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財
閥
解
体
攻
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷

日
本
経
済
の
従
属
化
と
軍
事
化
え
の
序
説

武
　
藤

守

一
、
序

二
、
財
閥
と
軍
国
主
義
・
侵
略
主
義

三
、
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
具
体
化

四
、
財
閥
解
体
政
策
の
形
式
化
　
　
目
本
側
の
諾
事
情

五
、
財
閥
解
体
政
策
の
形
式
化
　
　
ア
メ
リ
カ
側
の
誇
事
情

、
序

　
後
進
日
本
資
本
主
義
は
、
そ
の
後
進
性
の
故
に
、
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
し
て
国
家
権
力
と
結
合
し
た
少
数
の
巨
大
資
本
を
成
長

せ
し
め
・
そ
れ
は
財
閥
と
呼
ば
れ
る
日
本
的
性
格
を
も
っ
た
金
融
資
本
と
し
て
発
展
し
た
。
こ
の
財
閥
は
目
本
が
盤
度
か
行
つ
て
来

た
侵
略
戦
争
に
よ
っ
て
絶
え
ず
拡
大
強
化
さ
れ
、
財
閥
は
日
本
の
軍
国
的
侵
略
的
性
格
の
主
要
な
る
支
柱
を
な
し
て
来
た
の
で
あ
っ

た
・
然
し
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
て
連
合
国
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
運
命
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
一
．
た
、
然
し
な
が
ら
、
財

閥
の
解
体
は
全
く
形
式
的
に
終
り
、
そ
れ
は
日
本
金
融
資
本
の
解
体
を
も
た
ら
さ
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
厳
存
し
て
い



る
の
で
あ
る
．
、
た
だ
異
っ
て
い
る
の
は
、
今
冒
現
存
し
て
い
る
巳
本
金
融
資
本
は
戦
前
の
そ
れ
と
は
全
く
異
り
、
ア
メ
リ
カ
金
融
資

本
に
完
全
に
従
属
化
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
対
ソ
戦
略
の
一
環
と
し
て
の
軍
事
的
役
割
を
荷
い
つ

つ
あ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
か
か
る
金
融
資
本
を
頂
点
と
す
る
戦
後
日
本
資
本
主
義
は
、
戦
後
七
年
の
間
に
お
い
て
至
る
所
に
矛

盾
を
暴
露
し
つ
つ
現
在
次
第
に
困
難
な
局
面
に
脆
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
産
力
の
上
昇
を
謹
歌
し
な
が
ら
も
そ
の
軍

事
産
業
と
平
和
産
業
と
の
極
度
の
不
均
衡
性
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
の
大
資
本
中
心
主
義
に
よ
る
中
小
資
本
の
没
落
・
労
働
者
農
民

一
般
国
氏
大
衆
の
窮
乏
化
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
と
消
費
力
と
の
不
均
衡
を
生
岬
せ
し
め
過
剰
生
産
恐
慌
を
不
可
避
た
ら
し
め
つ
つ

あ
る
こ
と
、
重
要
産
業
部
門
が
次
第
に
ア
メ
リ
カ
狼
占
資
本
に
従
属
化
し
大
資
本
は
利
潤
の
配
分
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
を
も
ち
な

が
ら
も
、
そ
れ
に
更
に
従
属
す
る
中
小
資
本
は
出
血
受
註
の
止
む
な
き
状
態
に
略
り
、
そ
れ
は
更
に
労
働
者
に
転
嫁
さ
れ
労
働
者
の

生
活
水
準
を
悲
惨
に
し
て
い
る
。
か
か
る
時
世
界
状
勢
は
米
ソ
の
対
立
を
次
第
に
激
化
せ
し
め
、
目
本
は
ア
ジ
ァ
に
お
け
る
ア
メ
リ

カ
の
戦
略
態
勢
の
一
環
と
し
て
次
第
に
軍
事
経
済
の
方
向
に
進
め
ら
れ
、
日
本
金
融
資
本
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
に
従
属
し
軍

事
化
す
る
こ
と
以
外
に
自
已
の
生
き
る
途
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
国
氏
大
衆
を
そ
の
よ
う
な
方
向
に
指
導
す
る

こ
と
は
戦
前
に
お
け
る
が
如
く
易
六
た
る
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
強
引
に
そ
れ
は
征
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
破
防
法
の
制
定
に
よ
っ

て
一
一
胃
論
弾
圧
の
準
傭
は
整
え
ら
れ
た
。
金
融
資
本
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
戦
争
へ
の
準
備
に
狂
奔
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
・

　
か
く
し
て
戦
後
日
本
金
融
資
本
の
推
移
を
国
内
的
及
び
国
際
的
立
場
　
　
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
関
連
に
お
い
て
　
　
か
ら
・

し
か
も
そ
れ
を
戦
争
へ
の
危
機
の
前
進
と
し
て
把
え
よ
う
と
思
う
。
オ
ツ
ペ
ン
ハ
ィ
マ
ー
は
い
う
「
友
よ
、
あ
な
た
が
平
和
な
生
活

を
続
け
た
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
妻
子
を
戦
争
か
ら
守
り
な
い
な
ら
ば
、
白
国
の
財
閥
の
正
体
と
活
動
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
」

と
。　

　
財
閤
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
ニ
ニ
三
（
七
五
七
）



立
命
舘
経
済
学
（
第
一
巷
・
第
五
・
六
号
）

９

二
二
四
（
七
五
八
）

二
、
財
閥
と
軍
国
主
義
・
侵
路
主
義

　
資
本
主
義
の
発
展
に
お
け
る
金
融
独
占
資
本
の
形
成
は
必
然
的
で
あ
る
。
ン
、
れ
は
資
本
・
王
義
の
内
在
的
必
然
性
で
あ
る
が
故
に
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
如
何
に
弊
害
が
生
じ
よ
う
と
も
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
ア
ン
チ
．
ト
ラ
ス
ト

法
が
如
何
に
無
力
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
れ
を
現
実
的
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ソ
チ
．
ト
ラ
ス
ト
法
制
定
の
直
接
の
対
象
ノ
し
あ

っ
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
ス
タ
ー
ダ
ー
ド
石
淋
会
杜
が
、
如
何
に
そ
の
後
も
益
点
独
占
的
地
位
を
強
化
し
て
行
っ
た
か
を
見
れ
ば
明

ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
巨
大
な
金
融
狼
占
資
本
が
形
成
さ
れ
、
や
が
て
は
少
数
の
巨
大
金
融
資
本
が
ア
メ

リ
ヵ
国
民
経
済
を
支
配
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
Ｄ
・
ル
ン
ド
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
戦
前
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
国
民
経
済
は
憧
か

に
六
十
家
の
巨
大
資
本
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
か
か
る
経
済
的
基
盤
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
政
治
が
左
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
然

し
第
二
次
大
戦
は
ア
メ
リ
カ
の
独
占
化
を
さ
ら
に
促
進
し
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
経
済
が
極
め
て
少
数
の
超
巨
大
資
本

ロ
ソ
ク
フ
ェ
ラ
ー
．
モ
ル
ガ
ン
．
デ
ュ
ポ
ソ
・
メ
ロ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
　
　
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

　
資
本
主
義
に
お
け
る
独
占
化
の
法
則
は
一
国
氏
経
済
に
お
け
る
少
数
巨
大
資
本
の
支
配
的
地
位
を
確
立
せ
し
め
る
の
み
ノ
し
は
な
い
。

資
本
主
義
の
発
展
は
臣
大
な
国
際
的
金
融
独
占
資
本
を
彩
成
せ
し
め
、
そ
れ
が
世
界
政
治
経
済
に
重
大
な
作
用
を
も
た
ら
す
に
至
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
一
国
氏
経
済
内
に
お
け
る
狼
占
化
の
進
展
は
、
資
本
主
義
の
本
性
で
あ
る
多
数
資
本
に
よ
る
自
由
競
争
、

そ
れ
に
伴
う
生
産
の
無
政
府
性
を
次
第
に
排
除
し
て
組
織
的
な
資
本
主
義
を
も
た
ら
す
に
至
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
国

際
的
金
融
狼
占
資
本
の
形
成
は
、
各
資
本
主
義
国
間
の
利
害
対
立
を
調
整
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
レ
ー
ニ
ン
の
い
う
が
如
き
帝
国

主
義
戦
争
の
理
論
を
過
去
の
も
の
た
ら
し
め
る
が
如
く
で
あ
る
。
か
か
る
理
論
を
展
開
し
た
者
こ
そ
カ
ゥ
ッ
キ
ー
や
ヒ
ル
フ
ア
ー
ジ



ン
グ
に
よ
る
組
織
的
資
本
主
義
の
理
論
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
独
占
化
の
進
展
は
一
面
に
お
い
て
は
競
争
を
排
除
ナ

る
も
の
で
あ
り
、
実
は
狼
占
化
は
競
争
を
排
除
し
て
利
潤
を
増
大
す
る
た
め
に
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
両
に
お
い
て
は
独

占
化
の
進
展
こ
そ
競
争
を
大
規
模
化
し
深
刻
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
生
産
の
無
政
府
性
と
い
う
資
本
主
義
の
本
性
を
益
Ａ
露
呈

す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
生
産
の
無
政
府
性
の
必
然
的
解
決
手
段
と
し
て
の
経
済
恐
慌
が
、
独
占
化
の
進
展
と
と
も
に
益

戊
大
規
模
化
し
深
刻
化
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
。
さ
ら
に
国
際
独
占
資
本
の
形
成
は
各
資
本
主
義
国
の
利
害
関
係
の

対
立
を
調
整
し
得
な
い
ば
か
り
か
却
っ
て
対
立
を
激
化
せ
し
め
戦
争
の
危
機
を
促
進
す
る
役
割
し
か
果
し
得
な
い
。
否
国
際
独
占
資

本
が
形
成
さ
れ
巨
大
化
さ
れ
て
行
く
の
は
常
に
戦
争
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
常
に
戦
争
を
渇
望
す
る
も
の
で
あ
り
、

常
に
彼
等
は
「
死
の
商
人
」
な
の
で
あ
る
。

　
日
本
も
資
本
主
義
で
あ
る
限
り
、
金
融
独
占
資
本
の
形
成
は
必
然
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
の
経
過
の
う
ち
に
確
立
さ
れ

た
。
金
融
独
占
資
本
の
形
成
は
日
本
資
本
主
義
の
矛
盾
を
拡
大
し
、
幾
多
の
弊
害
を
露
呈
す
る
に
至
っ
た
が
、
ア
メ
リ
ヵ
の
如
く
そ

れ
を
制
隈
す
る
よ
う
な
法
律
的
処
置
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
。
然
し
そ
れ
に
対
す
る
国
氏
感
惜
は
次
第
に
悪
化
し
、
特
に
昭
和
に
入
っ

て
世
界
経
済
恐
悦
に
よ
っ
て
国
氏
が
困
窮
の
ど
ん
底
に
陥
っ
た
時
そ
の
頂
点
に
達
し
、
財
閥
に
対
す
る
攻
撃
は
直
接
行
動
と
な
っ
て

現
わ
れ
、
財
閥
中
心
人
物
の
暗
殺
事
件
と
さ
え
な
っ
た
、
財
閥
は
こ
の
状
勢
に
対
し
て
、
国
氏
の
関
心
を
滴
洲
侵
略
に
転
換
せ
し
め

る
と
共
に
、
杜
会
事
業
に
寄
附
す
る
な
ど
し
て
国
氏
を
偽
鵬
し
つ
つ
、
実
質
に
お
い
て
は
滴
洲
事
変
・
中
日
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
を

