
自
由

民
権

運
動

の
経
済

史
的

研
究

を
め

ぐ

っ
て

―
―
地
帯
論

・
農
民
層
分
解
論

ｏ
運
動
主
体
論
―
―

奥

　

ｍ四
　

晴

　

樹

勉
強
会

「
近
代
国
家
形
成
期
の
地
域
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
の
第
二
回
は
、
大

石
嘉

一
郎

『
日
本
地
方
財
行
政
史
序
説
―
自
由
民
権
運
動
と
地
方
自
治
制
―

』

（御
茶
の
水
董
房
、　
一
九
六

一
年
刊
）
第
二
章

「
自
由
民
権
期
に
お
け
る
経
済

発
展
と
諸
階
級
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
行
な
わ
れ
た
。
筆
者
が
レ
ジ

ュ
メ
に
従

っ
て
本
章
の
内
容
を
紹
介
し
、
若
干
の
問
題
提
起
を
し
て
か
ら
討
論
に
は
い
っ

た
。
第

一
回
の
伊
東
富
昭
氏
は

「
読
ん
で
い
な
い
人
に
も
内
容
が
わ
か
る
」
よ

う
な
詳
細
か
つ
懇
切
丁
寧
な
レ
ジ

ュ
メ
を
つ
く
ら
れ
た
が
、
筆
者
も
そ
れ
を
踏

襲
し
、
伊
東
氏
ほ
ど
で
は
な
い
が
か
な
り
詳
し
い
レ
ジ

ュ
メ
を
作
成
し
て
報
告

に
臨
ん
だ
。
幸
い
に
し
て
、
参
加
者
の
多
く
は
熟
読
さ
れ
て
お
り
、
内
容
理
解

で
離
酪
を
生
ず
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

本
章
は
、
そ
の
大
部
分
を
第

一
節

「
経
済
状
態
と
そ
の
発
展
構
造
」
が
占
め
、

そ
こ
で
の
経
済
史
的
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
第
二
節

「
社
会
諸
階
層
と
そ
の
対
抗

関
係
」
で
政
治
史
と
の
架
橋
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
明
治
前

期
が
如
伺
な
る
経
済
発
展
段
階
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
め

ぐ
る
ど
の
よ
う
な
諸
対
抗
が
生
じ
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
道
を
自
由
民
権
運
動
が

代
表
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
章
の
論
点

を
要
約
し
て
摘
記
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｏ
経
済
発
展
段
階
に
は
地
域
的
差
異
が
あ
り
、
全
国
的
規
模
で
も
福
島
県
域

で
も
、
先
進

・
中
間

。
後
進
の
三
地
帯
が
設
定
で
き
る
。
先
進
地
帯
は
農
民
層

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
両
極
分
解
が
地
主

・
小
作
関
係
を
と
も
な
い
つ
つ
展
開
し
て

い
る
。
中
間
地
帯
は
自
立
小
農
民
経
営
を
中
核
と
し
た
農
村
秩
序
が
堅
固
に
残

っ
て
い
る
。
後
進
地
帯
は
農
奴
主
的
地
主
が
農
村
を
支
配
し
て
い
た
。
商
業
的

農
業
や
農
村
工
業
の
展
開
度
も
当
然
、
三
地
帯
の
発
展
段
階
規
定
に
対
応
し
て

い
る
。
中
間
地
帯
こ
そ
は
、
明
治
前
期
―
日
本
資
本
主
義
の
本
源
的
蓄
積
期
に

お
い
て
、
は
げ
し
く
農
民
層
分
解
が
進
行
し
、
そ
れ
故
に
自
由
民
権
運
動
の
基

盤
と
な
り
、
ま
た
そ
の
挫
折
を
解
く
鍵
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
。

Ｃ
明
治
前
期
の
農
民
的
商
品
生
産
は
、
明
治
政
府
の
輸
出
産
業
原
料
生
産
育

成
政
策
を
背
景
と
し
て
展
開
す
る
。
そ
こ
で
の
農
業
生
産
力
発
展
は
、
労
働
手

段
の
変
革
を
含
ま
な
い
と
い
う
点
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
制
限
す
る
と
い

う
特
徴
を
も

つ
。
中
間
地
帯
に
お
け
る
発
展
の
担
い
手
は
、
地
主
＝
商
人
資
本

へ
の
性
向
を
も
あ
わ
せ
も

２
家
農
層
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
帯
の
農
民
経
営

で
は
自
給
生
産
と
商
品
生
産
が
並
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
発
展
を
制
約
な
い
し
挫
折
せ
し
め
る
内
的
条
件
で
あ
る
。

