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日
本
の
農
業
や
畜
産
業
が
赤
字
経
営

で
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
い
る
。
畜
産
農

家
が
コ
ス
ト
の
増
加
分
を
価
格
に
転
嫁

で
き
る
よ
う
政
府
に
働
き
か
け
を
求
め

た
が
、
日
本
政
府
は
審
議
会
で
議
論
は

す
る
が
具
体
的
な
策
は
打
ち
出
さ
な
い
。

そ
し
て
今
、
国
を
あ
げ
て
食
料
危
機
対

策
と
し
て
コ
オ
ロ
ギ
昆
虫
食
を
推
奨
し

て
い
る
。

ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
氏
も
ダ
ボ
ス
会
議
で

食
糧
難
回
避
の
た
め
昆
虫
食
を
提
唱
し
、

世
界
的
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
昆
虫
食

に
多
額
の
補
助
金
と
メ
デ
ィ
ア
の
ゴ
リ

押
し
が
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
W
E

F
が
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
大
き
な
要

因
と
し
て
畜
産
業
を
排
除
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。
食
料
危
機
対
策
と
い
う

の
に
、
耕
作
放
棄
地
の
利
用
推
進

や
食
物
自
給
率
を
あ
げ
る
こ
と
な

ど
全
く
お
構
い
な
し
。

徳
島
の
小
学
校
給
食
で
は
コ
オ

ロ
ギ
食
が
提
供
さ
れ
た
と
の
ニ
ュ
ー

ス
が
あ
り
、
大
学
生
な
ど
若
い
世

代
に
は
既
に
昆
虫
食
の
ハ
ー
ド
ル

は
下
が
っ
て
い
る
。
N
T
T
東
日

本
も
食
用
コ
オ
ロ
ギ
の
養
殖
事
業

に
乗
り
出
し
た
。

【
輸
入
食
品
】

EU
で
は
決
定
さ
れ
た
ら
し
く
、

EU
各
国
の
パ
ス
タ
や
シ
リ
ア
ル
等

の
食
品
に
は
既
に
混
入
さ
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
し
か
も
表
示
が
「
コ

オ
ロ
ギ
」
等
で
は
な
く
「
サ
ス
テ

ナ
ブ
ル
」
と
か
、
わ
か
り
に
く
く

さ
れ
、｢

プ
ロ
テ
イ
ン
パ
ウ
ダ
ー｣

と
書
か
れ
て
る
場
合
も

コ
オ
ロ

ギ
粉
の
可
能
性
が
あ
る
。
1
％

以
下
で
あ
れ
ば
表
記
義
務
は
無

い
の
も
恐
ろ
し
い
。
イ
タ
リ
ア

で
は
反
対
・
不
買
運
動
が
起
こ
っ

て
い
る
よ
う
だ

（https://youtube.
co

m
/
w
a
t
c
h
?
v
=
a
2
D
P
B
J
r
Z
w

V
o
&
s
i
=
E
n
S
I
k
a
I
E
C
M
i
O
m

a
r
E

）
。
輸
入
パ
ス
タ
も
ト
ル

コ
産
か
エ
ジ
プ
ト
産
に
す
る
方

が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

【
昆
虫
食
を
ど
う
見
る
か
】

昆
虫
食
と
い
え
ば
、
日
本
で

も
イ
ナ
ゴ
を
食
べ
て
い
た
。
イ

ナ
ゴ
は
稲
等
き
れ
い
な
と
こ
に

い
る
も
の
。
コ
オ
ロ
ギ
は
肥(

こ
え)

