
皐

展

望

界
抗
日
戦
争
前
中
園
工
業
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て

奥

村

哲
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太
卒
洋
戦
争
開
始
の
直
前
、
宇
佐
美
誠
次
郎
氏
は
質
質
的
に
戟
前
日
本
に
お

け
る
民
闘
期
中
園
の
一
砿
合
同
経
済
史
研
究
の
総
括
を
し
、
そ
の
貧
困
を
嘆
い
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
特
に
、
農
業
・
農
村
問
題
研
究
に
比
し
て
、
工
業
を

含
む
一
般
的
な
資
本
主
義
援
連
史
の
研
究
の
著
し
い
立
遅
れ
を
指
摘
し
て
い

句
し
か
し
載
後
に
お
い
て
も
、
中
園
共
産
黛
・
毛
細
惇
東
を
中
心
と
し
た
政
治

史

・
思
想
史
が
多
く
、
従
曾
経
済
史
的
研
究
は
相
針
的
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ζ

の
よ
う
な
現
欣
は
、
ベ
ト
ナ
ム
・
朝
鮮
等
に
比
し
て
の
中

園
の
特
殊
性
の
一
つ
が
、
比
較
的
強
固
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
そ
の
政

f

認
の
存

在
で
あ
必
と
と
か
ら
し
て
も
、
政
治
史
・
思
想
史
等
の
弱
貼
に
も
反
映
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

本
稿
は
中
国
の
資
本
主
義
を
考
え
る
第
一
歩
と
し
て
、
工
業
に
つ
い
て
の
ζ

れ
迄
の
研
究
を
筆
者
な
り
に
検
討
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
、
紙
数
の

閥
係
で
中
関
や
日
本
の
諮
研
究
を
網
羅
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
特
に
戦
前
に
つ
い

て
は
、
「
中
園
統
一
化
」
論
争
と
尾
崎
庄
太
郎
氏
の
『
支
那
の
工
業
機
構
』
、
及

び
戟
宇
中
の
い
く
つ
か
の
研
究
に
嗣
刷
れ
る
に
止
め
た
。
そ
れ
は
「
統
一
化
」
論

字
が
、
首
時
の
賀
践
的
課
題
と
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
き
、
あ
る
意
味
で
戦
前

の
中
園
認
識
の
線
決
算
と
見
倣
し
う
る
と
同
時
に
、
一
面
日
本
人
に
よ
る
「
中

@
 

闘
資
本
主
義
」
論
争
と
も
言
う
べ
き
性
格
も
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
『
支
那
の
工
業
機
構
』
も
と
の
論
争
の
過
程
で
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
ポ
る

が
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
戦
前
の
中
園
工
業
研
究
の
代
表
的
業
績
で
あ
り
、

今
日
な
お
完
全
に
乙
れ
を
凌
ぐ
も
の
は
だ
さ
れ
て
い
な
い
、
と
思
う
か
ら
で
あ

守
也
。

周
知
の
よ
う
に
「
統
一
化
」
論
争
は
、
西
安
事
件
を
直
接
の
契
機
と
し
て
い

る
。
張
率
良
ら
に
よ
る
蒋
介
石
幽
閉
と
い
う
事
態
に
際
し
て
、
そ
れ
ま
で
蒋
に

批
判
的
で
あ
っ
た
層
も
含
め
て
、
殆
ん
ど
の
中
園
人
が
内
戦
へ
の
憂
慮
を
示

し
、
諸
問
の
生
還
を
熱
望
し
た
。
無
事
南
京
に
錦
還
し
た
蒋
は
、
抗
日
の
民
族
的

英
雄
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
乙
の
事
件
は
、
そ
れ
ま
で
封
建
的
軍
閥
割
援
の
吠

態
と
見
倣
し
て
い
た
日
本
の
停
統
的
な
中
園
認
識
に
、
大
き
な
愛
更
を
迫
る
も

の
で
あ
っ
た
。

@
 

論
字
の
口
火
を
切
っ
た
矢
内
原
忠
雄
氏
の
主
張
は
次
の
と
う
り
で
あ
る
。
西

安
事
件
が
示
し
て
い
る
乙
と
は
、
中
園
が
民
族
園
家
と
し
て
統
一
の
過
程
に
あ

り
、
南
京
政
府
は
と
の
搭
賞
者
で
あ
る
。
即
ち
新
江
財
閥
を
中
植
と
す
る
中
闘

の
資
本
主
義
化
を
背
景
に
、
中
十
植
民
地
性
は
念
速
に
喪
失
せ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

外
園
資
本
主
義
は
ζ

れ
を
促
進
す
る
役
割
を
果
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ζ

⑥

①

 

の
見
解
に
真
向
か
ら
反
針
し
た
の
が
大
上
末
厳
・
土
井
章
氏
等
で
あ
っ
た
。
大

上
氏
は
中
関
工
業
の
濁
立
的
設
展
な
く
し
て
、

農
業
の
資
本
主
義
化
は
あ
り
え

な
い
、
し
か
し
中
闘
が
自
身
の
生
産
財
生
産
部
門
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
乙

と
が
、
資
本
主
義
へ
の
濁
自
の
護
展
を
不
可
能
と
し
、
唯
一
の
護
展
方
向
は
停

滞
的
マ

↑
一
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

ア
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
、
と
し
た
。
従
っ
て
中
閣

は
牢
封
建
性

・
牢
植
民
地
性
を
脱
却
で
き
な
い
、
そ
れ
は
帝
園
主
義
が
超
過
利
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潤
を
質
現
す
る
た
め
に
、
舶
民
地
の
後
進
性
を
維
持
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す

る。

従

っ
て
大
上
氏
の
認
識
で
は
、
「
統

一
化
」
は
躍
に
英
米
に
よ
る
植
民
地

支
配
強
化
に
過
さ
ず
、
経
済
建
設
も
牢
封
建
・
半
植
民
地
性
の
強
化
と
い
う
意

味
し
か
も
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
乙
の
一
見
講
座
波
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
中
園
担
握
は
、
容
易
に
侵
略
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
柿
開
化
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
中
国
内
部
に
設
展
の
契
機
を
認
め
ず
、
「
統
一
化
」
を
英
米
の

他
民
地
支
配
の
強
化
と
の
み
み
る
視
角
か
ら
は
、
土
井
氏
の
日
本
に
よ
る
分

①
 

裂
促
進
と
い
う
「
針
支
政
策
」
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

乙
の
一
附
者
を
批
判
し
、
中
閣
の
「
統

一
化
」
を
大
衆
の
下
か
ら
の
民
族
解
放

@

@

 

運
動
と
の
閥
連
で
把
え
る
乙
と
を
主
張
し
た
の
が
、
中
西
功

・
尾
崎
庄
太
郎
・

⑪
 

尾
崎
秀
賞
氏
ら
で
あ
る
。

ζ

こ
で
は
阪
に
い
く
つ
か
の
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
い

匂
の
で
、
彼
ら
の
見
解
の
全
婚
を
提
示
す
る
ζ

と
は
や
め
、
乙
の
論
争
の
最
高

水
準
と
思
わ
れ
る
中
西
氏
の
宇
封
建
・
牢
植
民
地
論
を
中
心
に
要
約
し
、
以
下

⑫
 

の
検
討
の
足
場
と
し
た
い
。
中
西
氏
は
矢
内
原
氏
と
大
上
氏
の
正
反
射
の
議
論

が
、
買
は
中
閣
の
民
族
的
統
一
に
は
、
或
る
一
定
の
資
本
主
義
の
成
熟
叉
は
蓄

積
を
必
要
と
す
る
と
い
う
公
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
貼
で
共
通
で
あ
り
、
雨
者

は
と
も
に
長
い
間
宇
で
鍛
え
ら
れ
た
大
衆
を
み
よ
う
と
し
な
い
、
と
指
摘
す

る
。
そ
の
結
果
矢
内
原
氏
に

つ
い
て
は
、
植
民
地
化
の
強
化

・
祉
曾
的
危
機
を

正
し
く
把
え
ず
、
所
江
財
閥
の
み
を
民
族
統
一
岡
家
建
設
の
唯
一
の
指
導
者
と

し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
西
氏
の
主
た
る
批

⑬
 

剣
は
、
大
上
氏
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
以
下
の
大
上
氏
批
判
は
、
今
日
に
お
い

て
も
な
お
大
き
な
意
，
設
を
有
し
て
い
る
と
思
う
。
⑬

中
西
氏
は
「
統
一
化
」
論
争
に
先
行
す
る
満
洲
経
済
論
争
で
の
大
上
氏
と
の

見
解
の
相
違
が
、
中
十
封
建
性

・
宇
植
民
地
性
の
二
つ
の
規
定
の
理
解
の
仕
方
に

あ
つ
に
と
し
、
大
上
氏
は
そ
の
闘
辿
性
の
み
を
強
調
し
、
二
つ
の
差
還
を
願
み

ず
、
言
わ
ば
牢
封
建
性
の
強
調
を
そ
の
ま
ま
牢
植
民
地
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に

扱
っ
て
き
た
と
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

謂
ゆ
る

一
つ
の
民
族
に
射
す
る
他
民
族
の
経
済
的

・
政
治
的
支
配
の
仕

方
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
学
植
民
地
性
と
は
、
資
本
主
義
の
濁
占
的
段
階