通
じ
て
巨
大
な
利
潤
を
獲
得
し
、
日
本
の
政
治
経
済
に
対
す
る
支
配
力
を
倣
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
金
融
独
占
資
本
の
形
成
は
資
本
主
義
の
法
則
性
の
共
体
化
に
外
な
ら
な
い
が
、
然
し
他
国
の
そ
れ
と
の
特
殊
性
を

も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
局
に
お
い
て
日
本
資
本
主
義
の
後
進
性
に
基
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
西
欧
資
本
主
義
諸
国
が
自
由
競

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
七
五
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
六
（
七
六
〇
）

争
の
絶
頂
に
達
し
、
正
に
独
占
の
段
階
に
入
ろ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
に
明
治
維
薪
を
も
っ
た
巳
本
は
、
そ
れ
を
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革

命
た
ら
し
め
ず
単
な
る
政
治
革
命
に
終
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
治
政
府
を
成
立
せ
し
め
た
。
封
建
的
な
明
治
政
府
は
西
欧
資
本
主

義
強
国
の
環
視
の
う
ち
に
狼
立
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
卦
建
的
農
民
経
済
の
某
盤
の
上
に
急
速
に
西
欧
資
本
主
義
を
輸
入
し
、
産

業
を
保
護
育
成
し
、
富
国
強
兵
策
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
か
る
事
惜
に
お
い
て
権
力
に
接
近
せ
る
少
数
の
人
共
の
手
に
大

資
本
が
集
積
さ
れ
て
行
く
関
係
が
成
立
し
た
。
か
く
し
て
目
本
資
本
主
義
は
、
当
時
大
多
数
の
人
口
を
占
め
る
封
建
的
農
氏
経
済
の

基
盤
の
上
に
、
し
た
が
っ
て
国
内
市
場
の
彬
成
に
先
だ
っ
て
、
上
か
ら
資
本
主
義
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
が
故
に
、
資
本
主
義
商
品
は

当
初
か
ら
し
て
外
国
市
場
の
獲
得
を
要
求
し
、
巨
本
資
本
主
義
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
侵
略
的
性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
か
か
る
基
本
的
関
係
は
現
在
に
至
る
ま
で
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
を
し
て
日
渚
戦
争
．
日
露
戦
争
．
第
一
次
世

界
大
戦
・
満
洲
事
変
・
中
日
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
と
絶
え
ず
侵
略
戦
争
に
駆
り
立
て
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
度
重
な
る
戦
争
に

お
い
て
常
に
巨
大
な
利
潤
を
獲
得
し
得
た
の
は
常
に
権
力
に
つ
な
が
る
少
数
の
人
六
で
あ
り
、
彼
等
は
戦
争
毎
に
、
そ
れ
を
跳
躍
台

と
し
て
絶
え
ず
支
配
力
を
拡
大
し
、
金
融
独
占
資
本
と
し
て
成
長
し
、
日
本
の
政
治
経
済
を
完
全
に
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
日
本
の
金
融
独
占
資
本
の
特
殊
性
と
し
て
、
¢
　
生
れ
な
が
ら
に
し
て
国
家
権
力
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
常
に
権
力

を
背
景
に
し
て
拡
大
発
展
し
て
来
た
こ
と
、
¢
　
日
本
資
本
主
義
が
充
分
な
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
を
経
る
こ
と
な
く
封
建
的
農
村
経
済

を
収
奪
の
薬
盤
と
し
て
い
た
が
故
に
、
ユ
、
こ
に
成
長
し
た
金
融
独
占
資
本
も
ま
た
多
分
に
封
建
的
性
格
を
残
存
し
つ
つ
拡
大
発
展
し

て
来
た
こ
と
、
¢
　
絶
え
ず
権
力
を
背
景
に
し
て
い
た
が
故
に
そ
の
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
力
は
、
他
国
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較

し
て
絶
対
的
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
も
、
他
国
に
ユ
、
の
比
を
見
な
い
程
に
絶
大
な
も
の
に
拡
大
発
展
し
て
い
た
こ
と
、
に
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
特
殊
性
に
お
い
て
、
日
本
の
金
融
独
占
資
本
は
特
に
財
閥
○
名
を
も
っ
１
て
知
ら
れ
、
財
閥
と
い
う
世
界
語
々
．



も
た
ら
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、

　
こ
れ
ら
の
財
閥
の
う
ち
特
に
巨
大
な
の
は
三
井
・
三
菱
・
ま
友
・
安
田
の
第
一
級
四
大
財
閥
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
第
二
級
財
閥

は
大
倉
・
古
河
・
浅
野
・
渋
沢
・
川
崎
・
野
村
で
あ
る
。
ン
、
の
外
に
満
洲
事
変
以
後
の
戦
時
経
済
に
お
い
て
軍
部
と
結
び
つ
く
こ
と

に
よ
っ
て
急
激
に
生
長
し
て
来
た
財
閥
が
新
興
財
閥
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
窒
・
胃
曹
・
森
・
中
島
・
川
崎
・
理
研
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
財
閥
の
成
立
発
展
は
い
ず
れ
も
戦
争
を
背
景
と
し
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
死
の
商
人
」
と
い
う
極
印
を
は
り

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
戦
前
に
お
い
て
口
］
本
の
金
融
独
占
資
本
が
如
何
に
偉
大
な
支
配
力
を
確
立
し
て
い
た
か
は
「
公
正
取
引
委
員
会
」
の
調
査
に
よ
っ

て
さ
え
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
体
は
更
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
重
要
産
業
部
門
に
つ
い
て
見
よ

う
パ
ー
公
正
取
引
委
員
会
調
査
部
「
同
本
に
お
け
る
経
済
力
集
中
の
実
体
」
）
。

　
ま
ず
昭
和
十
二
年
現
在
に
お
け
る
重
要
産
業
に
お
い
て
如
何
に
少
数
の
巨
大
企
業
が
圧
倒
的
な
支
配
力
を
確
立
し
て
い
た
か
を
見

る
。
石
炭
業
は
十
社
で
六
〇
・
六
劣
を
、
製
鉄
業
は
三
社
で
九
七
・
八
岩
を
、
ア
ル
、
ミ
製
造
業
は
四
杜
で
一
〇
〇
％
を
、
造
船
業
は

十
杜
で
九
六
・
七
％
を
、
硫
安
製
造
業
は
十
杜
で
九
三
・
五
％
を
、
板
ガ
ラ
ス
は
三
杜
で
一
〇
〇
％
を
、
セ
メ
ン
ト
製
造
業
は
十
杜

で
七
八
・
五
％
を
、
洋
紙
製
造
業
は
十
杜
で
九
九
・
三
％
を
、
綿
紡
績
業
は
十
杜
で
五
九
・
一
％
を
、
製
糸
業
は
二
杜
ノ
し
八
一
・
六

劣
を
、
人
造
絹
糸
製
造
業
は
十
杜
で
七
六
・
一
％
を
、
海
運
業
は
十
社
で
四
六
・
八
％
を
支
配
し
て
い
る
。
か
く
し
て
重
要
産
業
は

い
ず
れ
も
十
社
以
下
の
少
数
巨
大
企
業
に
よ
っ
て
殆
ど
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
巨
大
企
業
の
多
く
は
財
閥
資
本
で
あ
る
か
、
ま
た
は
財
閥
資
本
と
国
家
資
本
と
の
結
合
体
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
ケ
の
で
あ
っ
て
、
財
閥
の
日
本
経
済
に
対
す
る
支
配
力
の
如
何
に
大
き
か
っ
た
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
二
三
の
重
要

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
（
七
六
一
）



、
　
、

●

立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
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六
号
）

二
二
八
（
七
六
二
）

）在現年二十和昭（度中集の業産要重
　
　
、
化
業

　
船
産
鉱

　
汽
目
生

　
横
、
麻

　
炭
鉄
、

　
遣
製
薩

　
海
本
炭

名
北
目
邦

業
　
、
、
東

企
業
業
、

大
鉱
鉱
業

巨
菱
治
鉱

　
三
胡
友

　
　
、
、
住

　
山
嬢
、

　
鉱
炭
業

　
井
島
工

　
三
貝
学

｛

度中集数業企大巨

６
■

０６
１
０

船造鉄製見鶴、管鋼本目、

鉄製本目８
●

７９

住
　
立
、
　
工
学
ン
　
　
　
野
磐
ン
本

・
　
日
管
　
学
化
べ
　
　
小
・
メ
目

ム
　
　
・
鋼
・
化
産
旭
　
　
・
　
・
造
セ
・

轟
欝
鏑
汽
熱
瀞
砧
評

二
本
井
、
阪
住
業
工
　
　
板
メ
ン
、
メ

ミ
日
三
渠
大
　
・
工
作
　
　
永
セ
メ
ト
セ

ル
、
、
船
、
料
学
矢
「
一
徳
業
セ
ン
分

ア
鉄
船
賀
渠
肥
化
、
酸
　
、
窯
部
メ
大

満
製
造
浦
船
和
気
料
硫
子
阪
宇
セ
、

目
ム
崎
、
館
昭
電
肥
潟
硝
大
、
父
ト

、
一
川
船
函
　
、
、
素
新
板
　
、
造
秩
ン

業
ユ
　
、
造
、
業
素
窒
、
本
ト
製
、
メ

エ
こ
　
業
磨
業
工
窒
本
糸
目
　
ン
ト
ト
セ

気
ミ
エ
播
工
圧
部
日
絹
　
、
メ
ン
ン
本

電
ル
重
、
重
高
宇
、
グ
子
セ
メ
メ
目

本
ア
菱
船
川
洋
、
業
ル
硝
野
セ
セ
、
鉄

目
友
一
三
造
石
東
業
工
べ
　
旭
浅
田
城
ト
製

丁
し
　
　
｛
　
　
｛
　
　
　
　
　
｛

　
１
０
　
　
７
　
　
　
５
　
　
つ
　
　
５

０
０
　
９
６
　
　
９
３
　
０
０
　
　
７
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