と
か
汚
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
食
べ
る

習
慣
は
な
い
。
実
は
コ
オ
ロ
ギ
は
漢
方

で
は
「
不
妊
薬
」
。
妊
婦
に
と
っ
て
は

禁
忌
と
さ
れ
有
毒
と
さ
れ
て
い
る
。
昆

虫
に
は
キ
チ
ン
と
呼
ば
れ
る
化
学
物
質

が
含
ま
れ
て
お
り
体
内
に
蓄
積
す
る
と

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
や
呼
吸
疾
患
の
原
因

と
な
る
。

ま
た
、
昆
虫
由
来
の
寄
生
虫
が
問
題

と
さ
れ
、
発
癌
性
も
あ
る
。
驚
く
こ
と

に
、
聖
書
で
も
、
神
が
モ
ー
セ
と
ア
ロ

ン
に
「
イ
ナ
ゴ
の
類
以
外
は
食
用
に
し

て
は
ダ
メ
」
だ
と
言
っ
て
い
る
（
レ
ビ

記
10
章
20
節
～
24
節
）
。

陰
謀
論
で
も
何
で
も
な
い
。
コ
オ
ロ

ギ
ス
ナ
ッ
ク
が
既
に
「
無
印
良
品
」
で

も
売
ら
れ
て
お
り
、
現
実
に
世
界
の
市

場
に
出
回
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
食
糧

危
機
を
煽
り
、
農
業
や
酪
農
を
潰
し
て
、

奴
等
は
傘
下
の
多
国
籍
企
業
に
私
た
ち

の
食
ま
で
支
配
さ
せ
よ
う
と
し
て
る
。

こ
れ
は
も
っ
と
み
ん
な
が
知
り
、
問

題
に
す
べ
き
事
で
は
な
い
か
。

〈
純
〉

５
バ
ラ
の
花
散
る
（
廃
校
）
続
き

事
こ
こ
に
至
っ
た
最
も
大
き
な
理

由
は
財
政
の
破
綻
で
あ
っ
た
。
校
主

も
幹
事
も
一
切
無
給
で

あ
り
、
校
長
及
び
教
師

も
自
ら
規
定
の
俸
給
を

全
額
返
納
寄
付
す
る
に

至
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の

献
身
的
努
力
に
も
か
か

わ
ら
ず
。

つ
い
に
継
続
の
見
通

し
が
立
た
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
維
持
方

法
に
っ
き
、
バ
ラ
先
生

を
介
し
て
米
国
リ
フ
ォ
ー

ム
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

会
議
に
か
け
て
も
ら
う

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

の
結
果
は
断
念
の
他
な

い
と
い
う
議
決
で
あ
っ

た
。
初
め
か
ら
日
本
人

の
手
で
自
主
経
営
す
る
こ
と
を
方
針

と
し
て
出
発
し
た
の
だ
か
ら
、
致
し

方
な
か
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
余
り

に
も
短
い
花
の
命
で
あ
っ
た
。

同
じ
こ
ろ
明
治
二
十
四
年
の
九
月
、

静
岡
英
和
女
学
校
も
地
元
後
援
者
た

ち
の
出
資
が
打
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
ち
ら
は
カ
ナ
ダ
・
メ
ソ
ジ