に
闘
す
る
も
の
で
あ
り
、
然
る
に
牢
封
建
性
と
は
一
閣
の
生
産
関
係
内
部

に
於
け
る
資
本
主
義
的
要
素
と
よ
り
古
き
も
の
と
の
相
闘
の
規
定
に
闘
す

る
も
の
で
あ
り
、

一問
者
は
全
く
範
時
的
に
相
違
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

支
那
に
於
い
て
は
、

ζ

の
雨
者
が
相
互
依
存
の
捌
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
と

言
ふ
貼
で
、
閥
山
一
性
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
は
列
国
資
本
の
非

常
に
矛
盾
に
充
ち
た
役
割
と
な
っ
て
現
は
れ
、
即
ち
、
彼
ら
は
、

一
方
に

は
不
可
避
的
に
支
那
の
沓
未
生
産
閥
係
を
破
壊
す
る
と
共
に
、
他
方
に

は
、
自
己
の
超
利
潤
の
確
保
の
た
め
に
、
強
力
的
に
支
那
の
民
族
資
本
の

正
常
な
設
展
を
阻
碍
し
、
そ
こ
に
於
け
る
後
れ
た
閥
係
を
維
持
し
よ
う
と

⑬
 

す
る
。

乙
の
よ
う
に
中
西
氏
は
帝
闘
主
義
の
役
割
と
し
て
、
一
面
的
に
強
調
さ
れ
て

い
る
遅
れ
た
閥
係
の
維
持
と
と
も
に
、
他
方
不
可
避
的
に
資
本
主
義
的
な
生
産

関
係
を
持
ち
込
む
ζ

と
、
印
ち
帝
闘
主
義
支
配
の
矛
盾
と
し
て
資
本
主
義
が
設

展
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
乙
の
こ
と
を
前
提
に
、
氏
は
基
礎
的
範
陥
下
に

あ
り
な
が
ら
も
資
木
主
義
を
持
つ
に
至
っ
た
中
悶
枇
舎
に
と
っ
て
、
そ
の
嘗
面

す
る
設
展
の
必
然
的
方
向
は、

経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
民
族
的
濁
立
と
竿
封

建
制
の
排
除
の
方
向
で
あ
る
乙
と
を
明
ら
か
に
し
、
資
本
主
義
内
部
の
封
立
す

る
こ
つ
の
階
級
の
存
在
が
、
と
の
嬰
革
に
二
つ
の
異
っ
た
道
を
持
つ
可
能
性
を

も
た
せ
る
乙
と
に
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
一
つ
は
図
民
黛
の
土
地
革

命
と
民
主
主
義
の
基
本
部
分
を
放
棄
し
た
安
協
的
・
改
良
主
義
的
な
道
で
あ

り
、
他
方
は
共
産
窯
に
代
表
さ
れ
る
土
地
革
命
と
民
主
主
義
を
反
帝
、
特
に
抗
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氏
の
「
支
那
問
題
の
所
在
」
で
は
、
「
牢
封
建
性
の
存
績
、
強
化
」
の
部
分
は

⑫
 

「
支
那
経
済
、
枇
曾
の
危
機
的
情
勢
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
礎
的
範
鴫
と
資
本

主
義
と
が
未
聞
の
相
加
に
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
危
機
で
あ
っ
て
、

h
単
な
る

山
十
封
建
制
の
強
調
で
は
説
明
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち

尾
崎
氏
の
基
礎
的
範
時
の
理
解
は
大
上
氏
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
氏
が
事
賞
と

し
て
認
め
た
幾
革
主
健
も
、
氏
の
理
論
か
ら
は
形
成
の
必
然
性
が
明
確
に
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
支
那
の
工
業
機
構
』

(
以
下
『
機
構
』
〉
に
も
、
乙

の
弱
貼
が
反
映
し
て
い
る
。

『
機
構
刊
は
一
九
三
九
年
に
、
そ
れ
迄
に
護
表
し
た
論
稿
を
省
略
・
訂
正

し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
と
「
統
一
化
」
論
争
と
の
閥
連
は
、
序
論

で
中
園
資
本
主
義
化
に
関
連
す
る
諸
論
争
に
ど
く
筒
間
中
に
燭
れ
、
現
在
で
は
一

般
的
規
定
で
論
争
し
て
も
意
味
が
な
い
と
し
て
、
「
支
那
経
済
の
各
般
に
亙
る

@
 

詳
細
な
論
詮
的
研
究
」
の
必
要
を
主
張
し
て
い
る
事
か
ら
し
て
、
工
業
研
究
を

通
じ
て
自
ら
の
立
場
を
賀
護
せ
ん
と
し
た
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。
殊
に
第
二

@
 

章
は
原
題
が

「歴
史
的
特
換
過
程
に
あ
る
支
那
の
経
済
」
で
あ
り
、
乙
の
歴
史

的
縛
換
過
程
は
政
治
的
に
は
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
蹟
大
・
後
展
と
い
う
事
態

に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
乙
の
論
文
は
「
歴
史
的
拘
換
過
程
を
制
約
し
つ
つ
あ

る
経
済
的
諸
係
件
を
分
析
し
、

勝
換
の
必
然
的
方
向
を
見
究
め
ん
と
す
る
」
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
『
機
構
』
の
内
容
に
入
ろ
う
。

氏
は
、
中
園
の
基
本
的
特
質
で
あ
る
牢
封
建
性
と
半
植
民
地
性
は
、
停
滞
的

だ
っ
た
中
国
封
建
枇
曾
の
基
本
的
特
質
よ
り
必
然
的
に
導
か
れ
た
所
の
特
質
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
乙
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
関
封
建
枇
曾
の
特
質
H
H
停

滞
性
の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、

@
さ
ら
に
ζ

の
た
め
に
は
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の

撃
た
る
見
解

zdと
す
る
、
と
い
う
。
そ
乙
で
ま
ず
半
封
建
性
に
つ
い
て

の
氏
の
見
解
を
み
よ
う
。
即
ち
「
封
建
制
度
の
崩
壊
過
程
を
通
じ
て
形
成
さ
れ

日
と
統
一
さ
せ
て
愛
革
巻
進
め
ん
と
す
る
大
衆
的
な
道
で
あ
る
。

ζ

う
し
て
中

西
氏
は
大
上
氏
ら
の
停
滞
的
な
字
封
建
・
牢
植
民
地
論
を
批
剣
し
、

ζ

の
基
礎

的
範
隣
の
矛
盾
と
し
て
資
本
主
義
が
渡
展
す
る
こ
と
を
示
す
乙
と
に
よ
り
、
愛

草
主
鰻
形
成
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
コ
一
つ

の
道
論
」
を
も
と
に
、
南
京
政
府
成
立
以
後
の
政
治
過
程
を
分
析
し
、
現
欣
の

正
し
い
認
識
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
氏
に
と
っ
て
は
乙
の
基
礎
的
範
鴎
の
成
立

は
、
同
時
に
ま
た
そ
の
崩
壊
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
動
態
的
な

把
握
に
よ
っ

て
ア
ジ
ア
的
停
滞
性
論
の
影
響
か
ら
脱
す
る
乙
と
が
で
き
た
と
言

長
~
ト
」
で
コ
。

311 

と
乙
ろ
で
首
時
の
径
湾
の
状
況
、
特
に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
工
業
に
つ
い

て
は
、
中
西
氏
自
身
に
よ
る
健
系
だ
っ
た
分
析
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

ζ

の

分
野
の
研
究
は
、
中
西
氏
と
基
本
的
に
同
じ
立
場
に
た
っ
て
論
字
に
参
加
し
た

尾
崎
庄
太
郎
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
『
支
那
の
工
業
機
構
』
に
結

t

賞

す
る
。
し
か
し
尾
崎
氏
と
中
西
氏
に
は
、
論
争
過
程
で
微
妙
な
違
い
が
あ
り
、

ま
ず
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
乙
う
。

⑮
 

尾
崎
氏
の
大
上
氏
へ
の
批
剣
鮎
は
、
付
大
衆
的
救
国
運
動
の
歎
殺
・
軽
視
、

同
日
本
の
直
接
的
侵
略
の
危
機
の
無
観
、
国
そ
れ
と
の
閥
わ
り
で
、
英
の
動

向、

特
に
経
憐
建
設
運
動
へ
の
援
助
の
積
極
的
意
義
を
許
債
し
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
乙
れ
は
先
述
の
中
西
氏
と
同
じ
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
中
西
氏

は
問
題
の
背
景
と
し
て
基
礎
的
範
鴎
を
明
確
化
し
、
中
関
資
本
主
義
の
問
題
に

迄
分
析
を
深
め
て
い
る
が
、
尾
崎
氏
に
は
そ
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
大
上
・
中
西

の
爾
氏
と
自
分
は
「
大
値
に
於
い
て
、
現
在
の
支
那
吐
曾
経
済
の
特
色
を
、
半

封
建
性
の
存
綴
、
強
化
、
殖
民
地
化
過
程
の
う
ち
に
見
出
し
、
支
那
の
資
木
主

義
化
論
に
反
針
す
る
」
貼
で
共
通
し
て
い
る
と
し
、
大
上
氏
の
誤
り
を
、
「
経

済
主
義
」
的
な
誤
謬
に
歪
小
化
し
て
い
る
。
し
か
し
尾
崎
氏
の
依
接
す
る
中
薗
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来
っ
た
所
の
過
小
般
的
機
餓
耕
作
」
が
高
利
貸
資
本
繁
栄
の
紹
好
の
土
壌
と
な