１

３
　
　
４
一

１
０

１
０

３

１
０

製
巴
　
敷
、
　
　
絹
、
造
　
汽
川

和
、
　
倉
績
　
　
　
敷
糸
人
。
際
・

昭
紙
　
　
・
紡
・
　
　
倉
湘
国
糸
国
船

、
製
　
　
績
清
績
　
　
　
グ
帝
絹
　
、
汽

紙
本
　
紡
目
紡
　
　
ヘ
ル
ニ
造
船
下
一
二

製
旦
　
　
淵
、
田
　
　
　
べ
第
人
汽
山
船

越
、
紙
鐘
績
和
　
　
ヨ
ン
、
島
連
・
造

北
業
製
、
紡
岸
糸
一
べ
糸
福
大
産
崎

、
工
野
績
島
、
製
　
レ
旭
絹
、
　
、
物
川

紙
正
西
紡
福
績
是
洋
、
造
糸
船
井
・

製
大
、
本
、
紡
郡
東
ン
人
絹
商
三
船

菱
、
紙
目
績
華
、
、
ヨ
和
造
阪
、
汽

三
業
製
大
紡
錦
績
糸
一
昭
人
大
船
洋

、
紙
乾
　
、
士
、
紡
絹
レ
、
京
　
、
郵
東

紙
本
、
績
富
績
糸
造
本
績
東
船
海
・

製
日
紙
紡
、
紡
製
人
貝
紡
、
郵
近
船

子
、
製
洋
績
羽
倉
国
、
洋
糸
本
、
汽

王
紙
川
東
紡
果
片
帝
織
東
絹
目
船
崎

｛
　
　
｛
　
　
　
　
１
Ｉ
ー
ぺ
Ｉ
ｌ
＼
　
｛

３
■

９９
１
０

１
■

９５
１
０

６

１
一

８

１
●

６７
１
０

８
●

６４
１
０

産
業
部
門
に
っ
い
て
見
れ

ば
次
の
如
き
状
態
が
知
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
石
炭
鉱

業
は
、
企
業
数
約
五
百
杜

の
う
ち
僅
か
十
社
の
巨
大

企
業
に
よ
っ
て
全
生
産
量

の
六
〇
・
六
〆
が
集
中
さ

れ
て
い
る
　
こ
の
十
杜
の

う
ち
日
本
製
鉄
が
国
家
資

本
で
あ
る
外
、
す
べ
て
財

閥
系
企
業
で
あ
っ
て
、
三

井
は
三
井
鉱
山
・
北
海
道

数業企総

ｏ
ｏ

ゆ

↓
亦

２
０約

４

２
４

ｕ

３

２
８

１
７

８
２

Ｏ
０
　
２
１
　
　
雅

８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

ーヲ
〆

赤

炎
薩
汽
船
の
僚
か
太
平
洋

炭
嬢
・
松
島
炭
薩
を
擁
し

リ局弓ド

又
レ

★
い

業産

磁炭石

業
ミ
業

鉄
ル
遊

製
ア
製

業
、
－

ア
；

痛造

業造製安硫

スラガ板

ト
業

、
．
造

メセ
製

造拠紙洋

業絞紡

自
旧

糸

糸製

糸
業

、
刀
造

造
人
製

ｋ
ミ

諜蓮海

て
二
四
・
八
％
、
三
菱
は

三
菱
鉱
業
の
は
か
九
州
炭

瞳
汽
船
・
雄
別
炭
薩
鉄
道



，

－
　
　
）

　
在

　
現

　
年

　
１
２

　
和

　
昭

　
（

　
ｏ
ｏ

　
的

　
系

　
数

　
業

　
企

　
総

　
、

　
度

　
中

　
集

　
業

　
薩

　
炭

　
肩

積
度
１
２
４
一
０
４
０
５
９
９
６
４
一
〇

　
中
血
肌
弥
仙
仏
姐
肌
独
肌
肌
組
帆

累
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

別
度
％
１
１
　
２
０
０
　
６
５
４
０
　
７
　
　
０

業
中
　
凧
皿
８
・
５
生
３
・
３
・
３
・
３
・
２
・
　
一
帆

企
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

績
撞
８
１
４
３
４
６
３
３
６
９
！
８

実
千
８
３
４
５
７
１
２
６
８
２
６
１
５
９
５
３
３
７
１
９
８
５
２
５

産
６
・
５
・
み
２
．
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
７
・
５
・

生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
４

　
　
山
業
船
嬢
業
鉄
業
業
薩
業
他
計

名
　
　
　
　
汽
　
　
　
　
工

　
　
鉱
嬢
嬢
炭
鉱
製
学
鉱
炭
鉱
　
合

業
　
　
　
　
炭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
井
菱
道
島
治
本
化
友
邦
生
　
国

企
　
　
　
海
　
　
　
産

　
　
三
三
北
貝
明
目
巨
住
東
麻
そ
全

位
　
　
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
０

順

）在現年ｕ和昭（
２
０約数業企総度申集業鉄製

積
匿
９

中
鰍

累
集別

度
９

業
中
３
・

企
集
８

績
駈

実
千
３
１

産
　
岬

生
　
　
鉄

名業企位順

製本冒

０
●

４９１
●

０１５３２管鋼本巨

１
■
　
２

８
●

７９８
●

３
８
５船造鉄製見鶴３

２
●

２
５
６他のそ

一
〇〇

〇ユｏｏ
０１８０３，２計合国全

を
従
え
て
一
六
・
三
％
、
住
友
は
住

友
鉱
業
を
擁
し
て
三
・
四
％
を
支
配

し
て
い
る
。
か
く
し
て
財
閥
系
十
杜

が
六
〇
％
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
支
配
が
六
〇
％
に
止
ま

っ
て
い
る
の
は
、
彼
等
が
優
良
炭
醸

の
み
を
確
保
し
、
低
品
位
炭
薩
は
採

算
上
こ
れ
を
顧
み
な
い
た
め
で
あ
り
、

特
殊
炭
・
上
級
炭
は
す
べ
て
彼
等
に

握
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
財

閥
系
十
社
の
支
配
力
を
単
に
六
〇
％
と
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
さ
ら
に
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
製
鉄
業
に
お
い
て
は
徹
底
的
に
集
中
が
行
わ
れ
、
三
杜
で
九
七
・
八
％
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
国
家
資
本
の
日
本
製
鉄
に
よ

っ
て
八
三
・
九
％
が
占
め
ら
れ
、
約
二
〇
％
が
浅
野
財
閥
の
日
本
鋼
管
と
鶴
見
製
鉄
造
船
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
洋
紙
製
造
業
に
お
い
て
も
徹
底
的
な
集
中
が
行
わ
れ
十
杜
で
九
九
・
三
％
を
独
占
し
て
い
る
，
そ
の
う
ち
で
も
三
井
系
の
王
子
製

紙
に
よ
っ
て
七
一
・
七
劣
が
占
め
ら
れ
、
し
か
も
樺
太
・
朝
鮮
・
台
湾
を
含
め
て
計
算
す
る
と
王
子
製
紙
一
社
の
集
中
度
は
七
八
・

四
％
に
上
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
産
業
部
門
に
つ
い
て
数
字
を
限
り
な
く
羅
列
し
て
も
、
大
体
に
お
い
て
少
数
巨
大
資
本
が

支
配
力
を
確
立
し
、
ン
、
の
少
数
巨
大
資
本
は
財
閥
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
、
ン
、
こ
で
次
に
は
戦
前
に
お

　
・
財
閥
解
体
攻
策
切
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
篠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
軌
（
七
六
三
）



）在現年
１
２和昭（
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７数業企総

、

度中集業造製紙洋
　
　
　
　
　
－
、
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・
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■
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命
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中
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累
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別
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Ｌ
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績
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実
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４
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千
６
５

生
　
｝

　
　
紙

名
　
　
製

業
　
　
子

企
　
　
王

位
　
－
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７
●

７７０
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１
●

３８４
●

｝
ｏ

０１７
■

８８紙製越北

２
　
　
３

９
●

６８８
●

３
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二
・
三
〇
（
七
六
四
）

け
る
財
閥
が
如
何
に
巳
本
経
済
に
対
す
る
支
配
力
を
も
っ
て
い
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
三
井
・
三
菱
・
住
友
・
安
田
の
第
一
級
四
大
財
閥
の
支
配
す
る
諾
会
杜

の
払
込
資
本
金
は
、
全
国
会
杜
の
払
込
資
本
金
総
額
の
二
四
・
五
杉
を
占
め
、

さ
ら
に
こ
れ
に
鮎
川
・
浅
野
・
古
河
・
大
倉
・
中
島
・
野
村
を
加
え
た
十
大
財

閥
と
す
る
時
は
三
五
・
二
劣
に
達
す
る
と
い
う
（
持
株
会
杜
整
理
委
員
会
「
巨
本

の
財
閥
解
体
」
八
五
頁
）
。
す
な
わ
ち
全
国
会
杜
の
払
込
金
総
額
の
三
分
の
一
以

上
が
僅
か
十
大
財
閥
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
三
分
の
一
は

単
な
る
三
分
の
一
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
諾
会
杜
は
日
本
の
基
礎
重
要
産
業
部

門
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
他
の
非
財
閥
会
社
に

対
し
１
て
有
利
な
指
導
的
地
位
に
立
つ
こ
と
を
得
て
、
実
質
的
に
は
全
国
の
会
杜
を
支
配
し
得
る
程
の
立
場
に
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　
財
閥
資
本
が
如
何
に
広
汎
に
各
産
業
部
門
に
触
手
を
拡
げ
て
い
た
か
を
三
井
財
閥
に
つ
い
て
見
れ
ば
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の

表
で
は
三
井
系
の
会
杜
数
は
一
五
一
杜
と
な
っ
て
居
り
、
し
た
が
っ
て
全
国
会
杜
払
込
資
本
金
に
対
す
る
比
率
は
五
・
四
％
と
な
っ

て
い
る
が
、
実
際
の
支
配
力
は
そ
れ
の
何
借
か
に
当
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
井
財
閥
系
の
主
要
会
社
を
見
れ
ば
直
ち
に
判
明
す
る
。

す
な
わ
ち
三
井
財
閥
の
帝
国
銀
行
は
、
他
の
会
杜
の
株
式
を
持
た
ず
と
も
貸
付
金
の
関
係
か
ら
多
数
の
会
社
を
支
配
し
得
る
。
ま
た

三
井
物
産
は
三
億
円
の
資
本
金
を
も
ち
、
六
〇
の
支
配
会
杜
を
有
し
、
投
資
会
杜
は
四
一
八
杜
に
上
っ
た
と
い
う
。
そ
の
支
配
会
杜

の
う
ち
に
は
大
同
製
鋼
・
丸
善
石
油
・
石
川
島
造
船
・
日
立
製
作
所
・
鐘
紡
・
三
井
造
船
・
東
洋
棉
花
等
の
大
会
杜
が
あ
り
、
そ
れ
ら
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目

炭
油
鉄
機
ム
具
品
粉
石
砲
船
晶
機
晶
糠
運
「

　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
分
動
　
　
　
　
ル

　
　
　
　
動
一
器
　
　
　
　
部
発
薬
　
　
ネ

　
　
　
　
発
こ
　
製
　
　
鉱
　
　
　
　
用
　
　
　
　
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
高
ミ
気
　
　
　
　
　
　
機
学
　
　
フ

　
　
　
　
癌
ル
　
　
　
　
　
　
　
空
空
　
　
　
　
ぺ

石
石
鋼
船
ア
電
綿
製
鉄
銃
造
航
航
化
製
海
（

財
閥
解
体
攻
策
の
基
盤
と
そ
の
凌
遷
（
武
藤
）

の
大
会
杜
は
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
孫
会
杜
を
附
随
し
て
い

る
の
で
あ
■
る
。
三
井
鉱
山
も
同
様
に
四
三
の
孫
会
杜
が

あ
っ
た
と
い
う
。
か
く
の
如
く
、
三
井
財
閥
に
属
す
る

も
の
を
子
会
杜
・
孫
会
社
・
関
係
会
杜
等
を
含
め
て
考

え
る
な
ら
ば
極
め
て
巨
大
な
支
配
爵
を
そ
こ
に
見
み
で

あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
三
菱
・
住
友
・
安
田
そ
の
他
財

閥
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
財

閥
の
日
本
経
済
に
対
す
る
独
占
的
支
配
力
は
も
は
や
説

明
す
る
ま
で
も
な
い
。
然
し
さ
ら
に
補
足
す
れ
ば
、
三

菱
財
閥
系
諾
会
杜
の
生
産
高
の
全
国
生
産
高
に
対
す
る

比
率
は
上
表
の
如
く
で
あ
っ
て
、
三
菱
財
閥
だ
け
で
全

国
製
粉
高
の
五
〇
％
、
航
空
機
用
発
動
機
の
四
五
％
、

航
空
機
用
部
分
品
の
四
〇
％
、
電
気
器
具
及
び
製
糖
の

三
五
％
、
船
舶
発
動
権
の
三
〇
％
を
占
め
て
い
た
。

　
か
く
の
如
く
日
本
経
済
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
と
こ

ろ
の
金
融
独
占
資
本
（
財
閥
）
は
、
実
に
満
洲
事
変
・

中
日
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
へ
と
、
常
に
戦
争
を
跳
躍
育

　
　
　
　
　
　
　
　
．
二
三
一
（
七
六
五
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
“
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
（
七
六
六
）

と
し
て
拡
大
強
化
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
争
経
済
が
如
何
に
財
閥
の
拡
大
強
化
に
有
利
で
あ
っ
た
か
の
一
例
と
し
て
三
菱
重
工