Ｏ
農
民
層
分
解
論
で
は
、
共
同
体
規
制
の
強
固
さ
か
ら
地
主

・
小
作
関
係
の

折
出
の
み
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る

「
半
封
建
的
分
解
」
論
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

両
極
分
解
の
み
を
追
い
求
め
る
立
場
も
拒
否
し
、
独
自
の
理
論
的
見
地
を
提
示

す
る
。
即
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
両
極
分
解
は
初
期
段
階
に
お
い
て
地
主

・
小
作

関
係
の
折
出
を
と
も
な
う
が
、
日
本
の
場
合
、
開
港

・
維
新
以
前
に
、
先
進
地

帯
で
よ
う
や
く
こ
の
初
期
段
階
に
到
達
し
て
お
り
、
中
間
地
帯
で
は
そ
れ
以
後

分
解
が
本
格
化
し
た
。
両
極
分
解
は
政
府
の
財
政
的

（租
税
）
収
奪
の
た
め
に

順
調
な
展
開
を
妨
害
さ
れ
、
地
主

・
小
作
関
係
が
支
配
的
と
な
り
、
寄
生
地
主

制
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
。

④
農
村
工
業
は
、
福
島
県
の
場
合
、
蚕
糸
業
、
と
く
に
製
糸
業
が
中
心
で
あ

り
、
先
進
地
帯
で
も
家
内
工
業
と
そ
れ
を
支
配
す
る
間
屋
直
営
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ

ュ
ア
と
が
結
合
し
た
問
屋

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
し
か
存
在
し
な
い

「
小

営
業
」
段
階
に
あ
り
、
本
格
的
な

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
段
階
に
は
到
達
し
て

い
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
明
治
前
期
に
、
機
械
制
大
工
業
と

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ

ア
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
発
展
段
階

へ
と
同
時
に
移
行
を
開
始
し
、
政
府
と
結

び
つ
き
資
本
力
で
凌
駕
す
る
商
人
資
本
が
工
業
化
の
主
導
権
を
握
る
。
製
糸
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
当
然
、
反
民
権
派
と
な
る
。

⑤
全
国
の
諸
階
級
は
、
天
皇

・
華
族

・
上
級
富
僚
、
政
商
資
本
、
商
人
資
本

＝
寄
生
地
主
、
農
民

（地
主
的
富
農
＝
豪
農
、
自
作
中
農
、
小
作
貧
農
＝
半
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
）
、
都
市
貧
民
＝
前
期
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
前
三

者
と
豪
農
民
層
を
先
頭
と
す
る
農
民
と
が
財
政
的
収
奪
を
基
軸
に
、
資
本
主
義

形
成
を
め
ぐ

っ
て
政
府
主
導
の
上
か
ら
の
道
と
、
農
民
的
な
下
か
ら
の
道
と
が

対
抗
し
て
い
る
。
一象
農
は
、
下
か
ら
の
道
の
担
い
手
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
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寄
生
地
主
＝
商
人
資
本

へ
の
上
昇
転
化
の
可
能
性
を
も
ち
、
ま
た
相
対
的
対
抗

の
担
い
手
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
。
福
島
県
の
場
合
、
相
対
的
対
抗
↓
下
か

ら
の
道
↓
相
対
的
対
抗
と
い
う
経
過
を
た
ど

っ
た
。

以
上
の
諸
論
点
に
は
、
幾

つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
第

一
は
、
地
帯
設
定
の

類
型
論
的
方
法
で
あ
る
。
先
進

・
中
進

・
後
進
の
三
地
帯
が
全
国
的
規
模
の
み

な
ら
ず
、
福
島
県
に
も
設
定
可
能
と
い
う
発
想
は
類
型
論
の
そ
れ
で
あ
り
、
津

田
秀
夫
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
堀
江
英

一
以
来
、
地
帯
設
定
を
市

場
構
造
と
関
連
さ
せ
て
行
な
う
構
造
論
的
方
法
が
、
少
な
く
と
も
近
世
史
研
究

の
方
で
は
主
流
と
な

っ
て
い
る
が
、
本
書
の
立
場
は
藤
田
五
郎
の
類
型
論
を
継

承
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
的
古
風
さ
は
注
目
に
価
す
る
。
階
級
構
成
や
対
抗
関

臨
詢
硼
崚
短
稿
醸
迎
論
的
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て

第
二
は
、
農
民
層
分
解
論
で
あ
る
。
日
一屋
を
資
本
と
の
関
係
抜
き
に
プ

ロ
レ

タ
リ
ア
的
要
素
と
評
価
し
て
し
ま
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
全
国

的
対
抗
で
は
こ
れ
に
何
の
役
割
も
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
極
分