り
、
過
小
農
は
ま
す
ま
す
困
窮
し
て
、
高
率
租
税
・
地
代
の
形
態
に
お
い
て
土

地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
る
。
そ
と
で
は
地
主
は
封
建
地
主
と
高
利
貸
の
二
重
性
を

幣
び
る
が
、
高
利
貸
枚
取
ζ

そ
、
そ
の
終
局
的

・
本
質
的
な
枚
取
形
態
で
あ

る
。
今
、
尾
崎
氏
の
半
封
建
性
を
筏
端
に
態
純
化
す
れ
ば
、
そ
の
本
質
的
関
係

は
か
く
し
て
形
成
さ
れ
る
高
利
貸
資
本
|
カ
バ

l
ラ
的

・
農
奴
的
過
小
山
氏
に
凝

縮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乙
の
過
小
践
に
照
廃
し
て
都
市
の
殺
奴
的
U

カ

バ
l
ラ
的
な
労
働
者
が
存
在
す
る
。

ζ

の
肉
健
消
磨
的
な
務
働
H
U
牧
取
の
性
格

ζ

そ
、
人
間
が
機
械
や
家
畜
を
墜
迫
・
駆
逐
す
る
根
本
要
因
で
あ
り
、
資
本
主

義
の
設
展
を
妨
げ
て
封
建
的
牧
取
を
残
存
せ
し
め
、
工
業
を
ギ
ル
ド
手
工
業

的
、
マ
ニ
ュ
段
階
に
停
滞
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
ま
に
外
悶
資
木
の
中
園
経
済

の
制
籾
と
結
び
つ
き
、
そ
の
事
情
を
決
定
的
な
も
の
に
ら
し
め
る
。
乙
う
し
た

「
事
情
乙
そ
軍
閥
政
治
の
存
立
巻
、
民
族

F

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
弱
態
と
そ
の
性

格
を
、
運
命
づ
け
て
ゐ
る
」
。
他
方
牢
櫛
民
地
性
に
つ
い
て
は
、
前
近
代
中
国
は

元
来
他
民
族
へ
の
従
廊
性
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
的
な
専
制
君

主
の
二
重
的
政
取
(
土
地
領
有
を
基
礎
と
し
た
枚
取
と
外
来
征
服
者
と
し
て
の

牧
取
)
に
照
臆
し
た
官
僚
機
梢
の
二
重
性
(
獅
自
の
強
固
な
存
立
基
放
を
も
っ

支
配
的
勢
力
で
あ
る
ζ

と
と
、
外
来
民
族
の
支
配
者
へ
の
屈
服
)
と
し
て
現
れ

る
。
近
代
の
植
民
地
支
配
は
そ
の
一
冗
来
の
買
排
他
H
H
寄
生
性
に
結
び
つ
き
、
そ

れ
が
銀
行
資
本
及
び
一
般
機
能
資
本
に
ま
で
強
力
に
作
用
し
て
資
木
の
設
展
を

制
約
し
て
い
る
。
か
か
る
半
封
建
性
と
半
植
民
地
性
が
相
侠
っ
て
中
国
民
族
資

本
主
義
虚
業
を
停
滞
・
段
落
さ
せ
、
他
方
外
闘
資
本
の
中
闘
で
の
後
展
ぞ
可
能

な
ら
し
め
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
尾
崎
氏
の
本
来
の
問
題
意
識
は
歴
史
的
料
換
過
程
の

必
然
的
方
向
を
見
究
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
上
氏
と
即
興
っ
て
「
永
遠
の

停
滞
」
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
内
部
の

後
展
要
因
を
把
復
す
る
乙
と
が
不
可
鉄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尾
崎
氏
の

方
法
は
逆
に
阻
止
要
因
の
み
を
切
り
離
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
と
で

は
宇
封
建
性
は
カ
バ

l
ラ
的
労
働
の
牧
取
に
基
く
高
利
貸
性
に
枚
数
し
、
中
寸
櫛

民
地
性
は
寄
生
性

・
買
蹴
耐
性
に
牧
品燃
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
と
の
起
源
が
停
滞

的
な
ア
ジ

ア
的
生
産
様
式
に
求
め
ら
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
か
か
る
高
利

貸
性

・
寄
生
性
・
買
野
性
が
歴
史
的
な
重
み
を
付
輿
さ
れ
、
極
め
て
強
固
に
自

身
を
維
持
す
る
乙
と
に
な
り
、
資
本
の
危
機
に
お
い
て
も
止
揚
し
が
た
い
も
の

@
 

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
論
理
か
ら
は
中
園
資
本
主
義
の

「
運
命
的
な

復
落
」
し
か
引
き
出
し
ょ
う
が
な
く
、
『
機
構
』

K
も
散
見
す
る
運
命
的
停
滞

を
否
定
す
る
言
葉
と
矛
盾
せ
き
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
政
治
過
程
の

中
西
氏
的
把
握
と
、
基
礎
構
造
の
大
上
氏
的
理
解
の
矛
盾
が
尾
崎
氏
に
は
あ
る

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

き
て
基
礎
椛
造
把
握
の
大
上
氏
と
の
類
似
は
、
中
西
氏
の
大
上
氏
批
判
の

一

部
が
尾
崎
氏
に
も
適
用
さ
れ
る
ζ

と
を
意
味
す
る
。
即
ち
中
十
封
建
性
と
は
「
資

本
主
義
的
要
素
と
よ
り
古
き
も
の
と
の
相
闘
の
規
定
に
閥
す
る
も
の
で
あ
」

り
、
資
本
主
義
と
よ
り
古
き
も
の
と
を
時
間
話
法
的
に
統
一
し
た
範
鴎
で
あ
る
。

そ
乙
で
の
運
動
の
根
本
を
規
定
し
て
い
る
も
の
は
、
よ
り
古
き
も
の
で
は
な
く

資
本
主
義
で
ゐ
る
。
印
ち
宇
封
建
性
で
の
よ
り
古
き
も
の
は
、
資
本
主
義
の
阻
止

要
因
と
し
て
資
本
主
義
と
切
り
離
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
資
本
の

運
動
の
中
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。
叉
、
中
関
で
は
牢
植
民
地

と
い
う
形
態
を
と
る
帝
闘
主
義
支
配
は
、
一
方
に
お
け
る
資
木
主
義
化
の
促
進

と
、
他
方
に
お
け
る
よ
り
古
き
も
の
の
維
持
と
い
う
矛
盾
し
た
役
割
を
果
す
の

で
あ
る
か
ら
、
学
植
民
地
性
を
資
本
主
義
の
設
展
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
の

み
把
え
る
方
法
は
一
面
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ζ

の
よ
う
に
宇
封
建
性

・
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半
植
民
地
位
を
資
本
の
運
動
法
則
の
中
で
把
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
資
本
主
義
の
阻

止
的
要
因
と
し
て
把
え
て
い
る
と
乙
ろ
に
、

尾
崎
氏
の
方
法
論
的
弱
駄
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
尾
崎
氏
自
身
、
序
言
で
『
機
構
』
が
現
象
的
把
撞
に
止
ま
り
、

「
現
象
を
必
然
づ
け
つ
つ
あ
る
本
質
的
部
分
そ
の
も
の
の
動
的
過
程
に
つ
い
て

@
 

は
、
殆
ん
ど
論
議
的
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
本
質
的

部
分
そ
の
も
の
の
動
的
過
程
」
の
遁
求
は
、
我
々
に
曲
演
さ
れ
た
課
題
と
す
る
方

が
安
嘗
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
氏
の
現
象
的
把
握
そ
の
も
の
は
全
く

正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
中
関
工
業
の
中
核
で
あ
り
、
氏
が
主
要
な
分
析

の
針
象
と
し
た
紡
織
業
や
製
糸
業
の
現
段
階
の
把
揮
は
、
そ
の
ま
ま
で
い
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
駄
を
追
っ
て
み
た
い
。

尾
崎
氏
は
綿
紡
織
業
に
つ
い
て
、

『
機
構
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る。「
ζ

の
綿
紡
績
業
が
す
で
に
・
・
・
・
:
複
落
の
危
機
に
瀕
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

乙
の
綿
紡
績
業
ζ

そ
嘗
然
支
那
民
族
工
業
の
将
来
を
暗
示
す
る
に
足
る
討
の
で

あ
る
。

ζ

れ
は
民
族
工
業
復
落
の
典
型
的
な
型
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
。
乙

れ
は
紡
織
業
の
苦
況
が
遂
に
最
低
貼
に
達
し
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
増
大
し
て

い
た
紡
錘
数
き
え
減
少
し
、
工
場
の
休
業
・
操
短
が
綴
出
し
た
三
十
六
年
の
欣

@
 

況
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
乙
場
論
文
が
掲
載
さ
れ
た

同
じ
『
満
鍛
調
査
月
報
』
誌
上
の
吉
原
次
郎
氏
の
論
文
は
、
=
一
十
六
年
後
半
期

か
ら
三
十
七
年
に
か
け
て
の
事
貿
易
】
踏
ま
え
た
・
も
の
で
あ
る
が
、
そ
と
に
は
新

し
い
事
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
「
三
十
六
年
秋
以
来
の
農
産
物
殿
作