ス
ト
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
経
営
に
移
さ

れ
て
難
関
を
乗
り
越
え
、
現
在
ま
す

ま
す
隆
盛
で
あ
る
。
戦
後
、
松
本
卓

夫
校
長
の
こ
ろ
私
は
県
東
部
の
代
表

と
し
て
、
数
年
間
、
こ
こ
の
評
議
員

を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
バ
ラ
女
学
校
の
会
計
状
態

に
つ
い
て
は
、
幹
事
市
兵
衛
の
責
任

に
お
い
て
記
録
さ
れ
た
克
明
な
資
料

が
遺
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、

毎
日
の
現
金
出
納
か
ら
小
出
質
店
で

の
立
替
金
伝
票
ま
で
巨
細
に
わ
た
っ

て
明
ら
か
で
あ
る
。
立
替
金
伝
票
は

和
紙
の
細
片
に
墨
で
書
か
れ
た
の
を

紙
よ
り
で
綴
じ
た
も
の
で
、
外
人
先

生
た
ち
の
人
力
車
代
ま
で
が
細
か
に

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
丹
念
な
筆
蹟

は
明
ら
か
に
水
沼
の
お
じ
さ
ん
と
い

う
総
番
頭
の
も
の
で
、
設
置
伺
か
ら

各
年
度
末
の
調
査
報
告
書
は
元
よ
り
、

外
人
宿
泊
御
届
の
控
ま
で
い
っ
さ
い

こ
の
人
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
判
る
か

ら
、
女
学
校
関
係
の
毎
日
の
経
理
事

務
は
、
隣
り
の
市
兵
衛
幹
事
の
厳
重

な
監
督
の
下
に
そ
の
帳
場
で
執
ら
れ

て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
市
兵

衛
の
健
康
は
つ
い
に
隠
退
静
養
の
余

儀
な
き
に
至
っ
た
の
だ
。
稲
垣
信
老

牧
師
の
執
筆
資
料
に
基
く
『
三
島
教

会
小
史
』
に
は
、
こ
の
間
の
事
情
が

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
明
治
廿
五
年
の
頃
薔
薇
女
学
校

は
維
持
困
難
に
よ
っ
て
廃
校
の
運
に

あ
い
、
生
徒
も
離
散
す
る
の
や
む
な

き
に
至
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
教
会
の

柱
石
な
る
小
出
市
兵
衛
氏
は
病
を
得

て
天
台
山
に
別
邸
を
設
け
て
引
龍
り

静
養
す
る
事
と
な
り
、
随
っ
て
教
会

し
た
が

へ
出
席
す
る
こ
と
も
稀
と
な
っ
た
。
」

こ
う
し
て
バ
ラ
女
学
校
は
散
っ
た

が
、
こ
の
地
の
家
庭
に
残
し
た
そ
の

余
香
は
決
し
て
短
命
に
は
終
ら
な
か
っ

た
の
み
か
、
横
浜
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・

ス
ク
ー
ル
に
進
学
し
て
婦
人
伝
道
者

を
志
す
人
び
と
を
も
送
り
出
し
た
し
、

こ
の
地
域
の
男
子
青
年
の
た
め
に
併

設
し
た
夜
学
校
で
は
、
近
郊
近
在
か

ら
優
秀
な
人
材
五
十
人
を
聴
講
生
と

し
て
集
め
て
、
他
日
、
町
会
議
員
や

村
長
な
ど
の
要
職
に
つ
い
て
活
動
し

た
有
識
者
た
ち
を
養
成
し
、
地
方
文

化
の
進
展
に
寄
与
し
た
と
こ
ろ
は
、

決
し
て
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
こ
の
項
終
了
）

道
真
VS
時
平
14

9
0
1
年
、
道
真
の
太
宰
府
左
遷

と
と
も
に
一
族
も
流
罪
離
散
し
た
2

年
後
、
道
真
は
悲
痛
の
う
ち
に
死
去

し
た
。
そ
の
20
年
後
、
醍
醐
は
左
遷

撤
回
し
て
右
大
臣
正
二
位
を
贈
り
、

こ
こ
に
菅
原
家
の
名
誉
は
復
活
し
た
。

子
の
高
視
は
38
歳
従
五
位
で
早
逝
し

た
が
、
9
0
1
年
昌
泰
の
変
の
時
に

２
歳
だ
っ
た
孫
の
文
時
は
9
5
7
年

58
才
で
文
章
博
士
と
な
り
、
そ
の
翌

年
、
62
代
村
上
に
「
意
見
封
事
三