業
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
三
菱
重
工
業
は
昭
和
九
年
に
資
本
金
六
千
万
円
と
し
て
創
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
軍
需
イ
ン
フ
レ
に

乗
っ
て
発
展
し
、
中
日
戦
争
開
始
の
昭
和
十
二
年
に
は
一
億
二
千
万
円
に
倍
額
増
資
し
、
そ
れ
以
後
は
愈
六
戦
争
経
済
と
な
っ
て
、

昭
和
十
五
年
に
は
二
億
四
千
万
円
に
、
昭
和
十
七
年
に
は
四
億
八
千
万
円
に
、
昭
和
二
十
年
に
は
十
億
円
に
増
資
し
た
。
約
十
年
の

間
に
十
五
倍
以
上
に
膨
脹
し
た
の
で
あ
っ
た
。
巨
大
軍
需
会
杜
を
完
全
に
支
配
し
て
い
た
財
閥
資
本
が
如
何
に
巨
額
の
利
潤
を
獲
得

し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
然
る
に
こ
の
反
面
に
お
い
て
、
数
百
万
人
の
国
民
が
出
征
し
、
あ
る
い
は
戦
死
し
、
あ
る
い
は
傷
病
者
と
な
っ
た
。
国
内
に
お
い

て
は
徴
用
に
よ
っ
て
工
場
鉱
山
に
動
員
さ
れ
、
企
業
整
備
に
よ
っ
て
父
祖
伝
来
の
稼
業
を
見
棄
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
戦

時
財
政
に
伴
う
イ
ン
フ
レ
の
進
展
は
次
第
に
生
活
水
準
を
低
下
せ
し
め
、
撚
し
労
働
組
合
は
解
体
さ
れ
て
待
遇
改
善
の
要
求
は
禁
止

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
や
が
て
工
場
は
憲
兵
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
切
の
自
由
は
停
止
さ
れ
、
人
権
は
無
視
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
金
融
独
占
資
本
は
拡
大
し
、
老
大
な
利
潤
を
蓄
積
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

三
、
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
具
体
化

　
以
上
の
如
く
、
戦
煎
に
お
け
る
日
本
金
融
資
本
（
Ｈ
財
閥
）
の
成
立
発
展
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
は
、

一
方
に
お
い
て
は
農
村
を
中
心
と
し
て
多
分
に
封
建
的
諾
関
係
を
残
存
せ
し
め
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
は
ン
、
の
よ
う
な
封
建
的
基
盤

の
上
に
国
家
権
力
を
背
景
と
し
て
、
巨
大
な
金
融
資
本
（
Ｈ
財
閥
）
を
成
立
せ
し
め
て
来
た
Ｏ
で
あ
っ
た
、
ン
、
の
こ
と
は
急
激
に
発
展

す
る
資
本
主
義
的
生
産
力
と
国
内
購
買
力
と
の
不
均
衡
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
ず
、
ン
、
れ
は
自
ら
棺
民
地
の
獲
得
を
必
要
と
し
、
ン
、



の
た
め
の
武
力
を
必
要
と
し
、
か
く
し
て
こ
こ
に
日
本
資
本
主
義
を
極
度
に
軍
国
主
義
的
侵
略
的
た
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
幾
度
か
の
侵
略
戦
争
を
跳
躍
台
と
し
て
目
本
資
本
主
義
は
発
展
し
て
来
た
の
、
て
あ
り
、
そ
の
戦
争
を
推
進
せ
し
め
て
来
た
の
は
財

閥
で
あ
り
、
戦
争
毎
に
財
閥
は
そ
の
支
配
力
を
拡
大
強
化
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
満
洲
を
侵
略
し
て
日
満
共
同
体
の
上
に
、
中
国

を
侵
略
し
て
巳
満
華
協
同
体
の
上
に
、
南
方
諾
地
域
を
侵
略
し
て
東
亜
共
栄
圏
の
上
に
、
八
紘
一
宇
の
精
神
の
上
に
杜
界
の
支
配
者

に
な
ろ
う
と
い
う
財
閥
の
野
望
は
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
て
夢
と
消
え
た
。

　
敗
戦
に
よ
っ
て
連
合
国
軍
隊
が
占
領
軍
と
１
し
て
進
駐
し
て
来
た
。
占
領
軍
の
目
標
は
既
に
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言
に
よ
っ
て
明
ら
に
さ
れ

て
居
り
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
占
領
軍
の
司
令
官
に
は
ア
メ
リ
ヵ
極
東
軍
司
令
官
マ
ッ
ク
ァ
ー
サ
ー
元
帥
が
就

任
し
た
。
か
く
し
て
日
本
占
領
目
的
実
施
の
担
当
者
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
二
巳
政
府
よ
り
声
明
を
発
し
、

降
服
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
ヵ
の
初
期
の
対
日
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
声
明
の
第
一
部
は
究
極
の
目
的
を
規
定
し
、
第
二
部
は

連
合
国
の
権
力
を
規
定
し
、
第
三
部
は
政
治
関
係
を
、
第
四
部
は
経
済
関
係
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
第
四
部
の
Ｂ
項
に
は
「
日
本

の
商
業
及
び
生
産
上
の
大
部
分
を
支
配
し
来
り
た
る
産
業
上
及
び
金
融
上
の
大
コ
ー
ビ
ネ
ー
シ
ヨ
ソ
の
解
体
を
促
進
す
る
」
と
あ
っ

て
、
財
閥
解
体
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
ヵ
は
何
政
に
そ
の
対
日
方
針
の
中
に
財
閥
解
休
を
謹
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
、
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言

の
精
神
を
占
領
国
冨
本
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
に
は
、
財
閥
の
解
体
は
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
何
故
衣
ら
、
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言
の
基

本
的
精
神
は
、
巨
本
の
軍
国
主
義
・
侵
略
主
義
を
破
砕
し
て
、
日
本
を
平
和
的
・
民
主
的
な
国
家
に
再
建
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
然

し
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
直
接
に
軍
隊
を
解
散
し
、
兵
器
要
塞
を
破
壊
し
た
だ
け
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
日
本
が
軍
国

主
義
・
侵
略
主
義
で
あ
っ
た
の
は
、
強
力
な
軍
事
力
を
背
景
侭
す
る
も
の
ノ
し
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
強
力
な
軍
事
力
を

　
　
財
閥
解
体
攻
策
の
基
盤
と
そ
の
凌
遷
（
武
藤
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
（
七
六
七
）

●



　
　
廿
命
館
経
済
掌
（
第
．
一
巻
。
第
五
．
．
六
脅
）
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
一
一
；
四
（
七
六
八
ゾ

も
た
ら
し
た
の
は
、
巳
本
の
政
治
の
あ
り
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
日
本
の
政
治
の
あ
り
方
を
も
規
定
す
る
も
の
は
日
本
資

本
主
義
の
あ
り
方
．
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
上
述
し
た
如
く
、
目
本
資
本
主
義
は
元
来
生
れ
な
が
ら
に
し
て
軍
国
主
義
・
侵
略
主
義
た
る
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

一
方
に
お
い
て
、
多
分
に
封
建
的
性
格
を
残
存
し
た
農
村
経
済
の
基
盤
の
上
に
、
他
方
に
お
い
て
は
強
力
な
国
家
権
力
を
背
景
に
し

た
大
資
本
の
育
成
、
こ
こ
に
国
内
に
お
け
る
資
本
主
義
的
生
産
力
と
購
買
力
と
の
不
均
衡
の
発
展
を
生
じ
、
こ
れ
を
国
内
的
に
解
決

し
得
な
い
権
力
は
対
外
的
に
他
国
の
領
土
を
侵
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
の
途
を
見
出
し
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
に
は
軍
事
力
の
増
強
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
は
国
民
に
軍
国
主
義
的
な
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
か
か
る
経
済
的
基
盤
か
ら
日
本
の
軍
国
主
義
・
侵
略
主
義
は
彩
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
日
本
人
の
人

種
的
性
格
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。

　
だ
か
ら
、
日
本
を
氏
主
的
・
平
和
的
に
す
る
た
め
に
は
、
根
本
的
に
は
従
来
の
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
変
革
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
一
方
に
お
い
て
は
農
村
に
残
存
し
て
い
る
封
建
的
勢
力
Ｈ
地
主
勢
力
を
破
砕
す

る
こ
と
で
あ
り
、
地
主
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
小
作
地
を
直
接
耕
作
者
に
解
放
す
る
と
こ
ろ
の
土
地
改
革
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て

は
日
本
の
国
民
経
－
済
を
完
全
に
独
占
麦
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
金
融
資
本
（
１
１
財
閥
）
を
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
地
改
革

を
行
っ
て
封
建
的
地
主
勢
力
の
経
済
的
基
盤
を
破
砕
し
て
農
氏
大
衆
を
解
放
し
、
財
閥
を
解
体
す
る
と
共
に
労
働
組
合
を
育
成
し
て

労
働
者
大
衆
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
基
盤
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
政
治
の
民
主
化
は
実

現
し
得
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
に
お
い
て
の
み
日
本
の
軍
国
主
義
・
侵
略
主
義
は
除
去
し
科
る
り
、
て
あ
る
。
か
く
し
て
財
閥
の

解
体
は
日
本
民
主
化
の
基
本
条
件
と
し
て
当
然
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・



　
こ
の
よ
う
な
事
降
は
、
当
時
に
お
け
る
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
に
と
っ
て
も
全
く
共
通
の
利
害
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
巨
本
の

軍
事
力
が
根
底
か
ら
破
砕
さ
れ
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
と
っ
て
甚
だ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
財
閥
の
解
体
に
よ
っ

て
日
本
経
済
が
弱
体
化
す
る
こ
と
は
、
日
本
経
済
を
完
全
に
従
属
化
せ
し
め
得
る
こ
と
で
あ
り
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
ア
メ
リ
ヵ
は
先
ず
第
一
に
財
閥
解
体
に
着
手
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
当
時
に
お
け
る
ア
メ
リ
ヵ
の
立
場
を
端
的
に
表
明
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
二
人
を
あ
げ
得
る
。
第
一
は
、
昭
和
二

十
一
年
一
月
日
本
財
閥
調
査
使
節
団
長
と
し
て
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
Ｊ
・
Ｂ
・
コ
ー
ヘ
ン
教
授
で
あ
る
。
彼
は
財
閥
解
体
に
つ
い
て

次
の
如
く
い
う
、
　
「
財
閥
解
体
の
汗
的
は
目
本
の
杜
会
組
織
を
米
国
経
済
が
望
む
が
如
く
改
革
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
日

本
国
氏
自
身
の
た
め
に
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
日
本
の
軍
事
力
を
心
理
的
に
も
制
度
的
に
も
破
壊
す
る

に
あ
る
。
－
…
日
本
の
産
業
は
日
本
政
府
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
強
化
さ
れ
た
少
数
の
大
財
閥
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
産
業
支
配
権
の

集
中
は
労
資
間
の
半
封
建
的
関
係
の
存
続
を
促
し
、
労
賃
を
引
下
げ
、
労
働
組
合
の
発
展
を
妨
げ
て
来
た
。
か
か
る
中
産
階
級
が
な

い
た
め
、
日
本
に
は
今
日
ま
で
個
人
が
独
立
す
る
経
済
的
基
礎
が
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
軍
閥
に
対
抗
す
る
勢
力
の
発
展
も
な
く
、
た

め
に
他
国
で
は
軍
事
的
意
図
に
対
す
る
反
対
勢
力
と
し
て
働
く
民
主
主
義
的
、
人
道
圭
義
的
な
国
氏
感
情
の
発
展
も
見
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
か
る
特
権
的
財
閥
支
配
下
に
お
け
る
低
賃
銀
と
利
潤
の
集
積
は
、
国
内
市
場
を
狭
あ
い
に
し
、
商
品
輸
出