に
基
く
天
下
り
的
な
綿
業
景
気
」
で
あ
る
。
と
と
で
は
豊
作
に
よ
り
農
民
の
購

買
力
が
増
大
し
、
そ
の
結
果
綿
糸
債
格
が
高
騰
し
た
と
と
と
棉
花
の
堕
作
に
よ

り
、
「
花
資
紗
賎
」
の
欣
況
が
逆
柿
押
し
、
そ
の
結
果
紡
織
業
が
一
間
活
況
を
呈

し
、
工
場
の
復
工
・
新
設
・
機
張
が
行
な
わ
れ
て
い
る
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
吉
原
氏
が
同
時
に
注
目
し
た
の
は
、
民
族
銀
行
資
本
の
紡
織
業
へ
の
進

出
で
あ
っ
た
。
氏
は
ま
ず
工
業
貸
付
が
恐
慌
年
間
を
通
じ
て
漸
次
増
加
の
趨
勢

を
た
ど
っ
て
い
る
と
と
、
そ
れ
は
一
面
経
済
建
設
運
動
に
よ
る
民
族
工
業
奨
駒

の
気
運
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
根
本
的
要
因
は
恐
慌
を
通
じ
て
の
過
剰
遊
休

資
本
の
愛
生
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
示
し
、
次
い
で
貸
付
金
利
の
高
さ
と

苛
酷
な
鎗
保
貸
に
よ
っ
て
、
支
配
機
が
次
第
に
銀
行
に
移
っ
て
い
き
つ
つ
あ
る

と
と
を
示
し
て
い
る
。
と
の
三
十
六
年
以
降
抗
日
戦
争
迄
の
、
短
期
間
で
は
あ

る
が
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る
好
況
と
、
銀
行
資
本
の
進
出
を
如
何
に
評
領
す
る

か
は
、
戦
前
の
中
国
経
済
把
握
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
尾
崎

氏
は
前
者
に
つ
い
て
は
全
く
鰯
れ
て
お
ら
ず
、
後
者
に
つ
い
て
は
ど
く
簡
単
に

銀
行
の
奇
形
的
な
畿
展
を
記
し
た
部
分
で
縮
れ
て
い
る
ピ
け
で
あ
る
。
し
か
も

と
の
銀
行
資
本
は
、
も
っ
ぱ
ら
拭
い
難
い
高
利
貸
性
・
貿
緋
性
・
寄
生
性
で
把

揮
さ
れ
て
い
る
。
叉
吉
原
氏
も
現
象
的
指
摘
に
止
ま
り
、
掘
り
下
げ
た
把
据
を

し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

@
 

き
て
、
太
卒
洋
戦
宇
開
始
直
前
の
一
九
四
一
年
に
後
表
さ
れ
た
名
和
統
一
氏

@
 

と
{
予
佐
美
誠
次
郎
氏
の
研
究
は
、
乙
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
奥

え
て
く
れ
よ
う
。
ま
ず
名
和
氏
は
、
一
九
三
六
年
に
入
っ
て
中
国
紡
綴
業
が
復

活
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
最
も
重
要
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
綿
花
の
躍

進
的
櫓
産
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
と
し
て
図
民
政
府
棉
業
統
制
委

員
曾
の
綿
花
政
策
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
棉
花
合
作
祉
の
動
き
を
あ
げ
、
そ
乙

で
の
銀
行
資
本
の
役
割
を
許
償
す
る
。
名
和
氏
は
中
西
氏
と
同
じ
く
、
合
作
枇

運
動
が
農
村
救
済
の
園
民
政
府
的
な
答
案
で
あ
り
、
農
村
の
基
本
的
生
産
関
係

そ
の
も
の
を
出
現
え
る
も
の
で
は
な
い
と
と
、
叉
銀
行
資
本
が
半
ば
買
続
性
を
具

有
す
る
乙
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
一
定
の
限
界
内
で
は
展
開
の
見
透
し
を

も
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
許
償
し
て
い
る
。
「
銀
行
資
本
の
民
族
資
本
と

-141ー
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し
て
有
す
る
性
格
か
ら
云
へ
ば
そ
れ
が
媒
僚
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
或
は
そ
の

指
訴
の
下
に
役
業
生
産
と
工
業
生
産
と
を
合
理
的
に
、
最
捷
徳
的
に
結
合
す
る

乙
と
に
よ

っ
て
支
那
闘
民
経
済
の
主
倒
的
編
成
を
遂
げ
ん
と
目
ざ
し
て
い
た
、

@
 

少
く
と
も
か
〉
る
動
向
に
あ
っ
た
と
云
へ
る
の
で
あ
る
」。

ま
た
宇
佐
美
氏
は
恐
慌
の
過
程
を
通
じ
て
、

紡
績
業
に
次
の
よ
う
な
質
的
設

展
が
あ
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
川
工
場
の
地
型
的
分
布
の
鎖
大
H
奥
地

化、

ω製
織
部
門
粂
倍
増
大
の
傾
向
、
川
w制
番
手
へ
の
傾
向
、
川
工
場
能
率
の
増

進
。
そ
し
て
以
上
の
近
代
的
紡
織
工
場
の
設
展
に
封
抗
し
て
、
根
強
い
力
を
持

っ
て
い
た
問
屋
制
家
内
工
業
や

マ
一
ュ
ブ
ァ
ク
チ
ュ
ア
形
態
の
綿
織
生
一
径
が
、

次
第
に
整
理

・
衰
滅
に
向
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
氏
は
ま
た
民
族

紡
紋
資
本
を
一
筋
で
抱
え
ず
、
上
海

・
青
島
の
も
の
と
無
錫

・
武
政
相
一
寸
拠
地
の

も
の
が
異
っ
た
型
を
示
し
て
お
り
、
前
者
の
外
聞
資
本
と
の
闘
係

・
寅
緋
的
性

質
、
後
者
の
よ
り
強
い
民
族
性
を
強
調
し
て
い
る
。

き
て
以
上
の
よ
う
に
、

名
和

・
宇
佐
美
雨
氏
は
論
貼
は
異
り
な
が
ら
も
、
民

族
綿
紡
織
業
が
間単
純
に
汲
落
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、

三
十
六
年
か
ら
三
十

七
年
に
か
け
て
復
活
乃
至
後
展
を
み
せ
て
い
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
雨
氏
の

研
究
は
相
互
補
完
的
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
白
木
帝
闘
主
義
に
内

在
す
る
矛
盾
の
必
然
と
し
て
の
中
園
へ
の
強
行
的
進
出
は
、
恐
慌
過
程
で
質
的

に
設
展
し
つ
つ
あ
っ
た
中
関
民
族
紡
織
業
を
困
窮
せ
し
め
(
宇
佐
美
)
、
そ
れ

を
し
て
「
支
那
民
族
資
本
の

一
部
門
と
し
て
、

一
合
そ
の
指
導
部
門
と
し
て
、
そ

れ
を
代
位
し
補
充
す
る
政
治
的
な
力
に
依
践
す
る
方
向
に
向
っ
て
行
」
か
し
め

た

〈
宇
佐
美
)
。
一
方
、
日
本
の
進
出
は
紡
織
業
を
恨
幹
と
す
る
民
族
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ

ー
を
最
強
の
基
礎
と
す
る
闘
民
政
府
を
揺
が
し
た
か
、
乙
う
し
た
民
族

的
危
機
は
同
時
に
民
族
的
統

一
を
促
進
し
、
中
央
集
植
の
も
と
で
棉
業
統
制
が

行
な
わ
れ
て
い
つ
に

(
名
和
)
。
ζ

う
し
て
白
木
と
中
固
と
の
矛
盾
が
深
ま
り
.

衝
突
は
不
可
避
に
な
る
(
雨
氏
〉
。

以
上
の
爾
氏
の
研
究
が
基
本
的
に
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
後
進
帝
闘
主

義
国
日
本
が
、

経
済
力
の
み
で
は
中
園
紡
織
業
を
完
全
に
屈
服
さ
せ
る
乙
と
が

で
き
ず
、
凶
暴
な
軍
事
力
を
も
っ
て
す
る
し
か
な
か
っ
た
乙
と
、

換
言
す
れ

ば
、
抗
日
戦
争
前
に
お
い
て
日
本
資
本
が
攻
撃
的
で
あ
り
、
中
園
資
本
は
防
禦

的
で
あ
っ
た
が
、
後
者
の

「
潜
伏
力
、
反
堅
力
に
於
て
侮
り
難
き
も
の
が
あ

e
 

り
、
大
徳
支
川
即
紡
絞
業
に
於
て
雨
勢
力
が
相
措
抗
し
て
い
た
」
乙
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う。

紡
織
業
と
並
ぶ
重
要
工
業
で
あ
り
、
長
い
間
総
出
の
大
宗
で
あ
っ
た
製
糸
業@

 

に
つ
い
て
も
、
ほ
ぽ
同
僚
の
こ
と
が

言
え
そ
う
で
あ
る
。
尾
崎
氏
の
評
債
は

「
製
糸
工
業
に
於
け
る
危
機
と
は
山
制
緩
的
危
機
で
あ
」

り
、
「
そ
れ
は
た
だ
最

も
悲
惨
な
枚
取
:
:
:
の
下
に
、

一
歩
一
歩
、
自
滅
の
道
を
急
ぐ
外
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
紹
望
的
評
債
で
あ
る
が
、
太
卒
洋
載
手
き
な
か
に
出
版
さ
れ
に
本

ゆ

命

位
田
鮮
男

・
早
川
卓
郎
雨
氏
、
或
は
堀
江
英
一
氏
の
研
究
は
、
乙
れ
と
は
か
な

り
違
う
事
貨
を
我
々
に
示
し
て
い
る
と
思
う
。
邸
ち
長
江
下
流
地
域
で
は
二
十

年
代
特
に
園
民
政
府
成
立
以
後
、
出
臨
繭
地
に
所
論
地
方
糸
廠
が
設
立
さ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
上
海
に
比
し
て
溢
か
に
民
族
性
が
強
く
、