箇

条
」
を
提
出
し
て
い
る
。

密
封
し
て
提
出
し
天
皇
が
開
封
し

て
公
卿
の
審
議
に
掛
け
る
の
で
封
事

と
呼
ぶ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
箇
条
に

「
鴻
臚
館
を
廃
失
せ
ず
遠
人
（
外
国

人
）
を
懐
け
文
人
を
励
ま
す
こ
と
を

請
う
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

外
国
使
節
の
接
待
機
関
は
6
世
紀

26
代
継
体
の
6
年
以
後
に
「
難
波
館
」
、

持
統
2
年
（
6
8
8
）
に
は
「
筑
紫

館
」
が
あ
り
、
平
安
京
で
は
53
代
淳

和
8
1
0
年
に
鴻
臚
館
と
し
て
設
置

さ
れ
た
。
主
に
渤
海
客
使
の
迎
賓
に

あ
た
っ
た
が
、
9
2
6
年
渤
海
国
滅

亡
後
に
は
荒
廃
し
て
い
た
。
そ
の
鴻

臚
館
の
復
興
を
文
時
は
意
見
し
た
の

で
あ
る
。
註

源
氏
物
語
の
冒
頭
、
桐
壺
帖
で
光

源
氏
が
鴻
臚
館
滞
在
の
高
麗
（
渤
海

国
）
の
相
人
（
人
相
見
）
を
訪
ね
る

場
面
が
あ
る
。
そ
の
相
人
の
予
言
を

受
け
て
、
皇
子
が
源
氏
姓
を
賜
わ
り

人
臣
に
降
下
す
る
と
い
う
、
物
語
の

根
幹
に
係
わ
る
重
要
な
挿
話
だ
が
、

こ
れ
は
鴻
臚
館
が
ま
だ
盛
ん
だ
っ
た

頃
と
い
う
設
定
に
な
る
。

渤
海
国
滅
亡
の
9
2
6
年
は
醍
醐

の
延
長
4
年
。
在
位
（
8
9
7
～
9

9
3
）
の
30
年
目
に
あ
た
る
。
つ
ま

り
鴻
臚
館
の
全
盛
期
は
醍
醐
の
全
盛

期
で
も
あ
っ
た
。
鴻
臚
館
の
賑
わ
い

は
、
式
部
憧
れ
の
醍
醐
時
代
を
象
徴

す
る
シ
ー
ン
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
こ
に
チ
ラ
つ
く
の
が
文
時

の
姿
だ
。
式
部
は
や
は
り
文
時
を
マ
ー

ク
し
て
い
た
！
と
思
い
た
く
も
な
る
。

文
時
は
ま
た
、
9
6
1
年
に
辛
酉

改
元
を
村
上
に
勧
申
し
て
い
る
。
内

裏
火
災
、
変
異
続
出
に
加
え
辛
酉
革

命
年
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
天
徳

か
ら
応
和
へ
と
改
元
が
実
施
さ
れ
た
。

道
真
左
遷
の
年
に
三
善
清
行
の
勘
申

で
昌
泰
か
ら
延
喜
へ
辛
酉
改
元
あ
っ

て
60
年
後
、
本
邦
二
度
目
、
因
縁
の

辛
酉
改
元
で
あ
る
。
文
時
、
万
感
の

思
い
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

文
時
は
従
三
位
82
歳
で
死
去
。
子

孫
は
高
位
高
官
に
は
達
し
な
か
っ
た

が
、
菅
原
孝
標
の
女
な
ど
文
人
や
文

章
博
士
、
改
元
勘
申
者
を
輩
出
し
た
。

一
方
、
藤
原
北
家
嫡
流
を
弟
の
忠

平
に
持
っ
て
行
か
れ
た
時
平
の
子
孫

は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
。

時
平
自
身
は
9
0
9
年
39
歳
死
去

後
、
醍
醐
に
よ
り
正
一
位
太
政
大
臣

を
贈
ら
れ
た
。
人
臣
の
極
位
極
官
で

あ
り
何
ら
の
咎
め
も
受
け
て
い
な
い
。

し
か
し
、
大
鏡
は
「
あ
さ
ま
し
き
悪

事
を
申
し
行
ひ
給
へ
り
し
罪
に
よ
り
、

こ
の
お
と
ど
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ
な

り
」
と
断
言
す
る
。

確
か
に
醍
醐
の
皇
太
子
保
明
と
時

平
女
仁
善
子
と
の
子
、
頼
み
の
慶
頼

王
が
5
歳
で
死
去
。
長
男
保
忠
は
47

歳
。
「
我
は
命
短
き
族
な
り
、
必
ず

死
な
む
ず
」
と
嘆
い
た
三
男
敦
忠
は

37
歳
。
二
男
顕
忠
の
み
が
68
歳
ま
で

生
き
て
何
と
か
右
大
臣
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
、
「
こ
れ
よ
り
ほ
か
の