解
の
初
期
的
段
階
な
る
規
定
と
、
そ
の
階
層
範
疇
化
と
し
て
の
豪
農
は
、
な
る

ほ
ど
自
由
民
権
運
動
の
生
起
と
挫
折
を
解
く
上
で
は
ま
こ
と
に
都
合
の
よ
い
理

論
的
装
置
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
維
新
変
革
の
内
的
必
然
性
は
つ
か
め
な
い

の
で
は
な
い
か
。
中
間
地
帯
の
分
解
は
維
新
後
に
本
格
化
す
る
の
だ
か
ら
、
近

世
国
家
の
内
発
的
解
体
が
維
新
前
に
す
す
ん
だ
と
は
言
え
な
い
。
当
然
、
外
圧

に
よ
る
解
体
と
い
う
理
論
を
引
き
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
外
圧
が
資
本
主

義
の
世
界
史
的
運
動
と
し
て
必
然
的
な
も
の
で
あ

つ
た
と
し
て
も
、
本
書
が
示

す
よ
う
な
分
解
の
展
開
度
で
遭
遇
し
た
の
は
偶
然
と
い
う
他
は
な
い
。
結
局
、

こ
れ
で
は
、
日
本
資
本
主
義
の
後
進
的
構
造
を
歴
史
的
に
遡
及
さ
せ
、
封
建
制

の
強
固
さ
を
農
業
の
停
滞
性
の
中
に
見
出
し
て
、
資
本
主
義
形
成
を
外
圧

へ
の

上
か
ら
の
対
応
に
よ

っ
て
専
ら
解
こ
う
と
し
た
講
座
派
主
流
の
見
地
を
よ
り
精

密
に
し
た
に
と
ど
ま
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
、
服
部
之
総
に
よ
る
工
業

部
門
の
内
発
的
契
機
の
探
究

（
「
厳

マ
ニ
ュ
段
階
」
論
）
、
藤
田
五
郎

・
堀
口

英

一
に
よ
る
農
業
部
面
で
の
そ
の
探
究
以
来
の
研
究
史
は
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る

が
、
維
新
変
革
を
内
発
的
契
機

一
本
槍
で
説
明
す
る
大
江
志
乃
夫

へ
の
批
判
を

通
し
て
、
本
書
の
立
場
は
講
座
派
主
流

へ
と
先
祖
が
え
り
―
よ
り
精
密
な
る
形

で
―
し
て
し
ま

っ
た
観
が
あ
る
。

第
二
は
、
基
底
構
造
分
析
と
政
治
過
程
論
の
機
械
的
結
合
で
あ
る
。
農
民
層

分
解

・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
め
ぐ
る
二
つ
の
途
と
、
明
治
政
府
と
自
由
民
権

運
動
と
の
政
治
的
対
抗
関
係
を
、
あ
ま
り
に
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
け
す
ぎ

て
は
い
ま
い
か
。
中
間
地
帯
の
相
対
的
な
経
済
的
後
進
性
が
自
由
民
権
運
動
の

生
起
と
い
う
政
治
的
先
進
性
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
本
書
は
認
め
て
い
る
が
、

こ
の
事
実
が
も
つ
方
法
論
的
意
義
を
こ
そ
問
い
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

討
論
で
は
次
の
よ
う
な
疑
間

・
感
想

・
意
見
が
出
さ
れ
た
。

①
先
進

・
中
間

・
後
進
の
三
地
帯
は
全
国
レ
ベ
ル
で
も
福
島
県
レ
ベ
ル
で
も

設
定
で
き
る
と
い
う
が
、
は
た
し
て
福
島
県
の
先
進
地
帯
な
る
も
の
と
、
全
国

レ
ベ
ル
で
い
う
畿
内
な
ど
の
先
進
地
帯
を
同

一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
ら
れ

る
の
か
。
報
告
者
は
、
そ
の
点
が
津
田
秀
夫
に
よ
る
本
書
批
判
の
基
底
に
あ
る

と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

②
各
地
帯
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
史
料
が
断
片
的
で
、
理

論
構
成
の
フ
レ
ー
ム
に
は
い
っ
て
き
た
も
の
だ
け
を
ひ
ろ

っ
た
と
い
う
観
が
あ

′つ
。③

明
治
国
家
の
あ
り
方
を

つ
か
む
上
で
、
本
書
の
地
帯
論
は
ど
の
よ
う
な
有

効
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
民
権
運
動
の
挫
折
を
説
明
す
る
に
は
都
合
の
よ
い