経
営
的
に
も
し
っ
か

り
し
て
お
り
、

間
耐
械
改
良
等
に
も
手
を
つ
け
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
恐
慌
期
に

入
っ
て
も
湖
西
で
は
議
話
加
し
、
上
寺
凌
ぐ
勢
い
を
見
せ
た
無
錫
で
は

「新
し
い
外
貌
を

そ
な
え
た

『
民
族
資
本
』
」
に
よ
る
濁
占
が
進
め
ら
れ
て

い

く
の
で
あ
る
。

以
上
が
事
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
中
関
人
の
紡
織
「
工
場
に
は

哲

有
数
な

『合
理
化
』
が
不
可
能
で
あ
」
る
と
し
、

製
糸
業
の
「
生
産
技
術
上
の

品目
V

進
歩
・
時
世
展
は
何
等
期
待
さ
れ
」
ぬ
と
し
た
尾
崎
氏
の
現
朕
認
識
と
は
相
世
間
異

っ
て
お
り
、
戦
後
の
中
園
工
業
の
研
究
は
と
の
事
柄
の
検
討
か
ら
始
め
ら
れ
ね

-142ー



ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
に
見
る
と
し
て
、
『
機
構
』
に
お
け
る
現

吠
認
識
の
不
十
分
さ
は
、
一
つ
に
は
日
本
の
侵
略
が
本
格
化
し
て
後
、
始
め
て

明
ら
か
に
な
っ
た
事
貨
が
多
い
乙
と
も
あ
ろ
う
が
、
先
に
見
た
方
法
論
上
の
弱

鮎
と
も
密
接
な
関
連
を
も
っ
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

315 

乙
乙
で
は
戦
後
日
本
に
お
け
る
中
関
工
業
の
研
究
に

つ
い
て
、
ま
ず
個
別
に

検
討
し
、
次
い
で
全
健
の
問
題
貼
を
指
摘
し
に
い
。
総
論
的
な
も
の
と
し
て

@

⑬

 

は、

島

一
郎
氏
と
楊
天
溢
氏
の
研
究
が
あ
る
。
島
氏
に
つ
い
て
は
後
に
見
る
と

し
て
、
楊
氏
の
研
究
は
綿
業
を
中
心
に
中
園
資
本
主
義
の
展
開
を
跡
づ
け
た
も

の
で
あ
る
。
氏
は

三
十
年
代
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど

殿
中
卒
氏

『
中
園
棉
紡
織

史
稿
』
に
依
嬢
し
、
恐
慌
の
中
で
中
園
綿
紡
織
業
が
日
本
資
本
と
銀
行
資
本
に

侵
食
さ
れ
て
い
く
過
程
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
銀
行
資
本
に
つ
い
て
大

塚
久
雄
氏
に

依
竣
し
つ
つ

次
の
よ
う
に

言
う
。

「
近
代
的
な
制
度
と
い
え
ど

も、

ζ

の
宇
封
建
的
な
経
済
構
造
と
い
う

『
原
樹
に
接
木
さ
れ
』
る
と
、
西
欧

的
定
型
と
は
異
な
る
利
害
の
布
置
連
闘
に
あ
る
中
闘
の
『
沓
来
か
J
M
の
附
税
務
的

一
位
禽
構
成
の
鋳
型
の
中
に
は
め
乙
ま
れ
て
い
っ
た
』
だ
け
で
あ
る
L

。
し
か
し

帝
闘
主
義
段
階
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
経
済
構
造
の
中
で
は
、
よ
り
古
き
も
の
が
そ

れ
自
慢
の
法
則
で
機
能
す
る
謬
で
は
な
い
。
そ
ζ

で
は
所
謂
大
塚
史
撃
の
類
型

論
の
有
数
性
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
検
討
の
な
い
ま
ま
に
、

中
西
氏
の
基
礎
的
範
時
の
相
互
関
係
の
規
定
を
引
い
て
も
、
逆
の
、
ま
さ
に
中

西
氏
が
批
判
せ
ん
と
し
た
固
定
的
な
牢
封
建
・
牢
植
民
地
論
し
か
生
み
だ
さ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
中
闘
に
は
歪
曲
さ
れ
た
資
本
主
義
、
氏
の
言
う

賎
民
的
資
本
主
義
し
か
設
展
し
え
ず
、

従
っ
て
民
衆
は
資
本
主
義
自
慢
を
合
理

的
・
進
歩
的
と
受
け
取
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
中
園
近
代
は
反
資
本
主
義

・
反

西
欧
的
近
代
た
ら

y
る
を
え
な
い
、
と
い
う
ζ

と
に
な
り
、
叉
帝
園
主
義

・
陣

内
封
建
勢
力
・
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
三
者
は
、
中
国
民
衆
と
決
定
的
に
封

立
し
、
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
資

本
主
義
の
合
理
性

・
進
歩
性
の
問
題
は
歴
史
的
段
階
の
問
題
で
あ
り
、
型
の
問

題
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
乙
の
論
理
の
ど
と
か
ら
、
現
質
に
存
在
し
た
抗
日

統
一
戦
線
が
で
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

@
 

芝
池
靖
夫
氏
は
『
南
洋
兄
弟
畑
草
公
司
史
料
』
に
依
援
し
つ
つ
、
英
美
姻
草

公
司
K
針
抗
し
て
い
た
同
公
司
が
、
三
十
年
以
降
、
政
府
の
重
税
政
策
(
特
に

統
税
〉
、
経
営
管
理
の
後
進
性

・
非
合
理
性
等
々

を
基
礎
と
し
、
直
接
に
は
経

営
者
の
針
立
不
和
を
契
機
と
し
て
経
営
を
悪
化
さ
せ
、
宋
子
文
に
の
っ
と
ら
れ

て
し
ま
う
過
程
を
描
い
て
い
る
。
氏
は
、
宋
が
何
故
税
牧
奪
に
甘
ん
ぜ
ず
に
自

ら
南
洋
の
経
営
に
の
り
だ
し
た
か
と
問
い
、

史
料
不
足
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
図

家
濁
占
資
本
主
義
固
有
の
穆
制
腐
朽
の
表
現
と
中
国
特
有
の
「
倣
官
設
財
」
の

傍
統
に
院
し
て
い
る
。
し
か
し
乙
れ
で
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
英
美
畑
草
公
司
の
濁
占
的
支
配
が
ま
す
ま
す
強
聞
に
な
り
、
叉
日
本
の

東
亜
煙
車
が
華
北
に
進
出
せ
ん
と
す
る
欣
況
の
下
で
、

経
営
を
悪
化
さ
せ
て
い

っ
た
南
洋
か
ら
、
「
従
来
ど
う
り
税
金
化
け
を
ビ
シ
ビ
シ
と
り
た
て
て
ゆ
L

く

ζ

と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
、
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
黙
を
離
れ
て
園
濁
資
的
腐
朽
性
を
論
じ
て
も
、
無
意
味
で
あ
る
と
思
う
。

@

⑬

 

製
糸
業
に
つ
い
て
は
、
島
氏
の
他
に
清
川
雪
彦
氏
の
研
究
が
あ
る
。
清
川
氏

は
中
園
認
糸
業
が
何
故
そ
の
堕
か
な
潜
在
的
可
能
性
を
生
か
し
き
れ
ず
停
滞
し

た
の
か
と
聞
い
、
そ
の
要
因
と
し
て
旋
義
の
技
術
革
新
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た

と
と
を
あ
げ
、
更
に
そ
の
要
因
と
し
て
、

一
、
市
場
に
濁
す
る
政
義
の
技
術
的

な
遜
態
化
努
力
の
不
十
分
さ
、
二
、
市
場
の
低
後
遠
性
に
起
因
す
る
種
々
の
径

格
的
要
因
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
乙
の
て
こ
は
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
企
業
家

- 143一
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精
一紳
の
不
足
と
貨
の
競
字
に
よ
る
数
率
化
機
能
の
敏
如
と
し
て
把
え
ら
れ
る
、

と
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
場
合
、
事
賓
と
し
て
存
在
し
た
競
争
は
否
定
し
な
い

が
、
「
企
業
家
精
一柳
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
市
場
に
お
け
る
競
争
は
、
そ
も
そ

も
競
容
の
名
に
す
ら
値
し
な

μ
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

資
質
的
に
は
企
業

家
精
神
が
規
定
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
半
植
民
地
中

園
の
工
業
設
展
の
遅
れ
を
、
言
わ
ば
欧
米
資
本
主
義
か
ら
抽
出
さ
れ
、
極
度
に

美
化
さ
れ
た
企
業
家
精
一
柳
な
る
も
の
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
、
根
本

的
な
疑
問
を
感
じ
、
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
中
園
工
業
の
研
究
を
最
も
精
力
的
に
行
な
い
、
叉
内
容
的
に
も
戟
後
の

⑬
 

研
究
を
特
徴
的
に
示
す
の
は
島
一
郎
氏
で
あ
ろ
う
。
こ
と
で
は
線
論
と
も
言
う

べ
き
「
中
園
民
族
工
業
の
再
生
産
構
造
」
を
中
心
に
、
島
氏
の
見
解
を
み
よ

う
。
氏
は
は
し
が
き
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
民
族
工
業
は
い
ち
お
う
そ
れ
が