君
達
、
皆
三
十
余
、
四
十
に
す
ぎ
給

は
ず
、
そ
の
ゆ
え
は
…
北
野
の
御
嘆

き
に
な
む
あ
る
べ
き
」
と
、
親
の
因

果
と
い
う
名
の
社
会
的
制
裁
が
子
々

孫
々
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

【
註
】
平
安
京
と
難
波
は
そ
の
後
廃
止
。
太
宰
府

は
11
世
紀
中
頃
ま
で
外
国
商
人
な
ど
の
滞
在

施
設
と
し
て
存
続
し
た
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

21

With

兎
と
い
う
漢
字
は
ウ
サ
ギ
の
体
を

描
い
た
象
形
文
字
。
古
代
中
国
で
は

月
に
は
兎
、
日
に
は
三
本
足
の
烏
が

棲
む
と
さ
れ
、
「
金
烏
玉
兎
（
日
と

キ

ン

ウ

ギ

ョ

ク

ト

月
）
」
「
兎
走
烏
飛
（
月
日
の
流
れ

ト

ソ

ウ

ウ

ヒ

が
速
い
）
」
の
語
が
あ
る
。
こ
の
烏

は
東
征
途
中
の
神
武
天
皇
を
高
天
原

の
天
照
大
神
の
使
い
で
道
案

内
し
た
り
、
サ
ッ
カ
ー
Ｊ
リ
ー

グ
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
な
っ

た
り
、
い
つ
か
日
本
の
応
援

団
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
（
八
咫
烏
）

ヤ

タ

ガ

ラ

ス

兎
は
脱
兎
、
狡
兎
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
兎
に
角
、
逃

げ
足
が
速
い
。
そ
の
兎
に
ワ

冠
を
載
せ
て
囲
う
と
、
走
れ

な
い➩

押
さ
え
込
ま
れ
る
。

冤
罪
の
冤
だ
。
冤
罪
の
疑
い

エ

ン

ザ

イ

を
晴
ら
せ
ば
「
雪
冤
」
に
な

る
。
雪
ウ
サ
ギ
で
は
な
く
、
恥
を
雪

（
す
す
ぐ
）
ぐ
か
ら
真
っ
白
な
の
で
あ

る
。大

兎
の
下
に
子
兎
が
潜
り
こ
ん
で

話
す
と
讒
言
に
な
る
。
隙
間
に
つ
け

ザ

ン

ゲ

ン

込
ん
で
悪
口
を
潜
り
込
ま
せ
る
、
告

げ
口
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
兎
も
、

童
話
の
う
さ
こ
ち
ゃ
ん
や
ピ
ー
タ
ー

ラ
ビ
ッ
ト
の
よ
う
に
は
可
愛
く
な
い
。

中
国
の
兎
は
癒
や
し
キ
ャ
ラ
で
は
な

く
逃
げ
足
の
速
い
ジ
ビ
エ
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

狡
が
し
こ
い
イ
メ
ー
ジ
の
狐
と
の

四
字
熟
語
「
兎
死
狐
悲
（
う
さ
ぎ
し
す
れ

ば
き
つ
ね
こ
れ
を
か
な
し
む
）
」
。
仲
間
の

不
幸
を
悲
し
む
。
今
日
は
人
の
身
、

明
日
は
我
が
身
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
や
は
り
兎
と
狐
は
同
類
だ
っ

た
。今

年
は
卯
年
で
年
賀
状
に
は
兎

が
氾
濫
し
た
。
が
、
「
卯
」
に
動

物
の
兎
の
意
味
は
な
い
。
十
干
十

二
支
を
組
み
合
わ
せ
る
干
支
紀
年

法
で
は
今
年
は
癸
卯
（
み
ず
の
と
う
）
。

卯
は
寅
（
イ
ン
）
か
ら
始
ま
る
十
二

支
の
二
番
目
、
門
を
押
し
あ
け
る
。

癸
は
十
干
の
十
番
目
、
刃
が
四
方

に
張
り
出
し
た
戈
の
形
で
、
回
転

さ
せ
る
意
。
干
支
の
文
字
に
は
農

作
業
の
時
節
と
関
連
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー

の
役
割
も
あ
っ
た
が
難
解
で
、
無
学

の
民
に
も
覚
え
ら
れ
る
よ
う
に
動
物

名
を
当
て
た
と
か
。
日
本
の
猪
は
中

国
で
は
豚
、
牛
は
ベ
ト
ナ
ム
で
は
水

牛
。
兎
が
猫
と
い
う
国
も
あ
る
ら
し

い
。

〈
タ
カ
ツ
キ
〉

兎
角
亀
毛
＝
こ
の
世
に
な
い
も
の
の
喩
え

と

か

く

き

も

う

小出正吾回想録(24) 「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

国
鉄
労
働
組
合
を
連
合
体
か
ら

全
国
単
一
組
織
に
変
え
よ
う
と
い
う

動
き
は
高
ま
っ
て
い
た
が
2
・
1
ス

ト
準
備
で
遅
れ
て
い
た
。
1
9
4
7

(

昭
和
22)