の
重
要
性
を
高
め
、
か
く
て
日
本
を
帝
国
主
義
戦
争
に
駆
り
た
て
た
の
で
あ
る
。
・
・
…
上
述
せ
る
結
果
を
も
た
ら
す
財
閥
の
特
権
形

態
を
破
壊
し
、
他
の
民
主
主
義
諾
国
の
如
く
、
軍
国
主
義
者
に
依
る
政
府
支
配
に
対
抗
し
得
る
グ
ル
ー
プ
を
育
成
す
る
こ
と
が
米
国

の
対
日
財
閥
政
策
の
中
心
目
的
で
あ
る
」
と
（
持
橡
会
杜
整
理
委
員
会
「
目
本
財
閥
と
そ
の
解
体
」
一
五
六
－
七
頁
）
。
第
二
は
、
昭
和
二
十

年
末
賠
償
使
節
団
長
と
し
て
来
巨
し
た
Ｅ
・
Ｗ
・
ポ
ー
レ
ー
大
使
で
あ
る
、
彼
は
財
閥
の
問
題
を
暗
償
と
い
う
両
か
ら
採
り
上
げ
、

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
（
七
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六
（
七
七
〇
）

財
閥
を
解
体
し
そ
の
施
設
を
暗
償
と
し
て
撤
去
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
財
閥
は
軍
国
主
義
者
と
同
じ
く
巳
本
の

軍
国
主
義
の
責
乱
者
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
軍
国
主
義
に
よ
つ
て
莫
大
な
利
益
を
収
め
た
。
敗
戦
の
今
已
に
お
い
て
さ
え
、
か
れ
ら

は
事
実
上
そ
の
独
占
的
地
位
を
強
行
し
た
。
あ
と
か
た
も
な
く
な
つ
た
数
千
の
小
企
業
に
比
較
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の
所
有
し
、
も
し

く
は
支
配
す
る
工
業
施
設
は
比
較
的
戦
争
の
被
害
を
う
け
て
い
な
い
。
小
企
業
は
破
産
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
財
閥
に
た
い
し
て
大

き
な
負
債
を
負
っ
て
い
令
財
閥
が
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
、
日
本
人
は
自
由
人
と
し
て
み
ず
か
ら
支
配
し
う
る
見
込
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
財
閥
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
巨
本
は
か
れ
ら
の
日
本
で
あ
る
」
と
（
同
上
）
。

　
　
か
く
し
て
・
財
閥
解
体
は
・
コ
ー
ヘ
ソ
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
た
め
で
も
ア
メ
リ
カ
の
た
め
で
も
な
い
が
、
然
し
日
本

を
帝
国
主
義
戦
争
に
駆
り
立
た
せ
な
い
た
め
に
は
必
要
ノ
」
あ
る
と
い
い
、
ポ
ー
レ
ー
大
使
に
よ
れ
ば
、
財
閥
の
解
体
は
巳
本
人
を
自

南
人
に
す
る
た
め
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
然
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
見
落
す
こ
と
の
出
来
な
い
こ
と
は
、
財
閥
解
体
が

当
時
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
の
利
害
関
係
と
一
敦
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
は
、

　
「
ポ
ー
レ
ー
報
告
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
巳
本
の
競
争
の
完
全
な
一
掃
と
い
う
課
題
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
し
て
日
本
の
工
業

　
を
最
小
限
度
に
縮
少
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
ア
メ
リ
ヵ
独
占
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
グ
ル
ー
プ
の
見
解
を
反
映
し

　
て
い
た
」
　
（
「
目
本
の
財
閥
」
四
九
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
財
閥
解
体
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
基
本
的
方
針
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
行
つ
た
か
。
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、
財
閥
の
解

　
体
は
ア
メ
リ
ヵ
が
直
接
に
行
う
こ
と
な
く
、
日
本
側
の
自
発
的
解
決
に
委
ね
、
自
ら
は
こ
れ
を
監
督
、
指
導
し
よ
う
と
い
う
態
度
で

　
あ
っ
て
・
そ
れ
は
十
月
十
六
日
の
経
済
科
学
局
長
ク
レ
ー
マ
ー
大
佐
の
声
明
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
財
閥
解
体

え
二
て
藍
初
か
轟
圧
撃
髪
と
る
こ
と
を
避
け
、
日
本
側
か
ら
自
然
的
旨
的
の
達
成
に
必
要
、
且
つ
覇
な
撃
の
機
，
５



運
の
起
る
こ
と
を
期
し
、
総
司
令
部
は
こ
れ
を
助
成
す
る
に
止
め
る
、
し
か
し
も
し
日
本
側
が
何
ら
の
手
を
打
た
ぬ
な
ら
ば
命
令
を

出
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
」
と
（
「
巨
本
財
閥
と
そ
の
解
体
」
一
五
七
頁
）
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
三
井
。
三
菱
．
往
友
．
安
田
四
大
財
閥
の
代
表
者
、
日
本
政
府
、
占
領
軍
当
局
と
の
間
に
協
議
が
進
め
ら
れ
、

安
田
保
善
杜
か
ら
自
発
的
解
体
案
が
提
出
さ
れ
た
。
Ｒ
本
政
府
は
こ
れ
に
基
い
て
巳
本
側
解
体
計
画
案
を
作
成
し
十
一
月
四
目
総
司

令
部
に
提
出
し
た
。
そ
れ
は
十
一
月
六
巳
次
の
よ
う
な
留
保
条
件
付
で
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
留
保
条
件
と
は
、
¢
　
連
合
国
総
司
令

官
は
随
時
右
提
案
を
推
敵
叉
は
修
正
し
、
且
つ
そ
の
実
施
に
当
り
監
督
及
び
検
閲
を
為
す
の
完
全
な
る
自
由
を
保
持
す
べ
き
こ
と
、

　
　
日
本
政
府
に
対
し
て
財
閥
解
体
に
関
す
る
追
加
案
の
提
出
を
求
め
る
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
向
　
私
的
独
占
を
創
設
し
、
助
長

す
る
立
法
的
行
政
措
置
の
廃
止
、
岬
　
私
的
独
占
お
よ
び
商
業
の
抑
圧
の
撤
廃
、
ゆ
　
好
ま
し
か
ら
ざ
る
重
役
兼
任
お
よ
び
株
式
等

交
錯
保
有
の
廃
止
、
ゆ
　
商
業
、
工
業
、
農
業
よ
り
の
銀
行
の
分
離
、
ｏ
　
平
等
な
る
競
争
の
機
会
を
与
え
る
如
き
法
律
の
制
定
な

ど
に
関
す
る
試
案
、
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
総
司
令
部
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
財
閥
解
体
に
関
す
る
目
本
政
府
案
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
要
点
は
、

〇
　
四
大
財
閥
の
本
拠
た
る
各
持
株
会
杜
は
所
有
す
る
一
切
の
証
券
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
商
社
、
法
人
、
そ
の
他
の
企
業
に
対
し
有
す

る
一
切
の
所
有
権
、
管
理
、
権
利
の
証
懲
を
阿
本
政
府
の
設
置
す
る
整
理
委
員
会
に
移
管
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
体
を
受
け
る
こ
と
・

　
　
こ
の
各
持
株
会
社
の
移
管
財
産
に
対
す
る
弁
済
は
十
年
間
の
換
価
譲
渡
を
禁
ぜ
ら
れ
た
日
本
政
府
公
債
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ

と
。
＠
　
三
井
．
岩
崎
．
住
友
・
安
田
一
族
の
一
切
の
成
員
は
す
べ
て
ン
、
の
銀
行
お
よ
び
事
業
の
ト
ｎ
め
る
現
職
か
ら
引
退
す
る
こ
と
。

＠
　
各
財
閥
の
持
株
会
杜
の
取
緒
役
お
よ
び
監
査
役
な
ど
の
役
員
も
伺
様
に
そ
の
地
位
を
退
く
こ
と
。
　
　
各
財
閥
の
持
株
会
社
は

そ
の
傘
下
の
銀
行
．
会
社
な
ど
に
対
す
る
指
令
権
ま
た
は
管
理
権
の
行
使
を
停
止
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
実
施
す
る
機
関

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
（
七
七
一
）
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二
三
八
（
七
七
二
）

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
晋
）

と
し
て
・
昭
和
二
十
一
年
八
月
八
巨
持
株
会
杜
整
理
委
員
会
が
発
足
し
た
。

か
く
し
て
・
某
の
髄
解
体
は
ポ
一
ダ
ム
宣
言
を
実
施
す
る
上
か
ら
当
嚢
こ
と
で
書
、
ま
た
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
警
菜

の
利
竈
係
と
嘉
倉
憂
す
る
と
い
う
関
係
か
ら
も
当
然
隻
さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
し
、
、
、
、
の
結
果
財
閥
解
体
の
実
施
機
関
と

し
て
の
持
株
会
杜
整
理
委
曇
が
発
足
し
・
警
解
体
作
用
に
翠
荒
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
髄
解
体
は
全
く
表
両

的
形
式
的
に
終
一
て
し
ま
一
た
の
が
実
状
で
雲
。
そ
れ
は
如
理
る
理
由
に
よ
る
の
差
る
か
、
基
本
的
に
は
国
際
的
政
治
状
勢

の
変
化
と
い
う
こ
と
で
書
二
九
四
五
年
の
終
戦
当
時
霊
い
て
は
ア
メ
リ
カ
警
華
は
彊
的
旨
本
髄
を
解
体
す
る
こ

と
を
有
利
と
し
た
が
・
そ
の
後
の
国
際
状
勢
の
琵
、
主
と
し
て
米
ソ
の
対
立
驚
は
、
ア
メ
リ
カ
警
栗
を
し
て
日
本
の
髄

を
利
用
す
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
に
至
一
た
と
い
う
こ
と
差
る
。
す
奪
畠
際
状
勢
の
琵
に
伴
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
対
呈
領

政
策
妻
た
竃
菩
婁
得
奈
一
た
の
差
る
。
然
し
そ
の
よ
う
に
麦
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
圭
両
的
萎
筆
あ
つ
て
、

ア
メ
リ
カ
独
占
乗
と
し
て
は
当
初
か
峯
の
よ
臭
国
際
状
勢
の
変
化
は
当
然
覧
透
し
、
し
た
が
つ
て
果
の
財
閥
を
利
用
し

春
れ
ば
奮
賛
こ
と
を
亀
透
し
・
し
か
も
な
蓉
戦
当
初
に
さ
て
は
髄
解
体
蓋
う
こ
と
が
有
利
で
あ
つ
た
と
い
う
事

情
が
考
え
完
る
・
何
故
奮
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
当
初
か
畠
着
じ
る
こ
と
は
巣
奪
し
、
ま
た
当
初
に
春
る
ア
メ
リ

ヵ
の
国
民
感
填
無
視
す
る
こ
と
畠
菱
い
し
、
さ
巨
最
大
の
理
由
は
髄
解
体
を
警
こ
と
に
よ
つ
て
果
の
財
闘
を
、
し

た
が
一
て
呆
の
経
望
完
倉
ア
メ
ー
カ
警
筆
に
従
属
せ
し
め
る
の
に
纂
合
で
あ
る
と
麦
て
い
た
と
、
考
え
た
方
が
よ

り
莫
実
に
近
い
の
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

そ
れ
は
兎
為
・
髄
課
作
震
次
第
に
表
面
的
裏
的
に
終
二
二
然
と
、
た
、
．
仇
二
鵠
箒
等
の
損
奮
管
奈

一
た
と
い
う
の
で
寒
く
・
非
婁
大
打
撃
差
け
た
こ
し
一
は
事
実
で
書
、
だ
か
ら
；
、
財
閥
は
ア
メ
リ
カ
独
裏
を
完
奮