近
代
的
産
業
資
本
と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
つ
ね
に
資
本
主
義
的
後
展
巻
志
向

し
、
そ
の
賓
現
の
た
め
に
生
成
基
盤
で
あ
る
牢
封
建
・
字
縮
民
地
櫨
制
と
は
げ

し
く
針
立
し
、
乙
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
願
望
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
他

方
、
中
闘
の
枇
曾
経
済
を
全
鰻
的
に
支
配
し
た
牢
封
建
・
宇
植
民
地
髄
制
は
民

族
工
業
よ
り
は
る
か
に
強
固
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
設
展
を
い
ち
ぢ
る
し
く
制
約

し
た
ば
か
り
か
、
存
立
す
ら
た
え
ず
危
険
な
状
態
に
陥
れ
た
の
で
あ
る
」
。
島

氏
の
諸
研
究
は
乙
ζ

に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
氏
は
第
一

章
で
民
族
工
業
の

「未
設
遂
で
し
か
も
崎
型
的
な
外
観
的
な
諸
特
徴
」
を
指
摘

す
る
。
次
い
で
第
二
章
で
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
民
族
工
業
の
再

生
産
構
造
を
分
析
し
た
結
果
、
そ
の
阻
止
要
因
と
し
て
の
宇
封
建
・
半
植
民
地

僅
制
に
至
る
。
と
の
パ
タ
ー
ン
は
綿
工
業
・
製
糸
業
の
分
析
で
も
ほ
ぼ
同
じ

で
、
そ
乙
で
は
外
観
的
諸
特
徴
の
か
わ
り
に
、
そ
の
歴
史
H
H
生
成
・
設
展
そ
し

て
特
に
衰
亡
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
氏
の
方
法
は
、
半
封
建
・
半
植

民
地
健
制
を
民
族
工
業
か
ら
分
離
・
封
立
さ
せ
て
固
定
し
、
一
貫
し
て
資
本
主

義
(
氏
で
は
狭
義
の
民
族
工
業
)
の
愛
展
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
把
え
る
典

型
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
分
離

・
針
立

・
固
定

化
は
頭
脳
の
中
で
し
か
不
可
能
で
あ
っ
て
、
現
貨
の
動
い
て
い
る
有
機
岨
胞
を
把

援
す
る
方
法
に
は
な
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
半
封
建

・
竿
植
民
地
範
時
の
固
定

的
理
解
は
、
先
に
見
た
尾
崎
氏
に
も
あ
る
が
、
島
氏
の
場
合
、
停
滞
・
波
落
の

必
然
性
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
貼
、
む
し
ろ
大
上
氏
の
方
に
近
い
と
言
う
べ

き

か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
戟
後
日
本
に
お
け
る
中
園
工
業
研
究
の
問
題
鮎
を
、
戦
前
の
研
究
の

検
討
か
ら
三
鮎
を
抽
出
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
の
黙
は
、
宇
佐
美
氏

の
指
摘
し
た
民
族
資
本
の
質
的
設
展
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
二
類
型
的
把
鐘
の

問
題
で
あ
る
。
第
二
は
抗
日
戦
争
直
前
の
経
済
状
況
を
ど
う
み
る
か
、
恐
慌
か

ら
の
脱
出
過
程
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
中
図

工
業
は
外
資
企
業
に
抵
抗
し
て
復
活
し
つ
つ
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
貼

で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
特
に
第
二
と
の
関
連
で、

園
民
熊

・
官
僚
資
本

・
銀

行
資
本
を
ど
う
把
握
す
る
か
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
貼
。
機
械
改
良
に
闘
し
て

は
綿
業
に
つ
い
て
楊
氏
は
否
定
し
、

島
氏
は
事
貨
と
し
て
は
認
め
て
い
る
が
恐

慌
の
中
で
は
操
短
を
深
化
す
る
結
果
し
か
残
き
な
い
と
、
む
し
ろ
否
定
的
な
評

債
を
奥
え
て
い
る
。
叉
製
糸
業
に
つ
い
て
も
、
清
川

・
島
雨
氏
と
も
例
外
と
み

て
い
る
。
工
場
の
「
奥
地
化
」
に
つ
い
て
も
立
ち
入
っ
た
分
析
は
さ
れ
て
お
ら

ず
、
従
っ
て
二
類
型
的
把
援
も
清
川
氏
に
多
少
み
え
る
も
の
の
、
重
要
な
問
題

と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
乙
れ
ら
は
第
一
の
貼
の
一
部
で
あ
る
が
、
乙
れ
ら
の
否

定
的
評
債
は
、
四
氏
が
と
も
に
第
二
の
貼
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
結

果
で
あ
ろ
う
。
卸
ち
工
業
が
恐
慌
で
一
貫
し
て
波
落
し
て
い
っ
た
の
な
ら
、
第

一
の
鮎
を
許
債
し
で
も
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
研
究

-144ー
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が
第
二
の
鮎
の
否
定
を
前
提
に
、
そ
の
要
因
を
求
め
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

で
は
と
の
第
二
の
貼
で
の
否
定
的
評
債
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
抗

日
戦
字
直
前
の
経
済
全
健
に
つ
い
て
は
、
蒋
政
権
の
許
債
卸
ち
第
三
の
黙
の
許

@
 

債
と
絡
め
て
、
矢
津
康
祐
氏
と
藤
井
正
夫
氏
に
よ
っ
て
、
全
く
針
稽
的
な
許
債

が
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
否
定
的
評
償
を
下
し
た
藤
井
氏
の
主
要
な
論
放

は、

一
九
=
二
年
を
規
準
と
し
た
三
十
六
年
の
推
定
園
民
総
生
産
の
伸
び
率
の

低
き
で
あ
り
、
そ
乙
で
は
恐
慌
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
藤
井
氏

が
提
出
し
た
数
字
か
ら
は
、
三
十
四
年
を
最
低
鮎
と
し
て
回
復
傾
向
を
讃
み
と

る
と
と
が
で
き
よ
う
。
質
護
的
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
幣
制
改
革
を
恐
慌
か

ら
の
脱
出
・
景
気
回
復
・
経
済
の
復
興
の
契
機
と
す
る
矢
海
氏
の
評
債
の
方
が

安
省
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
工
業
で
も
紡
織
・
製
糸
業
に
つ
い
て
は
先
に
燭
れ

た
と
う
り
で
あ
り
、
キ
紡
織
業
に
つ
い
て
は
、
言
語
連
合
曾
の
「
い
ま

や
綿
業
は
再
び
蘇
っ
た
」
と
い
う
報
告
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
要
す

る
に
否
定
的
評
償
に
基
い
た
工
業
研
究
は
、
再
検
討
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
と
と
ろ
で
ζ

の
第
二
の
貼
の
評
債
は
、
矢
津
氏
が
闘
民
政
府
を
中
園
の
資

本
主
義
化
を
目
指
す
も
の
と
し
て
把
渥
し
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
と
し

て
い
る
よ
う
に
、
第
三
の
黙
と
密
接

・
不
可
分
の
閥
係
に
あ
る
。

戦
後
の
園
民
黛

・
官
僚
資
本
の
主
流
的
な
規
定
は
、
毛
揮
東
以
来
の
「
買
緋

@

@
 

的
封
建
的
園
家
濁
占
資
本
主
義
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
陳
伯
逮

@

@
 

.
許
線
新
・
王
亜
南
各
氏
が
こ
の
規
定
の
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
芝
池
靖
対
・
松
野
昭
一
4
・
上
妻
目
撃
蜘
・
卒
野
絢
而
各

氏
等
が
、

ζ

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

ζ

れ
に
劃
し
て
、
官
僚
資
本
を
第
二
次

大
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
慶
く
み
ら
れ
る
薗
家
資
本
主
義
の
原
型
と
し
て
把
え
よ
う

@

@

@
 

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
中
嵐
太

一
・
小
川
雄
一や
・
士
口
調
仲
南
の
各
氏
で
あ
る
。

ζ

の
他
、
闘
濁
資
規
定
に
立
ち
つ
つ
も
、
関
民
黛
政
檎
は
一
面
民
族
資
本
的
な
意

味
と
役
割
を
も
そ
な
え
て
い
る
と
し
て
、
主
流
的
見
解
を
批
剣
す
る
中
西
静

の
見
解
が
あ
る
。
今
ζ

れ
ら
の
見
解
を
詳
細
に
検
討
す
る
徐
裕
は
な
い
。
但
乙

乙
で
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
主
流
的
見
解
が
も
っ
ぱ
ら
封
建
性
・
買
緋
性

を
強
調
し
、
抗
日
戦
後
の
欣
況
ぞ
そ
の
ま
ま
抗
日
戦
前
に
迄
湖
ら
せ
て
い
る
貼

に
筆
者
は
疑
問
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
結
局
乙
の
見
解
が
、
抗
日
戦
前
に
お
い
て

は
第
二
の
黙
の
無
視
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
工
業
と
の
直
接

的
な
関
連
で
言
え
ば
、
陳
伯
達
氏
を
代
表
と
す
る
楊
・
芝
池

・
島
氏
ら
は
、
銀

行
資
本
に
よ
る
狭
義
の
民
族
資
本
企
業
の
侵
食
過
程
の
前
期
性

・
不
嘗
き
の
み

を
強
調
し
、
そ
の
企
業
経
営
の
あ
り
方
、
殊
に
競
字
的
立
場
に
あ
っ
た
外
資
企

業
と
如
何
に
針
抗
し
た
の
か
、
と
い
う
面
の
迫
求
は
殆
ん
ど
し
な
い
の
で
あ

る
。
官
僚

・
銀
町
資
本
に
も
資
本
主
義
の
法
則
が
貫
徹
す
る
の
で
あ
り
、
「
不

生
産
的
な
形
態
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
他
資
本
へ
の
侵
食
過
程
に
で
は
な