年
6
月
4
日
、
伊
豆
長
岡

温
泉
で
国
鉄
総
連
第
5
回
大
会
が
開

催
さ
れ
た
。
こ
の
大
会
の
議
長
は
沼

津
機
関
区
の
山
口
寅
吉
、
副
議
長
は

大
塩
宏
で
共
に
地
元
国
府
津
支
部
か

ら
選
出
さ
れ
た
。
大
会
で
解
散
を
宣

言
し
、
翌
日
5
日
か
ら
6
日
ま
で
全

国
単
一
組
合
結
成
大
会
が
行
わ
れ
60

万
人
の
国
鉄
労
働
組
合
が
結
成
さ
れ

た
。
全
国
単
一
に
な
っ
た
国
労
で
は

共
産
党
系
と
そ
れ
ら
に
反
発
す
る
対

立
が
激
化
し
て
い
た
。
特
に
人
員
整

理
反
対
闘
争
の
収
集
を
め
ぐ
っ
て
の

共
産
党
や
産
別
会
議
の
取
っ
た
態
度

に
は
国
鉄
総
連
の
自
主
性
を
侵
す
も

の
だ
と
の
批
判
が
強
か
っ
た
。
1
9

4
6(

昭
和
21)

年
9
・
15
ス
ト
か
ら

1
9
4
7(

昭
和
22)

年
2
・
1
ス
ト

ま
で
の
共
産
党
の
引
き
回
し
的
な
組

合
指
導
に
大
き
な
不
信
と
不
安
が
広

が
っ
て
い
た
。
1
9
4
7(

昭
和
22)

年
10
月
20
日
、
大
宮
の
国
鉄
寮
に
集

ま
り
「
国
鉄
反
共
連
盟
」
の
結
成
目

指
し
、
反
共
思
想
を
明
確
に
し
て
国

労
の
再
建
強
化
を
申
し
合
わ
せ
た
。

「
我
々
は
強
い
団
結
の
力
を
持
っ
て

組
合
の
自
主
性
を
確
立
し
、
共
産
党

の
革
命
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
排
除
す
る
と
と
も
に
共
産
党

員
の
組
合
役
員
に
な
る
こ
と
を
防
止

す
る
」
ま
た
、
共
産
党
の
九
つ
の
大

罪
と
称
し
て
「
省
電
事
件
」
「
民
主

戦
線
促
進
会
議
参
加
」
「
9
・
15
闘

争
と
聴
涛
事
件
」
「
2
・
1
ス
ト
と

共
産
党
指
令
」
「
臨
時
大
会
で
の
フ

ラ
ク
シ
ョ
ン
指
令
」
な
ど
を
列
記
し

た
。
あ
わ
せ
て
、
反
共
宣
言
が
出
さ

れ
た
「
我
々
の
理
想
は
、
新
日
本
の

再
生
に
尽
き
る
」
「
我
々
の
主
張
は

①
新
憲
法
を
擁
護
し
民
主
革
命
を
達

成
す
る
②
政
治
的
に
は
社
会
民
主
主

義
を
、
経
済
的
に
は
社
会
主
義
を
支

持
す
る
。
我
々
の
手
段
は
①
労
働
関

係
法
の
精
神
を
尊
重
し
労
働
組
合
の

運
営
を
徹
底
的
に
民
主
化
す
る
②
勤

労
階
級
の
利
益
を
代
表
し
欺
瞞
的
社

会
悪
と
勇
敢
に
闘
う
」
と
始
ま
り
共

産
党
の
指
導
方
針
を
厳
し
く
批
判
し

た
。
こ
う
し
て
、
11
月
7
日
、
上
野

駅
会
議
室
に
60
支
部
3
0
0
名
が
集

ま
り
正
式
に
「
国
鉄
反
共
連
盟
」
が

旗
揚
げ
さ
れ
た
。
国
労
内
で
の
共
産

党
と
反
共
連
盟
の
対
立
は
激
化
し
醜

い
対
立
は
一
層
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

い
っ
た
。
国
労
内
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
後
、
産
別
会
議
で
も
「
民
主
化