従
属
化
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
）

カ
側
の
事
惜
と
に
分
け
て
考
察
す
る
。

こ
と
ば
事
実
で
あ
る
。
こ
の
財
閥
解
体
の
不
徹
底
性
を
、

Ｒ
本
側
の
事
惜
と
ア
メ
リ

四
、
財
閥
解
体
政
策
の
形
式
化

日
本
側
の
諾
事
情

　
ま
ず
日
本
側
の
事
借
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
財
閥
解
体
の
当
事
者
が
財
閥
的
政
府
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
当
然
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
財
閥
的
政
府
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
財
閥
解
体
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
事
惜
を
マ
ー
ク
・
ゲ
ィ
ン
は
次

の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
い
ま
我
六
が
そ
れ
を
通
じ
て
改
革
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
の
政
府
そ
の
も
の
が
、
巳
本
の
歴
史

上
最
も
完
全
な
財
閥
内
閤
で
あ
る
と
い
う
事
実
以
上
に
雄
弁
に
こ
の
間
の
事
借
を
説
明
す
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。
総
理
幣
原
男
爵
は

岩
崎
家
の
女
婿
で
三
菱
ｏ
政
治
的
代
弁
者
と
し
て
知
ら
れ
て
か
ら
二
十
年
以
上
に
な
る
。
外
務
大
臣
は
吉
田
茂
で
、
彼
も
ま
た
結
婚

に
よ
っ
て
財
閥
び
い
き
の
天
皇
の
顧
問
と
む
す
ば
れ
、
い
ま
か
ら
僅
か
四
月
前
に
は
財
閥
解
体
に
反
対
す
る
熱
烈
な
抗
議
を
提
出
し

た
。
氏
主
的
憲
法
起
草
の
任
に
あ
る
国
務
相
は
松
本
蒸
治
博
士
で
、
彼
は
三
菱
お
よ
び
安
田
財
閥
に
そ
れ
ぞ
れ
顧
問
お
よ
び
理
事
と

し
て
仕
え
、
会
杜
顧
問
弁
護
士
と
し
て
日
本
最
高
の
俸
給
を
支
払
わ
れ
て
い
る
男
で
あ
る
。
商
工
大
臣
は
東
京
株
式
取
引
所
の
会
長

（
小
笠
原
三
九
郎
）
で
あ
る
。
そ
し
て
　
　
こ
れ
が
一
番
皮
肉
な
こ
と
だ
が
　
　
財
閥
解
体
作
業
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
大
蔵
大

臣
は
、
消
滅
を
予
定
さ
れ
て
い
る
財
閥
の
一
つ
で
あ
る
渋
沢
一
族
の
当
主
渋
沢
敬
三
で
あ
る
。
大
蔵
大
臣
が
如
何
な
る
内
容
の
法
律

案
を
起
草
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
天
皇
の
裁
可
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
天
皇
の
最
も
側
近
に
あ
る
二
人
は
三
井
を
代
表
す
る

男
た
ち
で
あ
る
。
私
は
財
閥
が
な
ぜ
恐
怖
に
賄
っ
て
い
な
い
か
を
ど
う
や
ら
理
解
し
か
け
て
い
る
」
と
（
ニ
ツ
ボ
ン
亘
記
」
ニ
ニ
三
頁
）
。

　
政
府
が
財
閥
政
府
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
財
閥
解
体
の
直
接
担
当
機
関
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
持
株
会
杜
整
理
委
員
会
の
構
成

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
（
七
七
三
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇
（
七
七
四
）

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
．
六
号
）

員
も
ま
た
・
直
接
間
接
に
財
閥
解
体
を
好
ま
し
く
は
恩
わ
ず
、
何
と
か
し
て
そ
の
実
質
を
な
く
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
人
六
ノ
し
あ
つ

た
。
す
な
わ
ち
最
初
の
委
員
長
候
補
ノ
し
あ
っ
た
中
根
貞
彦
氏
及
び
委
員
候
補
飯
島
幡
司
氏
は
遣
放
者
と
な
つ
た
こ
と
に
も
現
わ
れ
て

い
争
当
初
の
構
成
員
を
み
れ
ば
委
員
長
の
笹
山
忠
夫
氏
は
前
興
銀
理
事
、
常
務
理
－
事
の
野
田
岩
次
郎
氏
は
前
日
綿
実
業
渉
外
部
長
、

監
査
委
員
の
車
谷
馬
太
郎
氏
は
前
大
和
証
券
会
長
、
委
員
の
諾
井
貫
一
氏
は
秩
父
セ
メ
ソ
ト
常
務
、
て
あ
つ
て
、
い
ず
れ
も
大
会
杜
の

関
係
者
で
あ
今
そ
の
他
に
委
員
と
し
て
脇
村
義
太
郎
・
美
濃
都
亮
吉
両
氏
が
加
つ
て
い
た
が
、
こ
の
入
六
も
財
閥
解
体
を
積
極
的

に
進
め
る
ど
こ
ろ
か
・
如
何
に
そ
れ
を
最
少
限
度
に
止
め
る
か
に
苦
心
し
た
人
六
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
美
濃
部
氏
は
最
近
に
当
時

の
思
出
を
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。
「
私
自
身
財
閥
を
弁
護
す
る
気
持
は
毛
頭
な
か
つ
た
。
た
だ
私
は
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
の

案
主
義
的
発
展
に
さ
て
髄
が
重
要
嚢
割
を
演
じ
を
と
を
知
つ
て
い
た
。
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
鵠
が
存
在
し

な
か
っ
た
ら
・
今
日
見
る
よ
う
な
日
本
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
叉
、
敗
戦
日
本
が
資
本
主
義
的
方
式
ノ
し
復

興
芸
婁
得
き
管
・
髄
の
よ
う
な
大
菜
を
擁
す
る
大
規
襲
企
蒙
ど
う
し
て
患
要
と
な
る
だ
ろ
う
と
麦
る
限
り
、

財
閥
を
解
体
さ
せ
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
麦
の
で
は
き
か
と
麦
た
、
一
番
さ
方
法
は
、
財
閥
は
解
体
し
て
も
、
集
中
さ
袈

積
さ
れ
た
大
泰
は
解
体
せ
ず
に
、
形
で
隻
く
、
杜
会
化
さ
れ
た
呈
主
義
的
方
莞
よ
つ
て
警
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
思
つ
て

い
た
。
し
か
し
・
ア
メ
リ
ヵ
の
占
領
下
に
あ
る
当
時
に
お
い
て
、
ン
、
の
よ
う
な
理
想
が
実
現
せ
ら
れ
得
よ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
か
つ

た
占
株
叢
委
員
会
に
入
る
こ
と
柔
諾
し
た
の
は
、
看
会
の
内
部
で
多
少
で
嘉
閥
解
体
の
仕
事
を
こ
う
い
う
方
向
に
も
つ

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
つ
た
、
・
－
－
・
持
株
委
員
会
の
委
員
の
大
多
数
は
、
財
閥
を
解
体
す
る
こ

と
は
・
日
本
経
済
の
復
興
を
お
く
ら
し
、
從
っ
て
そ
の
将
来
に
と
つ
て
喜
ぶ
べ
き
政
策
で
は
な
い
、
だ
か
ら
、
委
員
会
の
目
的
は
占

領
軍
と
の
取
引
に
よ
っ
て
、
少
し
、
て
も
そ
の
方
針
を
軟
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
つ
た
」
と
（
「
経
済
評
論
」



二
七
年
八
月
景
）
。
か
く
し
て
財
閥
解
体
の
実
施
機
関
た
る
存
株
整
理
委
員
会
は
、
実
は
財
閥
の
解
体
を
如
何
に
し
て
回
避
す
る
か
を

ア
メ
リ
カ
と
折
衝
す
る
財
閥
温
存
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
委
員
会
に
ー
よ
っ
て
財
閥
が
実
質

的
に
解
体
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
如
く
に
し
て
、
財
閥
解
体
を
指
令
さ
れ
た
政
符
が
財
閥
政
府
で
あ
る
が
故
に
、
政
府
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
財
閥
解
体
案

は
、
結
局
に
お
い
て
如
何
に
す
れ
ば
雅
式
的
に
は
財
閥
を
解
体
し
た
か
の
如
く
見
せ
か
け
な
が
ら
実
質
を
温
存
し
よ
う
か
と
い
う
こ

と
に
苦
心
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
府
案
の
抜
け
穴
を
指
摘
し
て
、
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
第

一
に
こ
の
案
に
お
い
て
は
、
親
持
株
会
杜
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
構
造
を
検
討
し
て
み
れ
ば
わ

か
る
よ
う
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
の
基
礎
は
決
し
て
持
株
会
杜
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
こ
の
案
に
よ
れ
ば
、
手
を
ふ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て

お
か
れ
た
工
業
、
銀
行
、
商
業
会
杜
な
の
で
あ
る
。
「
非
集
中
化
」
、
す
な
わ
ち
戦
時
中
に
三
井
の
親
会
杜
の
指
導
的
機
能
が
弱
化
し

た
こ
と
は
、
決
し
て
こ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
そ
の
企
業
経
営
を
振
張
し
た
り
、
独
占
を
強
化
す
る
の
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
諾
会
杜
の
う
ち
の
ど
の
会
杜
で
も
が
（
と
く
に
銀
行
が
）
随
時
持
株
会
杜
の
機
能
を
引
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
第

二
に
「
安
田
案
」
は
従
前
の
所
有
主
に
た
い
し
て
完
全
補
償
を
行
お
う
と
し
、
彼
等
が
株
を
所
有
す
る
の
を
た
だ
十
年
間
と
い
う
一

時
に
か
ぎ
っ
て
制
映
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
実
際
上
財
閥
所
有
主
の
手
中
に
そ
の
富
が
他
の
形
で
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
に

お
い
て
は
、
他
の
如
何
な
る
制
限
措
置
も
彼
等
の
独
占
の
維
持
を
換
防
し
う
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

第
三
に
「
安
田
案
」
に
お
い
て
は
、
有
価
証
券
お
よ
び
吋
閥
同
族
に
属
す
る
考
が
拘
導
的
役
破
を
解
か
れ
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
さ

牝
て
い
る
。
こ
の
案
は
、
財
閥
の
同
族
に
は
属
し
て
い
な
い
が
彼
ら
に
た
い
す
る
収
隷
的
從
順
さ
の
紺
仰
に
お
い
て
育
成
さ
れ
て
き

た
杜
員
の
全
員
を
責
任
あ
る
地
位
に
残
す
こ
と
を
考
え
た
。
最
後
に
こ
の
案
の
中
で
は
、
金
融
的
従
属
、
協
定
関
係
、
コ
ン
ツ
ェ
ル

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一
（
七
七
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
二
（
七
七
六
）

ソ
ヘ
の
個
六
の
会
杜
の
統
合
等
六
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
何
も
の
べ
ら
か
て
い
な
い
」
と
（
日
本
の
財
閥
」
五
〇
四
－
五
頁
）
。
こ
の
よ

う
な
抜
穴
が
用
意
さ
れ
て
い
る
政
府
案
を
、
し
か
も
上
述
し
た
如
く
財
閥
の
温
存
を
、
如
何
に
し
て
ア
メ
リ
ヵ
側
と
折
衝
す
る
か
と

い
う
こ
と
を
使
命
と
し
た
持
株
会
杜
整
理
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
財
閥
の
実
質
的
解
体
を
望
む
こ
と
は
、

当
初
か
ら
し
て
無
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
、
財
閥
解
体
政
策
の
形
式
化

ア
メ
ッ
カ
側
の
諾
事
情

　
次
に
財
閥
解
体
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
事
惜
を
昆
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
巳
本
の
政
府
及
び
整
理
委
員
会
が
如

