
刊
行
が
続
い
て
お
り
、
俳
句
、
詩
、
小
説
な
ど
文
学
作
品
は
一
四
三

に
も
及
ん
で
い
る
。『
革
』
の
文
学
運
動
に
二
〇
代
か
ら
参
加
し
始
め
た
作
家
、
善
野
烺
は

土
方
ら
の
活
動
を
真
横
で
見
な
が
ら
現
在
『
革
』
の
編
集
長
を
務
め
て
い
る
。『
革
』
へ
参

加
し
始
め
た
時
の
こ
と
に
つ
い
て
善
野
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

43
年
前
、
そ
の
創
刊
を
知
り
、
神
戸
元
町
の
老
舗
の
大
き
な
書
店
で
そ
の
創
刊
号
を

購
っ
た
。
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
＝
論
者
）
中
学
時
代
か
ら

地
元
の
人
文
に
詩
を
投
稿
し
た
り
、
短
歌
を
詠
ん
だ
り
、
小
説
を
書
く
ま
ね
ご
と
を
し

た
り
す
る
こ
と
が
好
き
で
、
漠
然
と
文
学
の
道
に
す
す
み
た
い
と
思
う
学
生
で
も
あ
っ

た
。
文
芸
誌
『
革
』
創
刊
に
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
た
と
い
う
の
は
、
自
身
の
そ
の
よ

う
な
解
放
運
動
の
活
動
と
文
学
的
志
向
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
革
』
と
い
う
作
品

発
表
の
拠
点
を
得
て
い
ら
い
、
書
き
た
い
も
の
を
、
書
け
る
と
き
に
書
く
、
と
い
う
恵

ま
れ
た
環
境
で
創
作
活
動
が
で
き
、気
づ
け
ば
い
つ
の
ま
に
か
、40
年
が
経
っ
て
い
た
。

（
中
略
＝
論
者
）
部
落
解
放
運
動
が
め
ざ
し
て
き
た
「
よ
き
日
」
と
は
程
遠
い
現
実
を

前
に
し
て
、『
革
』
文
学
運
動
が
担
う
表
現
活
動
も
ま
す
ま
す
多
様
な
視
点
か
ら
創
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
存
在
意
義
も
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ

ろ
う
。（2020.11.15

）

　

こ
う
語
る
善
野
は
「
高
本
安
吉
の
素
晴
ら
し
い
一
日
」
と
い
う
小
説
が
『
革
』
第
三
後
に

掲
載
さ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
『
革
』
で
の
文
学
活
動
に
参
加
す
る
。
一
九
五
七
年
に
神
戸
市

で
生
ま
れ
、
大
学
時
代
に
部
落
解
放
運
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
卒
業
後
、
会
社
員
、
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
を
経
て
、
一
九
八
五
年
に
神
戸
市
内
の
私
立
学
校
教
員
と
な
り
二
〇
一
六
年

に
退
職
し
て
い
る
。
教
員
と
し
て
多
忙
な
日
々
を
送
る
中
で
、『
革
』
の
編
集
に
携
わ
り
、

二
〇
二
〇
年
に
執
筆
活
動
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『
旅
の
序
章
』（
解
放
出
版
社
）
を
刊
行

し
た
。こ
の
著
書
に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
関
し
て
は
、す
で
に
宮
本
正
人
に
よ
る
論
考
が『
革
』

第
三
五
号
（2021

）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
農
村
地
域
に
存
在
す
る
部
落
に
生
ま

れ
育
っ
た
こ
と
と
共
に
、
高
校
時
代
や
大
学
の
時
の
部
落
解
放
運
動
と
の
か
か
わ
り
、
会
社

員
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
そ
し
て
、
部
落
外
の
女
性
と
の
恋
愛
・
結
婚
の
経
験
が
ど
の
作
品
に
も

色
濃
く
に
じ
み
で
て
い
る
」（2021:55

）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
革
』
の
文
学
運
動
の

軌
跡
と
重
な
り
合
う
善
野
の
半
生
を
凝
縮
し
た
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
七
回
部
落
解
放
文
学
賞
小
説
部
門
に
小
説
「
街
煙
」

で
入
選
し
た
玉
田
崇
二
や
二
〇
二
〇
年
、
第
二
六
回
三
田
文
学
新
人
賞
を
被
差
別
部
落
に
生

ま
れ
育
つ
三
代
に
わ
た
る
女
性
た
ち
の
物
語
「
と
ぼ
く
れ
ホ
タ
ル
」
で
受
賞
し
た
田
村
初
美
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な
ど
新
た
な
書
き
手
た
ち
が
『
革
』
の
文
学
運
動
に
参
加
し
て
き
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
作
家
た
ち
の
創
作
が
本
稿
で
論
じ
て
き
た「
ニ
ー
ズ
解
釈
の
政
治
」と
ど
う
い
っ

た
関
わ
り
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
「
ニ
ー
ズ
」
の
も
と
で
、
文
学
運
動
が
実
践
さ
れ
て
き
た

の
か
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。
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The Politics of Need Interpreting on the Buraku Liberation Movement
― Focusing on the 1970s ―

Izumi Gotoda

Abstract: This paper  focuses on the movements of Discrimination and Fighting Culture, 
the  journal of  the  “Conference on Discrimination and Fighting Culture”  formed  in 1975 
with Hiroshi Noma as  its chairperson, and KAKU, a  literary quarterly （now a  literary 
magazine） published mainly by Tetsu Hijikata, who played a major role  in promoting 
cultural activities in the Buraku Liberation Movement.Within the theoretical framework of 
“publicness” and the “politics of interpretation of needs” proposed by the American political 
scientist Nancy Fraser,  by  examining  the Buraku Liberation Movement within  this 
framework, this study aimed to clarify the importance and potential of cultural activities 
related to the Buraku Liberation Movement that has been missing from the history of the 
Buraku Liberation Movement. The cultural activities of the Buraku Liberation Movement 
are not limited to those of the Buraku people.Cultural activities of the Buraku Liberation 
Movement reached their peak  in the 1970s. At that time, cultural activities were hardly 
considered important by the mainstream of the movement, and were seen as a helpful tool 
for  the movement. However, Noma, Hijikata, and other promoters of cultural activities 
tried  to appeal  the  injustice of  the Buraku  issue and discrimination  to  the world with 
literature and culture. As if in response, many writers and activists agreed with them, and 
the  literary magazine KAKU continues  its activities even  today. There was a need  to 
reexamine the Buraku  issue not only  in  the field of movement but also  in  the fields of 
literature and culture, and there was a movement to create this new need. In this study, 
the importance of Noma and Hijikata’s trajectory was revealed, which has been buried in 
history, and the possibility of reexamining the Buraku issue in a new way was clarified.

Key words:  The Politics of Need Interpreting. Buraku Liberation Movement. Publicness. 
literary magazine “KAKU”. Tetsu Hizikata
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