運
動
」
が
広
が
り
「
産
別
民
主
化
同

盟
」
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
「
国
鉄

反
共
連
盟
」
は
、
1
9
4
8(

昭
和

23)

年
3
月
15
日
か
ら
の
第
3
回
全

国
大
会
で
「
国
鉄
民
主
化
同
盟
」
と

改
称
し
後
に
「
民
同
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
静
岡
支
部
で
は
、

西
山
吉
夫
、
鈴
木
貞
一(

の
ち
の
沼

津
客
貨
車
区
長)

な
ど
が
中
心
と
な

り
全
国
に
先
駆
け
て
地
方
組
織
を
旗

揚
げ
し
た
。
一
方
、
国
府
津
支
部
は
、

強
固
な
左
派
系
の
団
結
に
よ
っ
て
地

域
人
民
闘
争
の
一
環
と
し
て
の
「
労

基
法
順
守
順
法
闘
争
」
と
称
し
た
労

働
基
準
法
完
全
順
守
並
び
に
車
両
整

備
規
程
、
運
転
諸
法
規
完
全
順
守
を

求
め
独
自
闘
争
に
入
り
、
4
月
19
日

19
本
、
20
日
19
本
、
21
日
5
本
の
旅

客
列
車
の
運
休
を
出
し
、
中
労
委
か

ら
労
使
に
勧
告
が
出
さ
れ
た
。
①
今

回
の
行
動
は
、
労
働
関
係
調
整
法
7

条
に
よ
る
争
議
行
為
と
認
め
る
。
②

全
面
的
に
解
決
し
て
い
な
い
の
で
争

議
権
は
認
め
る
。
③
争
議
行
為
が
発

生
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
当
局
に

責
任
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
組

合
統
制
の
重
要
性
に
鑑
み
本
部
も
支

部
も
そ
の
責
任
を
感
ず
べ
き
で
あ
る
。

国
府
津
支
部
は
5
月
26
日
、
第
6
回

国
府
津
支
部
大
会
を
開
催
し
勧
告
案

に
従
う
こ
と
に
決
め
た
。
（
続
く
）

〈
山
梨
・
国
労
O
B

〉

沼
津
駅
北
口
に
あ
っ
た
国
鉄
沼
津
機
関
区

（
そ
の
14
）

岸
田
文
雄
内
閣
は
、
12
月
16
日
、

安
全
保
障
関
連
三
文
書
の
改
定
を
閣

議
決
定
し
た
。
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
会
は
、
す
で
に
敵
基
地
攻
撃
能
力