何
に
財
閥
の
温
存
を
希
望
し
た
と
し
て
も
、
．
日
本
は
占
領
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
了
解
な
し
に
は
何
事
も
な
し
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
二
一
年
四
月
四
胃
の
日
本
政
府
に
対
す
る
覚
書
に
「
委
員
会
は
、
そ
の
設
立
後
は
総
て
の
会
議
は

聯
合
軍
最
高
司
令
官
に
通
報
す
べ
く
、
す
べ
て
の
会
議
に
は
連
合
軍
最
高
司
令
官
の
オ
、
マ
ザ
ー
ヴ
ア
ー
の
陪
席
を
受
く
べ
く
か
つ
有

代
表
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
等
会
議
の
議
事
録
並
び
に
委
員
会
の
す
べ
て
の
他
の
記
録
を
公
開
す
べ
き
こ
と
。
最
高
司
令
官
は
、
当

該
提
案
を
随
時
に
加
筆
叉
は
修
正
し
、
か
つ
そ
の
実
行
を
監
督
窟
査
す
る
完
全
な
る
自
由
を
保
有
す
る
こ
と
。
委
員
会
委
員
と
し
て

最
高
司
令
官
の
指
命
が
あ
つ
た
と
き
は
日
本
政
府
は
い
か
な
る
被
指
名
者
た
る
を
問
わ
ず
こ
れ
を
委
員
に
任
命
す
べ
き
こ
と
」
と
あ

る
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
委
員
会
の
美
濃
部
委
員
が
「
持
株
整
理
委
員
は
、
堂
書
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
占
領
軍
の
か

い
ら
い
委
員
会
ノ
し
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
委
員
会
に
出
さ
れ
る
原
案
は
、
常
務
委
員
た
ち
を
通
じ

て
既
に
占
領
軍
と
了
解
ず
み
の
も
の
で
あ
っ
た
。
－
－
白
本
側
が
占
領
軍
の
意
向
に
反
抗
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
ノ
」
あ
る
」

（
「
経
済
評
論
」
昭
和
二
七
年
八
月
号
）
と
、
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。



　
か
く
し
て
、
財
閥
解
休
に
関
す
る
一
切
が
ア
メ
リ
ヵ
の
意
思
に
よ
っ
．
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
財
閥
温
存
を
企

図
す
る
抜
穴
の
あ
る
政
府
解
体
案
が
ア
メ
リ
ヵ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
テ
一
し
は
、
当
初
か
ら
し
て
ア
メ
リ
ヵ
は
徹
底
的
な
財
閥

解
体
を
企
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
推
察
し
得
る
．
さ
ら
に
ン
、
の
後
、
解
体
案
の
実
施
機
関
で
あ
る
持
株
整
理
委
員
会
が
財
閥
温
存

を
図
る
こ
と
を
使
命
と
し
な
が
ら
、
美
濃
部
氏
○
い
う
如
く
一
度
も
占
領
軍
の
意
思
に
反
抗
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
財
閥
解
体
の

実
質
が
次
第
に
変
化
し
、
財
閥
温
存
と
い
う
委
員
会
の
所
期
の
目
標
に
近
ず
き
得
た
の
は
、
ア
メ
リ
ヵ
の
財
閥
解
体
に
対
す
る
態
度

が
次
第
に
変
化
し
て
行
っ
た
と
考
え
る
以
外
に
は
途
は
な
い
。
ン
、
れ
は
如
何
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
か
。

　
ア
メ
リ
カ
の
対
日
占
領
政
策
は
、
財
閥
解
体
政
策
を
も
含
め
て
、
複
雑
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
複
雑
な
ア
メ
リ
カ
の
国

内
惜
勢
を
、
さ
ら
に
複
雑
な
国
際
情
勢
を
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
さ
の
中
か
ら
ア
メ
リ
カ
の

対
巳
占
領
政
策
は
次
第
に
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ン
、
の
変
化
の
基
調
は
、
日
本
を
改
革
す
る
こ
と
か
ら
利
用
す
る
こ
と
へ

と
い
う
方
向
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
財
閥
解
体
政
策
に
反
映
し
な
い
筈
は
な
か
っ
た
。

　
日
本
を
民
主
的
に
改
革
す
る
と
い
う
占
領
当
初
の
方
針
は
、
一
年
を
経
な
い
う
ち
に
日
本
を
同
盟
者
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
方

針
に
変
化
し
始
め
た
。
そ
の
た
め
に
は
ト
ｎ
領
軍
当
局
の
人
的
配
置
転
換
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
現
わ
れ
と
し
て
昭
和
二
一

年
五
月
二
七
日
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
ダ
ィ
ク
代
将
の
帰
国
を
あ
げ
得
る
。
こ
れ
を
マ
ー
ク
・
ゲ
ィ
ン
は
次
の
如
く
評
価
し
て
い
る
、
　
「
我

戊
の
多
く
は
、
ダ
イ
ク
は
彼
の
鋭
い
頭
脳
を
嫉
視
し
、
ま
た
一
見
急
進
主
義
を
も
て
あ
ン
、
ぶ
か
に
見
え
る
彼
の
態
度
を
お
そ
れ
る
同

僚
た
ち
に
よ
っ
て
軍
か
ら
叩
き
出
さ
れ
た
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
ダ
ィ
ク
は
急
進
主
義
者
で
も
な
け
れ
ば
、
自
由
主
義
者
で
１
さ
え

も
な
い
。
彼
は
日
本
に
来
て
い
る
他
の
将
官
た
ち
に
比
べ
て
た
だ
労
働
組
合
だ
と
か
杜
会
保
障
制
度
だ
と
か
を
生
活
の
型
の
一
都
と

し
て
、
素
直
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
ダ
ィ
ク
が
『
共
産
党
員
』
だ
と
い
う
説
が
流
布
さ
れ
た
の

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
（
七
七
七
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
（
七
七
八
）

で
あ
る
。
あ
る
将
官
な
ど
は
ダ
ィ
ク
の
こ
と
を
い
つ
で
も
「
あ
の
桃
色
野
郎
」
と
呼
ん
で
い
る
」
と
（
ニ
ッ
ボ
ン
同
記
」
二
〇
七
頁
）
。

ダ
ィ
ク
代
将
の
罷
免
を
転
機
と
し
て
、
日
本
を
弥
革
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
多
く
の
「
理
想
家
た
ち
は
一
人
づ
つ
姿
を
消
し
て
行
っ

た
。
」
そ
の
よ
う
な
人
六
こ
そ
「
日
本
民
主
化
の
青
写
真
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
設
計
者
だ
っ
た
。
彼
等
は
、
小
作
人
に
土
地
を
与
え
、

戦
争
狙
罪
者
を
政
府
か
ら
追
放
し
、
Ｒ
本
国
氏
に
人
間
の
基
本
的
自
由
を
保
証
す
る
尊
敬
す
べ
き
い
く
つ
か
の
指
令
を
書
き
あ
げ

た
」
人
六
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
同
上
）
。

　
日
本
を
同
盟
者
と
し
て
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
立
場
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
改
革
は
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

日
本
氏
主
化
の
一
大
支
柱
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
農
地
改
革
も
、
「
こ
れ
は
共
産
主
義
だ
、
ひ
ど
い
共
産
主
義
だ
」
と
い
う
判
定
が
下

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
様
の
立
場
か
ら
、
日
本
民
主
化
の
他
の
一
大
支
柱
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
財
閥
解
体
も
ま
た
同
じ
運
命

を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
マ
ー
ク
・
ゲ
ィ
ン
は
い
う
、
「
も
一
つ
の
主
要
な
改
革
　
　
財
閥
解
体
　
　
は
、
企
業
集

中
排
除
課
の
手
に
よ
っ
て
難
航
を
つ
ず
け
て
い
る
。
こ
の
課
は
、
財
閥
解
体
を
推
進
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
一
般
に
痛
烈
に
も
「
財
閥
保
存
課
」
と
あ
だ
名
さ
れ
て
い
る
、
同
課
で
の
レ
フ
レ
ィ
ン
は
、
「
我
六
は
最
上
の
同
盟
者
を
破
壊

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
だ
」
と
（
同
上
）
、
ア
メ
リ
ヵ
の
財
閥
解
体
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
こ
こ
に
極
め
て
明
ら
か
で

あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
ヵ
の
日
本
財
閥
に
対
す
る
態
度
が
、
解
体
か
ら
搬
存
に
変
化
し
た
に
つ
い
て
は
事
借
が
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
、
既
述
し
た
如
く
、
ポ
ツ
ダ
ム
官
言
の
精
神
を
忠
実
に
履
行
す
れ
ぱ
、
財
閥
の
解
体
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
独
占
資
本
に
と
っ
て
も
利
害
が
共
通
し
て
い
た
、
然
し
ア
メ
リ
カ
の
巳
本
財
閥
解
体
の
方
針
亭
！
、
れ
だ
け
か
ら

出
た
の
で
は
な
く
、
多
分
に
日
本
並
に
ア
メ
リ
カ
の
氏
衆
に
対
す
る
心
理
的
効
果
を
も
ね
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
無
視
出
来
な
い
　
ま



ず
第
一
に
日
本
の
氏
衆
に
対
す
る
心
理
的
効
果
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
ヵ
が
今
ま
で
敵
国
で
あ
っ
た
巳
本
を
占
領
し
支
配
す
る
に
つ
い

て
は
、
何
等
か
の
方
法
を
も
っ
て
一
般
民
衆
の
共
感
を
得
る
よ
う
な
政
策
を
採
っ
て
、
単
な
る
征
服
者
と
し
て
威
圧
的
感
情
を
与
え

る
の
で
は
な
く
て
、
改
革
者
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
要
素
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
財
閥
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ

て
来
た
氏
衆
に
対
し
て
は
財
閥
解
体
を
、
地
主
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
て
来
た
農
民
大
衆
に
対
し
て
は
農
地
解
放
を
行
う
こ
と
は
適

切
で
あ
っ
た
。
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
は
い
う
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
者
は
、
「
反
ト
ラ
ス
ト
』
策
動
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
閥
に

た
い
し
て
も
え
る
よ
う
な
憎
し
み
を
抱
い
て
い
る
日
本
の
広
汎
な
勤
労
大
衆
と
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
共
感
を
得
よ
う
と
し
た
」
と

（
「
目
本
の
財
閥
」
五
〇
二
頁
）
。
第
二
に
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
に
対
す
る
心
理
的
考
慮
と
し
て
は
、
　
ベ
ヴ
ス
ネ
ル
は
次
の
如
く
い
う
、

「
ア
メ
リ
カ
の
支
配
グ
ル
ー
プ
は
、
一
九
四
五
年
－
四
六
年
当
時
は
ま
だ
日
本
の
背
信
的
真
珠
湾
攻
撃
の
記
憶
が
生
六
し
く
、
広
汎

な
国
民
大
衆
が
日
本
と
ド
ィ
ツ
の
死
の
製
造
人
に
た
い
し
て
深
い
憎
し
み
を
抱
い
て
い
る
彼
等
の
本
国
に
お
け
る
輿
論
お
よ
び
日
本

の
民
主
化
と
い
う
理
論
の
影
響
力
を
考
慮
に
入
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
（
同
上
、
五
〇
三
頁
）
。
か
く
し
て

財
閥
解
体
政
策
が
大
き
く
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
然
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
の
矛
盾
の
解
決
と
し
て
戦
わ
れ
た
第
二
次
世

界
大
戦
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
さ
ら
に
一
層
資
本
主
義
の
危
機
を
深
刻
化
せ
し
め
る
役
割
を
果
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

こ
の
戦
争
を
通
じ
て
ソ
同
盟
の
杜
会
主
義
体
制
の
優
越
性
が
実
証
さ
れ
、
戦
後
の
五
ケ
年
計
画
の
逐
行
に
よ
っ
て
生
産
力
は
飛
躍
的