く
、
資
本
の
全
回
縛
の
中
で
検
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
抗
日
戦

前
の
中
関
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
日
本
と
の
針
抗
は
避
け
ら
れ
ぬ
問
題
で
あ
っ

た
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
進
出
す
る
日
本
へ
の
針
抗
を
、
何
故
狭
義
の

民
族
資
本
に
の
み
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
鮎
で
嘗
時
英
米
が
新
植
民
地

主
義
的
志
向
を
も
ち
、
叉
蒋
政
植
が
幣
制
改
革
以
後
英
米
へ
の
従
属
を
深
め
た

と
し
て
も
、
抗
日
戟
害
直
前
の
矛
盾
閥
係
で
は
、
日
本
の
場
合
と
同
一
に
論
ず

る
ζ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
大
上
氏
の
誤
り
を
繰
り
返
す
ζ

と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
や
は
り
と
の
時
代
の
図
民
無
は
中
園
資
本
主
義
裂

展
の
据
い
手
の
一
つ
で
あ
り
、
一
定
の
民
族
的
主
慢
性
を
保
持
し
て
い
た
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

-145ー

尾
崎
氏
が
『
機
構
』
の
主
論
文
を
書
い
て
以
後
、
日
本
の
侵
略
の
進
展
と
と



318 

も
に
い
く
つ
か
の
現
地
調
査
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
基
い
て
『
無
錫
工
業
寅
態

調
査
報
告
書
』
の
如
、
き
史
料
が
だ
さ
れ
、
叉
解
放
後
の
中
園
か
ら
『
中
園
近
代

工
業
史
資
料
』
等
の
多
く
の
資
料
集
が
に
さ
れ
、
か
な
り
の
新
し
い
事
賓
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
後
日
本
の
中
国
工
業
研
究
の
量
は
驚
く

ほ
と
少
な
い
し
、
質
的
に
も
卒
直
に
言
っ
て
尾
崎
氏
の
レ
ベ
ル
を
ど
れ
だ
け
越

え
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
と
思
う
。
尾
崎
氏
の
立
論
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
事

賓
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
戦
前
の
認
識
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
の
を
見
る
時
、
問
題
が
方
法
論
に
あ
る
乙
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
更
に
そ

の
核
心
が
宇
植
民
地
・
中
十
封
建
範
鴎
理
解
に
あ
る
乙
と
も
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
現
吠
は
ζ

の
範
鴎
が
中
闘
資
本
主
義
の
停
滞
・
波
落
の
一
切
を
説
明
す
る

魔
法
の
杖
に
縫
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
質
質

的
に
牢
封
建
は
封
建
に
、
中
十
植
民
地
は
植
民
地
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ

れ
、
ま
た
雨
者
の
閥
連
性
の
み
が
強
調
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
四
十
年
前
の
中

西
氏
の
指
摘
は
今
な
お
有
数
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
か
く
て
、
支

那
経
済
の
宇
植
民
地
性
・
半
封
建
性
を
有
機
的
に
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
必
然

的
な
設
展
と
し
て
現
献
を
理
解
す
る
ζ

と
、
そ
の
現
欣
の
中
で
日
本
及
び
英
園

等
の
資
本
の
役
割
が
具
鎖
的
に
提
起
さ
れ
、
解
明
さ
れ
る
こ
と
、
乙
れ
ら
ζ

そ

@
 

が
、
支
那
の
現
状
を
解
明
す
る
た
め
の
主
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
」
。

註①
「
祉
曾
経
済
史
撃
の
設
淫
・
中
華
民
園
」
(
『
吐
命
日
経
済
史
率
』
第
一

O

省
第

一
一
・
一
一
一
統
、
一
九
四
一
)

②
安
井
三
士
口
氏
が
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
統
一
戦
線
」
で
乙
の
問
題
を
指
摘

し
て
い
る
。
(
歴
史
翠
研
究
曾
編
『
現
代
歴
史
翠
の
成
果
と
課
題

W
』、

一
九
七
五
、
九

O
頁
)

③
野
調
停
墜
「
『
中
園
統
一
化
』
論
宇
に
つ
い
て

」
、
山
口
博
一
「
『
中
園
統
一

化
』
論
争
と
大
上
末
慶
」
(
い
ず
れ
も

『
「
中
園
統
一
化
」
論
争
の
研
究
』

所
牧
、
一
九
七
一
)
。
筆
者
は
乙
の
雨
論
文
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
て
い

ヲ。
④
姫
日
光
義

・
野
津
盟
「
新
民
主
主
義
革
命
期
の
経
済
」
(
『
東
洋
経
済
史

事
入
門
』
所
枚
、
一
九
六
七
、
八
六
頁
)
、
叉
新
島
淳
良
・野
村
浩
一
『
現

代
中
園
入
門
』
一
九
六
五
、
九
三
頁
、
等
。

⑤
矢
内
原
忠
雄
「
支
那
問
題
の
所
在
」
(
『
中
央
公
論
』
第
五
二
年
第
二

銃
、
一
九
三
七
〉

⑤
大
上
末
庭
「
士
叉
那
資
本
主
義
と
南
京
政
府
の
統
一
政
策
」
旧
同
国
伺
伺

(
『
満
洲
評
論
』
第
一
一
一
容
第
一
一
一
、
BEEt

一五

・
一
七
鋭
、
一
九
三
七
)

⑦
土
井
章
「
支
那
の
統
一

コ
l
ス
と
分
裂
コ
1

ス
」
(
『
満
洲
評
論
』
第
一

二
谷
第
一
八
鋭
、
一
九
三
七
)

③
大
村
達
夫

ω「
支
那
問
題
の
所
在
」
(
『
支
那
問
題
研
究
所
報
』
第
四

腕
、
一
九
三
七
)
、

ω「
支
那
吐
舎
の
基
礎
的
範
腐
と
『
統
一
』
化
と
の

交
渉
」
(
『
涌
餓
調
査
月
報
』
第
一
七
谷
第
八
放
、

一
九
三
七
)

@
ω
鳴
海
四
郎
「
士
叉
那
『
統
一
化
』
を
巡
る
諸
問
題
」
(
『
支
那
問
題
研
究

所
報
』
第
六
鋭
、
一
九
三
七
〉
、
例
玉
木
英
夫
「
中
闘
の
『
統
一
化
』
を

め
ぐ
る
諸
見
解
」
(
『
経
済
評
論
』
第
四
谷
第
七
践
、
一
九
三
七
〉
、
こ
れ

は
ほ
ぼ

ωと
同
じ
内
容
で
あ
る
。

ω同
「
再
び
中
園
の
『
統
一
化
』
を
め

ぐ
る
諸
見
解
に
つ
い
て
」
(
『
経
済
評
論
』
第
四
谷
第
八
鋭
、
一
九
三
七
〉

⑫
尾
崎
秀
賞
『
嵐
に
立
つ
支
那
』
一
九
三
七
、
亜
里
書
房
、
等
。

⑪
註
③
野
津
論
文
や
註
④
姫
田
・
野
四
時
論
文
八
四
頁
。
叉
西
村
成
雄
「
『
中

園
統
一
化
』
論
容
の
一
側
面
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
=
一
九
一
腕
、

一
九
七

二
)
、
吉
田
波

一
ご
九
三

0
年
代
中
闘
農
村
経
済
研
究
の
一
整
理
」
(
『
東

洋
史
研
究
』
第
一
一
一
一
一
一
谷
第
二
放
、

一
九
七
四
〉
等
。
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⑫
以
下
⑪
中
西
氏
の
見
解
は
、
主
に
註
③
の
助
論
文
。

⑬
同
氏
『
中
園
革
命
の
嵐
の
中
で
』
一
九
七
四
、
青
木
書
広
、
二
三
頁
。

⑬
と
の
論
宇
に
つ
い
て
は
、
西
村
成
雄
「
日
本
帝
問
主
義
下
の
中
関
東
北

地
域
一
位
曾
論
に
か
ん
す
る
覚
書
」
(
『
歴
史
評
論
』
二
八
二
続
、
一
九
七
三
)

参
照
。

⑬

註

③

ω論
文
、

三
六
頁
。

⑮
以
下
の
尾
崎
氏
の
「
統
一
化
」
論
字
の
論
貼
は
、
註
⑨
の

ω論
文
に
よ

る。

⑫

註

③

ω論
文
、
六
頁
。

⑬

註

③

ω論
文
、
五
一
頁
以
下
。

⑫
尾
崎
五
郎
『
支
那
の
工
業
機
構
』
、
白
揚
枇
、
一
九
三
九
。

③
『
機
構
』
七
頁
。

@
尾
崎
五
郎
「
歴
史
的
鞠
換
過
程
に
あ
る
支
那
の
経
済
」

ωω(『
満
銭

調
査
月
報
』
第
一
七
谷
第

一
一
・
一
一
一
腕
、
一
九
三
七〉
。
但
し

『機
構』

に
収
め
る
際
、
抗
日
統
一
戦
線
や
経
済
建
設
の
評
僚
に
関
わ
る
部
分
が
殆

ん
ど
削
除
さ
れ
、
大
上
氏
と
の
遠
い
は
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