地
帯
論
だ
が
、
明
治
国
家
が
か
か
え
込
ん
で
い
た
矛
盾
は
こ
の
地
帯
論
で
と
ら

え
き
れ
る
も
の
な
の
か
。

④
日
本
資
本
主
義
の
特
質
把
握
の
た
め
に
組
み
立
て
ら
れ
た
地
帯
論
で
あ
り
、

福
島
県
も
そ
の
た
め
の
事
例
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
も
の

で
は
な
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
方
法
論
で
は
地
域
の
実
像
は
浮
か
び
上
が

っ
て

こ
な
い
だ
ろ
う
。

①
幕
末
期
の
豪
農
と
農
民
の
対
立
的
関
係
を
考
え
る
と
、
本
書
で
の
豪
農
の

位
置
づ
け
方
に
は
納
得
が
い
か
な
い
。

①
豪
農
＝
地
主
的
富
農
と
寄
生
地
主
を
範
疇
的
に
区
別
す
る
必
要
は
あ
る
の

か
。④

階
層
分
析
に
あ
た
っ
て
、
概
念
と
実
態
と
が
十
分
に
か
み
あ
い
、
照
応
し
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た
も
０
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
報
告
者
は
、
日
雇
を
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
的
要
素
と
看
破
す
本
書
の
立
場
に
つ
い
て
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
存
在
は
超
歴

史
的
で
あ
り
、
近
代
賃
労
働
者
に
そ
れ
が
つ
ら
な
る
も
の
か
否
か
は
資
本
、
そ

れ
も
如
何
な
る
資
本
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
は
ず
だ
が
、
そ

の
点
の
検
証
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ
と
関
連
す
る
が
階
級
的
対
抗
関
係
の
設
定

に
あ
た

っ
て
何
の
積
極
的
役
割
も
そ
れ
に
与
え
得
て
い
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

③
本
書
の
方
法
論
は
み
ご
と
な
ま
で
の
基
底
体
制
還
元
論
で
あ
る
。
政
治
史

の
方
法
が
欠
落
し
て
い
る
。

①
政
治
史
分
析
、
と
く
に
近
代
の
そ
れ
は
、
国
家
論
や
地
方
自
治
論
を
基
軸

と
し
て
、
独
自
の
方
法
論
が
組
み
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
経
済
史
分
析
の

あ
れ
こ
れ
の
結
果
を
性
急
に

「
照
応
」
関
係
を
設
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

⑩
経
済
史
分
析
は
、
社
会
関
係
の
あ
り
方
と
そ
の
変
化
の
動
向
を
地
域
の
実

態
に
即
し
て
つ
か
む
こ
と
に
主
眼
を
お
く
べ
き
で
、
そ
こ
か
ら
民
衆
の
行
動
に

ど
ん
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
か
を
想
定
す
る
材
料
を
汲
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、
当
然
、

「
社
会
史
」
研
究
で
扱
う
よ
う
な
諸

エ
レ
メ

ン
ト
が
媒
介
項
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
報
告
者
は
、
経
済

史
分
析
が
よ
り
純
粋
な
範
疇
を
検
出
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
の
は
、
純
粋
な
範

疇
こ
そ
は
純
粋
な
変
革
の
主
体
た
り
得
る
と
い
う
漠
然
と
し
た
理
論
的
前
提
の

上
に
立

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
発
想
は
分
析
の
手
段
と
対
象
の
構
造

を
と
り
ち
が
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
観
念
論
で
あ
り
、
世
界
史
の
困
難
な
現
実
に

直
面
し
た
際
、
自
ら
の
理
論
を
投
げ
棄
て
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ス
コ
ラ
化
す
る

ほ
か
は
な
い
、
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

今
回
も
ま
た
、
実
り
豊
か
な
勉
強
会
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
記
録
が
私
的
覚
書

の
レ
ベ
ル
を
出
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い

向
き
は
、
是
非

一
度
、
勉
強
会
に
お
出
か
け
願
い
た
い
。
い
ま
は
、
こ
の
雑
な

拙
文
で
我
慢
を
願
う
ほ
か
は
な
い
。　
　
　
　
　
２

九
八
五
年

一
一
月
五
日
）

（補
注
）
　

津
田
秀
夫
の
批
判
は
同

「
幕
末
期
に
お
け
る
地
域
類
型
論
に
つ

い
て
」

『
歴
史
学
研
究

』
第
二
七
六
号

・
一
九
六
三
年
七
月
、
ま
た
地
域

類
型
論
の
学
史
的
検
討
は
拙
稿

「
地
方
史
と
歴
史
学
を
め
ぐ

っ
て
」

『
地

方
史
研
究

』
第
二
〇
〇
号

・
一
九
八
六
年
四
月
参
照

（
一
九
八
八

・
一
）。

|
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