に
増
大
し
、
こ
れ
は
ソ
同
盟
の
世
界
政
治
に
お
け
る
発
言
力
を
増
大
し
た
。
さ
ら
に
東
南
欧
諾
国
の
人
民
氏
主
主
義
諸
国
家
の
成
立

は
杜
会
主
義
陣
営
を
強
化
し
、
特
に
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
は
広
大
な
地
域
と
四
憶
数
千
万
の
人
口
を
率
い
て
社

会
主
義
陣
営
を
一
属
強
化
し
た
。
・
１
、
の
他
東
南
ア
ジ
ァ
諸
地
域
に
お
け
る
武
力
を
背
景
と
し
た
民
族
解
放
運
動
の
進
展
、
イ
ソ
ド
．

近
東
地
区
・
ア
フ
リ
ヵ
そ
の
他
全
枇
界
各
地
に
お
け
る
民
族
解
放
運
動
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
杜
会
主
義
陣
蛍
を
強
化
し
、
資
本
主

　
　
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
と
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
（
七
七
九
）
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義
陣
営
を
弱
体
化
せ
し
め
る
も
の
ノ
し
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
資
本
主
義
陣
営
と
し
て
は
、
日
．
独
．
伊
の
資
本
主
義
強
国
が
崩
壌
し
、

英
仏
両
国
が
弱
体
化
し
、
た
だ
残
る
は
ア
メ
リ
ヵ
一
国
と
な
つ
た
、
し
か
も
上
述
の
如
き
植
民
地
諾
地
域
に
お
け
る
氏
族
解
放
運
動

の
進
展
は
資
本
主
義
諾
国
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
国
内
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
尖
鋭
化
せ
し
め
、
資
本
主
義
陣
営
全
体
と

し
て
の
勢
力
を
著
し
く
弱
体
化
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
資
本
主
義
の
危
機
は
一
段
と
深
刻
化
し
た
。

　
か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
諾
国
間
の
利
害
対
立
は
一
層
尖
鋭
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
め
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
は
資

本
主
義
陣
営
の
統
卒
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
ヵ
と
杜
会
主
義
陣
営
の
統
率
者
と
し
て
の
ソ
同
盟
と
の
対
立
は
激
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、
戦

争
の
終
結
に
よ
っ
て
平
和
が
迎
え
ら
れ
た
と
思
う
や
否
や
再
び
戦
争
の
危
機
に
脅
か
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
が
戦
後
の
現
実
ノ
。
あ
つ
た
。

米
ソ
の
対
立
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
通
じ
て
表
両
化
し
、
一
／
、
れ
は
冷
い
戦
争
か
ら
発
展
し
て
部
分
的
な
熟
い
戦
争
と
な
り
、
そ
れ
は
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
そ
の
他
各
地
で
戦
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
一
九
五
〇
年
六
月
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
は
そ
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
太
平
洋
戦
争
以
上
の
犠
牲
を
は
ら
っ
て
激
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
か
か
る
世
界
政
治
の
状
勢
に
お
い
て
、
日
本
の
財
閥
を

解
体
す
る
こ
と
は
、
今
や
ア
メ
リ
ヵ
の
独
占
資
本
の
利
害
に
反
す
る
に
至
つ
た
。
ア
メ
リ
ヵ
は
巨
本
を
同
盟
国
と
し
て
自
己
の
陣
営

に
引
入
れ
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
用
価
値
を
高
め
る
た
め
に
は
、
財
閥
を
解
体
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
温
存
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言
の
精
神
に
反
し
よ
う
と
も
、
事
椿
変
更
の
前
に
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
か
か

る
時
に
は
既
に
ア
メ
リ
ヵ
氏
衆
の
真
珠
湾
に
つ
い
て
の
憤
怒
も
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
で
あ
り
、
日
本
の
氏
衆
に
対
し
て
は
ア
メ
リ

カ
が
と
も
か
く
高
度
の
文
化
を
も
っ
た
改
革
者
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
時
で
も
あ
る
。
今
や
両
国
民

の
国
民
感
情
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
の
必
要
に
し
た
が
つ
て
日
本
の
財
閥
を
表
面
的
に
利
用
し
得
る
時
ノ
し
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。



　
以
上
の
如
き
国
際
惜
勢
の
変
化
に
基
く
、
ア
メ
リ
ヵ
の
日
本
財
閥
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
、
占
領
中
屡
六
来
巨
し
た
ア
メ
リ
カ

使
節
団
の
報
告
を
時
間
的
順
序
に
し
た
が
っ
て
見
て
行
く
こ
と
に
レ
ち
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
終
戦
当
初
に
来
巨
し
た
日
本

財
閥
調
査
使
節
団
（
団
長
コ
ー
ヘ
ン
教
授
）
及
び
目
本
暗
償
使
節
団
（
団
長
ポ
ー
レ
ー
大
使
）
は
い
ず
れ
も
上
述
し
た
如
く
、
巳
本

財
閥
を
解
休
す
べ
し
と
主
張
し
、
そ
れ
は
当
時
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
独
占
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
グ
ル
ー
プ
の
見
解
を
反
映
し
て
い

１
た
」
（
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
、
前
串
、
四
九
七
頁
）
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
世
界
情
勢
の
変
化
し
た
一
九
四
七
年
九
月
に
来
日
し
た
ス
ト
ラ
ィ
ク

使
節
団
の
報
音
は
、
ポ
ー
レ
ー
報
告
と
は
全
く
異
っ
た
結
論
を
出
し
、
当
時
の
惜
勢
に
適
応
し
た
と
こ
ろ
の
「
日
本
に
お
け
る
ア
メ

リ
ヵ
帝
国
幸
義
の
経
済
政
策
の
基
本
方
針
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
れ
は
、
賠
償
や
軍
需
工
業
企
業
の
解
体
及
び
撤
去
を
殆
ど
完
全
に
拒

否
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
軍
事
機
構
の
一
都
と
し
て
の
日
本
の
軍
需
工
業
の
潜
在
能
力
の
温
存
と
拡
張
と
を
規

定
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
（
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
、
前
閏
、
囚
九
九
頁
）
。

　
さ
ら
に
世
界
借
勢
が
進
展
し
た
一
九
四
八
年
に
来
日
し
た
ド
レ
ー
パ
ー
使
節
団
は
、
急
速
に
日
本
を
同
盟
国
と
し
て
利
用
価
値
あ

る
よ
う
に
す
る
方
策
を
立
案
す
べ
く
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
の
使
命
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ド
レ
ー
バ
ー
氏
は
「
ド
ィ
ツ
の
ヵ

ル
テ
ル
解
体
政
策
を
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
し
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
ク
ル
ツ
プ
や
１
・
Ｇ
フ
ァ
ル
ベ
ン
な
ど
の
よ
う
な
ド
イ
ヅ
の
「
死

の
商
入
」
を
救
っ
た
彼
は
、
い
ま
や
Ｒ
本
の
『
死
の
商
人
」
に
も
惜
し
み
な
き
慈
愛
の
手
を
さ
し
の
べ
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
だ

っ
た
」
（
岡
倉
「
死
の
商
人
」
一
四
二
頁
）
。
ド
レ
ー
バ
ー
使
節
団
に
は
ホ
フ
マ
ン
氏
が
同
行
し
、
彼
は
日
本
を
極
束
の
軍
事
工
場
た
ら

し
め
る
方
策
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
を
急
速
に
極
東
の
軍
事
工
場
と
す
る
た
め
に
は
、
財
閥
は
解
体
し
て

は
な
ら
な
い
し
、
独
占
禁
止
法
・
経
済
力
集
中
排
除
法
の
適
用
を
緩
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
世
界
情
勢
が
進
展
し
て
、

熟
い
戦
争
が
正
に
朝
鮮
に
勃
発
す
る
直
前
の
一
九
五
一
年
五
月
、
リ
ツ
ジ
ウ
ェ
ィ
司
令
官
は
占
領
中
に
公
布
さ
れ
た
諾
法
令
を
修
正

　
　
．
財
閥
解
体
政
策
の
基
盤
工
そ
の
変
遷
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
（
七
八
一
）



　
　
立
命
舘
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八
（
七
八
二
）

す
る
適
当
な
措
置
を
と
る
権
限
を
日
本
政
府
に
賦
与
す
る
と
い
う
声
明
を
発
し
た
。
日
本
政
府
は
戦
争
追
放
者
を
大
量
的
に
解
除
し

始
め
牟
特
別
諮
問
委
員
会
は
マ
ツ
ク
ァ
ー
サ
↓
冗
帥
の
下
に
公
布
さ
れ
た
諾
法
令
を
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。
財
閥
の
主

要
な
役
員
の
大
部
分
は
追
放
を
解
除
さ
れ
た
。
経
済
力
集
中
排
除
法
に
該
当
す
る
会
杜
は
大
部
分
解
除
さ
れ
た
。
か
く
し
て
世
界
情

勢
の
変
化
は
講
和
を
待
た
ず
、
占
領
期
間
中
に
財
閥
解
体
の
方
針
は
完
全
に
撤
廃
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
は
終
戦
直
後
・
巳
本
の
財
閥
を
解
体
す
る
方
針
を
も
っ
て
臨
ん
だ
に
も
拘
ら
ず
、
数
年
を
経
ず
し
て
方
針
は
完
金
に
転

換
し
て
し
ま
っ
牟
表
両
的
に
は
全
く
無
駄
な
試
み
を
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
事
実
は
決
し
て
無
駄
で
あ
つ
た

の
で
は
な
く
・
こ
の
財
閥
解
体
作
業
を
通
じ
て
、
世
界
に
比
較
の
な
い
強
力
な
金
融
資
本
た
る
財
閥
の
実
体
を
確
実
に
つ
か
み
取
る

と
共
に
・
そ
れ
を
完
全
に
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
の
支
配
下
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
つ
た
。
ペ
ヴ
ズ
ネ
ル
は
ア
メ

リ
カ
の
日
本
財
閥
解
体
の
目
的
の
中
に
、
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
の
代
表
は
、
財
閥
の
事
業
の
状
態
を
細
か
く
調
査
し
よ
う
と
思
つ

て
い
牟
－
：
．
彼
等
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
を
或
る
程
度
非
集
中
化
し
、
「
解
体
」
と
い
う
恐
喝
に
よ
つ
て
財
閥
を
し
て
そ
の
企
業
経
営

の
一
部
を
ア
メ
リ
カ
独
占
の
た
め
に
譲
渡
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
だ
」
　
（
「
目
本
の
財
閥
」
五
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
目
的
は
完

全
に
逐
行
さ
れ
牟
実
は
こ
の
目
的
こ
そ
、
す
な
わ
ち
日
本
の
財
閥
を
、
か
く
し
て
日
本
の
経
済
を
完
全
に
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
の

支
配
下
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
の
当
初
か
ら
の
要
求
ノ
し
あ
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
、
実
に
巧
妙
に
、
１
、
れ

が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
占
領
期
間
中
に
完
全
に
日
本
を
従
属
化
せ
し
め
、
そ
の
従
属
化
を
永
久
的
た
ら
し
め
る
も

の
と
し
て
・
そ
の
目
的
に
副
う
如
く
講
和
条
約
そ
の
他
の
条
約
や
協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
形
式
的
独
立
後
に

お
け
る
財
閥
の
従
属
化
、
日
本
経
済
の
従
属
化
　
　
そ
れ
は
当
然
に
阿
本
経
済
の
軍
事
化
を
も
た
ら
す
　
　
が
如
何
な
る
盗
に
お
い

て
現
存
し
、
如
何
な
る
結
果
を
国
氏
大
衆
に
与
え
つ
つ
あ
る
か
が
次
に
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。