@
『
機
構
』
序
言
一
頁
。

②
『
機
構
』
一
一
一
一
頁
。

@
以
下
は
主
に
『
機
構
』
八
九
J
九
六
頁
、
一
五

一
t
一
五
五
頁
、
三
七

五
J
三
七
七
頁
、
に
よ
る
。

⑧
『
機
構
』

一
一
六
頁
以
下
。
但
し
尾
崎
氏
は
一
五
五
頁
で

「
運
命
論」

を
否
定
し
て
い
る
。

②
『
機
構
』
序
言
一
頁
。

⑧
『
機
構
』
一

O
一頁。

②

ζ

の
前
年
に
書
か
れ
、
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『
機
構
』
に
は
牧
録
さ
れ
な
か
っ
た
「
支
那
民

族
産
業
資
本
確
立
mv
前
提
と
し
て
の
綿
紡
績
業
」
(
『
浦
銭
調
査
月
報
』
第

一
六
容
第
一
一
鋭
、
一
九
三
六
〉
は
三
十
五
年
迄
の
事
質
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
が
、
紡
鐙
数
の
増
大
を
根
援
に
紡
績
業
に
あ
る
種
の
期
待
を
示

し
て
い
る
。

③
士
ロ
原
次
郎
「
支
那
紡
織
業
と
民
族
銀
行
資
本
に
つ
い
て
」
(
『
満
銭
調
査

月
報
』
第
一
七
省
第
二
一
鋭
、
一
九
三
七
〉

③

名

和

統

一
「
支
那
に
お
け
る

紡
績
業
と
綿
花
」
(
『
東
型
経
済
研
究
』

ω、
日
本
皐
術
振
興
舎
、
一
九
四
一
)

@
字
佐
美
誠
次
郎
「
支
那
に
お
け
る
紡
績
業
の
後
遥
と
外
闘
資
本
」
(
『
東

亜
共
栄
圏
と
繊
維
産
業
』
大
日
本
紡
績
連
合
命
日一
編
、
一
九
四
一
)
。
な
お

氏
の
謬
聞
に
つ
い
て
は
、
野
四
時
堕
・
安
藤
質
雨
氏
と
の
針
談
〈
「
聞
学
問
形

成
と
中
園
認
識
」
『
歴
史
評
論
』
=
一

O
九、一一一一

O
、
三
一
五
腕
、
一
九

七
六
〉
が
興
味
深
い
事
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

@
註
③
論
文
、
一
七
六
頁
。

③
名
和
統
一
「
戟
時
支
那
紡
績
業
の
動
態
と
其
の
問
題
」
(
前
掲
『
東
毘

共
栄
圏
と
繊
維
産
業
』

一
五
七
頁
〉

@

『機
構
』
一

O
四
J
一
O
五
頁
。

@
本
位
田
鮮
男
・
早
川
卓
郎
「
東
亜
の
資
糸
業
」
(
『
東
亜
経
務
研
究
』

(
皿
)
、
日
本
開
学
術
振
興
曾
、
一
九
四
三
〉

③
『
経
済
に
闘
す
る
支
那
慣
行
調
査
報
告
書
|
支
那
滋
糸
業
に
お
け
る
取

引
慣
行
l
』
東
亜
研
究
所
、
一
九
四
因
。

③

註

@

、

二
一

頁。

③
『
機
構
』
九
九
頁
。

③
『
機
構
』

一
O
二
頁
。

@
島
一
郎
「
中
園
民
族
工
業
の
再
生
産
構
造
L
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第
二
容
第
三
・
四
腕
、
一
九
六
八
〉

⑬
楊
天
盗
「
中
国
資
本
主
義
経
済
の
展
開
過
程
」

資
本
主
義
の
展
開
過
程
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

⑪
向
上
、
二
二
九
頁
。

⑫
芝
池
靖
夫
「
一
九
三

0
年
代
の
経
済
危
機
下
に
お
け
る
中
園
民
族
資
本

企
業
の
賀
態
」
(
『
商
大
論
集
』
第
二
四
谷
、
一
・
二

・三
鋭
、
一
九
七
二
)

@
島
一
郎
「
世
界
恐
慌
と
中
園
製
糸
工
業
」
(
『
経
済
翠
論
叢
』
第
一
一
一

品
位
第
五
・
六
晩
、
一
九
七
三
)

⑬

清

川
零
彦
「
戦
前
中
間
の
詔
糸
業
に
闘
す
る
若
干
の
考
察
川
」
(
『
経
済

研
究
』
第
二
六
省
第
三
鋭
、
一
九
七
五
)

@
向
上
、
二
五
五
頁。

@
島
氏
の
研
究
は
註
⑧
⑬
の
他
、
ω
「
中
閣
に
お
け
る
民
族
綿
工
業
の
設

展
と
衰
退
」
(
『
経
済
摩
論
叢
』
第
一
五
谷
第
三
・
四
践
、
一
九
六
六
)
ω

「
中
園
に
お
け
る
羊
毛
工
業
の
沿
革
」
(
『
経
済
摩
論
叢
』
第
一
七
容
第
二

鋭
、
一
九
六
七
)
ω
「
中
園
に
お
け
る
原
料
作
物
の
生
産

・
流
通
と
民
族

軽
工
業
」
(
『
経
済
事
論
叢
』
第
二
二
容
第
二

・
三

・
四
鋭
、
一
九
七
四
)

ω
「
中
国
民
族
工
業
に
射
す
る
『
統
税
』
の
重
盤
」
(
『
経
済
問
笠
岡
叢
』
第

一
八
谷
第
一

・
二
・

三
鋭
、
一
九
六
九
〉
が
あ
る
。

@
ω
矢
潔
康
耐
「
中
園
の
統
一
と
建
設
」
(
歴
史
聞
学
研
究
別
冊
特
集
『
現

代
歴
史
撃
の
課
題
』

一
九
六
三
〉
ω
同
ユ
九
三

0
年
代
中
聞
に
お
け
る

帝
闘
主
義
と
反
帝
園
主
義
」
(
『
歴
史
観
研
究
』
二
七
九
鋭
、
一
九
六
三
)

⑬
藤
井
正
夫
「
中
園
園
民
黛
南
京
政
府
の
経
済
建
設
の
評
債

L

(

『歴

史
教
育
』
昭
和
四

O
年
一
月
続
)

@
『
牽
商
紗
廠
迎
合
曾
第
二

O
曾
定
期
総
禽
報
告
書
』

註
②

一
七
九
頁
よ
り
引
用
。

(
大
塚
久
雄
編
『
後
進

一
九
七
三
〉

一
九
三
七
。
但
し

@
毛
津
東
「
目
前
形
勢
和
我
門
的
任
務
」
(
『
毛
四
時
東
選
集
』
第
四
谷
、

二
五
三
頁
。

@
陳
伯
逮
『
中
関
四
大
家
族
』
一
九
四
六
。

@
許
線
新
『
官
僚
資
本
論
』
一
九
四
七
。

⑧

王

亜
南

『
中
園
官
僚
政
治
研
究
』

一
九
四
八
。

@
芝
池
靖
夫
「
『
四
大
家
族
』
濁
占
の
形
成
契
機
に
つ
い
て
」
(
『
現
代
中

国
』
三
四
腕
、
一
九
五
九
)

@
松
野
昭
二
、
芝
池
靖
夫
「
中
関
官
僚
濁
占
資
本
主
義
の
木
質
問
題
に
つ

い
て
」
(
『
立
命
館
経
済
率
』
第
二

O
谷
第
五

・
六
鋭
、
一
九
七
二
)
、
な

お
と
の
論
文
は
爾
氏
の
他
、
林
要
三
・
田
尻
利
・
西
村
成
雄
各
氏
の
討
論

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

@

上
妻
隆
策

『
中
閤
資
本
家
の
足
跡
』
法
律
文
化
祉
、
一
九
六
六
。

@

卒

野
絢
子
「
吐
合
同
主
義
経
済
建
設
に
お
け
る
後
進
園
型
と
そ
の
中
闘
的

展
開
」
付
口
同

『三
田
皐
合
同
雑
誌
』
第
五
八
省
第
三
・
四
・
六
鋭
、
一
九

六
五
)

⑧

中

潟

太
一
『
中
園
官
僚
資
本
主
義
研
究
序
説
』
滋
賀
大
祭
経
済
翠
部
、

一
九
七

O
、
他
。

@

小

川
雄
卒
「
奮
中
園
に
お
け
る
『
園
民
黛
官
僚
資
本
主
義
』
成
立
の
契

機
」
(
『
大
阪
市
立
大
皐
経
済
皐
雑
誌
』
第
六
六
容
第
四
放
、
一
九
七
二
)

@
士
口
津
南
ω

「
ア
ジ
ア
の
勢
働
者
階
級
と
統
一
戦
線
研
究
序
説
」
(
『
歴
史

評
論
』
二
九
四
鋭
、
一
九
七
四
)
、
ω
「
ア
ジ
ア
の
民
族
解
放
運
動
」
(
『
歴

史
に
お
け
る
民
衆
運
動
』
大
月
書
底
、
一
九
七
五
〉

@
中
西
功
『
中
園
革
命
と
毛
津
東
思
想
』
青
木
書
底
、

@
註
@
論
文
、
二

一
九
頁
。

⑬
註
③
ω
論
文
、
四

一
頁。
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一
九
六
九
。