保
有
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
声
明
を

発
表
し
て
い
る
が
、
今
回
の
三
文
書

に
つ
い
て
、
改
め
て
、
そ
の
内
容
と

手
続
き
の
両
面
か
ら
疑
義
を
呈
し
た

い
。政

府
は
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有

に
よ
り
「
抑
止
力
」
を
高
め
る
こ
と

が
日
本
の
安
全
に
不
可
欠
だ
と
主
張

す
る
。
し
か
し
、
一
般
に
抑
止
と
い

う
戦
略
は
相
手
国
の
認

識
に
依
存
す
る
の
で
、

通
常
兵
力
の
増
強
が
相

手
国
に
攻
撃
を
断
念
さ

せ
る
保
証
は
な
く
、
逆

に
さ
ら
な
る
軍
拡
競
争
を
も
た
ら
し

て
、
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク
を
高
め

る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

ま
た
、
政
府
は
日
本
が
攻
撃
を
受

け
る
事
態
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
敵

国
」
が
攻
撃
に
着
手
す
る
こ
と
を
含

む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
あ
え
て
曖
昧

に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
に

向
け
た
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
の
前
に
日

本
か
ら
攻
撃
を
行
う
可
能
性
を
否
定

し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
敵
国
」

が
発
射
す
る
ミ
サ
イ
ル
が
日
本
を
攻

撃
す
る
た
め
の
も
の
か
否
か
は
、
発

射
さ
れ
た
後
に
し
か
確
定
し
得
な
い
。

「
先
制
攻
撃
」
と
自
衛
の
た
め
の

「
反
撃
」
の
区
分
は
き
わ
め
て
不
明

確
で
あ
り
、
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保

有
は
専
守
防
衛
と
い
う
従
来
の
日
本

の
防
衛
政
策
の
基
本
理
念
を
否
定
す

る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

政
府
の
打
ち
出
し
た
防
衛
費
増
額

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
日
本
の
安
全

確
保
に
資
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
疑

問
で
あ
る
。
来
年
度
か
ら
5
年
間
の

防
衛
費
を
43
兆
円
、
G
D
P
の
2
％

に
す
る
と
政
府
は
表
明
し
た
。
し
か

し
、
今
回
の
防
衛
費
急
増
は
、
必
要

な
防
衛
装
備
品
を
吟
味
し
た
う
え
で

の
積
み
上
げ
で
は
な
く
、
G
D
P
比

2
％
と
い
う
結
論
に
合
わ
せ
た
空
虚

な
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
第
二
次

安
倍
晋
三
政
権
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
有

償
武
器
援
助
で
多
く
の
防
衛
装
備
品

を
購
入
し
て
お
り
、
そ
の
有
効
性
に

つ
い
て
の
検
証
も
な
い
ま
ま
、
い
た

ず
ら
に
防
衛
費
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

は
、
壮
大
な
無
駄
遣
い
に
陥
る
危
険

性
を
と
も
な
う
。

臨
時
国
会
が
閉
幕
し
て
わ
ず
か
1

週
間
の
間
に
、
与
党
調
整
を
済
ま
せ
、

閣
議
決
定
す
る
と
い
う
手
法
も
批
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

防
衛
費
大
幅
増
、
敵
基
地
攻
撃
能
力

の
保
有
は
今
年
4
月
か
ら
ウ
ク
ラ
イ

ナ
戦
争
に
便
乗
す
る
形
で
、
自
民
党

内
で
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
岸
田
首
相
に
そ
の
気
が
あ
れ
ば
、

7
月
の
参
議
院
選
挙
で
防
衛
費
急
増

と
そ
の
た
め
の
増
税
を
争
点
と
し
、

国
民
の
審
判
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

た
は
ず
で
あ
る
。
選
挙
の
際
に
は
争

点
を
隠
し
、
秋
の
臨
時
国
会
で
も
国

会
と
国
民
に
対
す
る
説
明
を
せ
ず
、

内
閣
と
与
党
だ
け
で
重
大
な
政
策
転

換
を
行
っ
た
こ
と
は
、
国
民
不
在
、

国
会
無
視
の
独
断
で
あ
る
。

い
ま
日
本
で
は
、
経
済
的
停
滞
と

人
口
減
少
が
続
き
、
社
会
・
経
済
の

持
続
可
能
性
が
危
機
に
瀕
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
「
国
を

守
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。
防
衛
装
備
品
の
増
強
は
巨

額
の
後
年
度
負
担
を
と
も
な
い
、

将
来
の
財
政
を
圧
迫
し
続
け
る
。
政

府
が
言
う
歳
出
削
減
、
税
外
収
入
な

ど
を
充
て
る
財
源
確
保
策
は
一
時
的

な
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
税
負
担
の

増
加
は
政
府
の
言
う
1
兆
円
の
数
倍

に
上
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

今
回
の
防
衛
政
策
の
転
換
と
防
衛

費
急
増
は
、
国
民
の
疲
弊
の
み
な
ら

ず
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
緊
張
を
高

め
、
軍
拡
競
争
を
招
く
こ
と
が
憂
慮

さ
れ
る
。
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
会

は
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
あ
る

べ
き
姿
と
防
衛
力
の
規
模
に
つ
い
て
、

来
年
の
通
常
国
会
に
お
い
て
白
紙
か

ら
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

兎（兔）のお話

安
全
保
障
関
連
三
文
書
に
対
す
る
声
明

立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
会
22
年
12
月
23
日「昆虫食」を考える


