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立
正
大
学
法
学
部
の
早
川
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
今
、
過
分
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
実
は
私
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
そ
ん
な
に
自
慢
が
で
き
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
立
正
大
学
に
は
、
ち
ょ
う
ど

二
〇
〇
〇
年
に
初
め
て
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
、
実
は
あ
ま
り
日
蓮
宗
と
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

私
の
身
近
で
日
蓮
宗
の
か
か
わ
り
と
い
い
ま
す
と
、
私
の
祖
母
が
日
蓮
宗
を
信
仰
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
親
し
み
が
あ

っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
家
自
体
が
日
蓮
宗
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
中
学
校
・
高
校
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
に
行
っ

て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
本
日
宗
務
院
に
お
邪
魔
す
る
の
が
や
や
緊
張
を
伴
う
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
こ
ろ
も
あ

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
石
橋
湛
山
先
生
の
研
究
は
立
正
大
学
に
勤
め
て
か
ら
始
め
た
こ
と
な
の
で
す
。
私
の
元
々
の
専
門
は
、
ア
メ

リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
論
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
立
正
大
学
の
中
で
は
、
や
は
り
石
橋
先
生
と
い
う

の
は
大
学
の
中
興
の
祖
と
し
て
、
色
々
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
当
然
、
日
蓮
宗
の
宗
立
大
学
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
日
蓮
聖
人
の
著
作
も
読
ん
だ
ほ
う
が
い
い
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
も
あ
る
。
私
は
大
学
に
就
職
し
ま
し
て
、
ま
ず
、
と
に

か
く
立
正
安
国
論
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
。
し
か
し
、
な
か
な
か
、
こ
れ
は
や
は
り
素
人
に
は
難
し
く
て
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
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す
。
で
も
、
石
橋
先
生
の
も
の
は
、
こ
れ
は
社
会
科
学
者
、
同
じ
立
場
の
研
究
者
で
す
の
で
、
読
ん
で
み
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
な
い

か
な
と
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
専
門
が
広
い
意
味
で
は
政
治
学
な
も
の
で
す
か
ら
、
石
橋
先
生
は
政
治
家
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

の
で
、
そ
う
す
る
と
「
政
治
家
の
石
橋
先
生
を
語
る
と
し
た
ら
、
法
学
部
で
政
治
学
を
や
っ
て
い
る
早
川
に
や
ら
せ
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
」

と
い
う
よ
う
な
形
で
多
分
、
大
学
の
上
層
部
の
方
で
声
が
か
か
っ
た
。
一
度
、
二
〇
〇
七
年
に
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
り
ま
し
て
、
そ

の
と
き
に
石
橋
先
生
の
こ
と
を
少
し
取
り
上
げ
て
本
も
出
し
た
り
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
関
連
が
あ
っ
て
、
今
回
大
学
の
百

四
十
周
年
史
で
石
橋
先
生
の
特
集
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

正
直
な
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
声
が
か
か
っ
た
と
き
に
は
、
や
や
「
困
っ
た
な
」
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、

立
正
大
学
長
を
石
橋
湛
山
先
生
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
私
た
ち
も
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
資
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
な

い
の
で
す
。
と
に
か
く
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、『
石
橋
湛
山
全
集
』
の
第
十
四
巻
が
、
立
正
大
学
の
学

長
当
時
の
色
々
な
論
考
が
集
め
て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
勉
強
を
始
め
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
、
非
常
に
石
橋
先
生
は
立
正
大
学
に

対
し
て
厳
し
い
。
ま
ず
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、「
な
ぜ
、
立
正
大
学
が
私
に
学
長
を
頼
ん
だ
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
石

橋
先
生
い
わ
く
、「
何
か
深
い
考
え
が
あ
っ
て
頼
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
ど
う
も
経
営
が
危
な
く
な
っ
た
か
ら
頼
ん
だ
だ
け
な

の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
、
非
常
に
間
違
っ
て
い
た
ら
申
し
わ
け
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
多
分
合
っ
て
い
る
と
思
う
」

と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
現
在
立
正
大
学
に
勤
め
る
人
間
と
し
て
も
非
常
に
申
し
わ
け
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
理

由
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
も
う
一
つ
、
私
が
石
橋
湛
山
研
究
を
引
き
受
け
た
理
由
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
の
中
で
、
そ
も
そ
も
正
式

に
石
橋
先
生
の
こ
と
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
流
れ
が
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
今
、
立
正
大
学
は
建
学
の
精
神
と
い
う
こ
と
で

「
真
実
を
求
め
至
誠
を
捧
げ
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
、
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
を
も
と
に
し
た
建
学
の
精
神
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
石
橋
先
生
が
学
長
時
代
に
作
り
直
し
た
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
、
一
体
ど
う
い
う
意
味
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を
持
っ
て
、
ど
う
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
就
職
し
て
か
ら
ほ
と
ん
ど
説
明
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
。

大
学
の
中
で
誰
が
知
っ
て
い
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
、
私
と
し
て
は
そ
れ
は
や
は
り
、
学
生
に
対
し
て
も
大
変
申
し

わ
け
な
い
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
一
回
自
分
で
し
っ
か
り
と
勉
強
し
て
お
き
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
や
は
り
専
門
で
は
な
い
の
で
、
今
回
は
日
蓮
宗
に
関
連
し
た
部
分
も
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
し
、
さ
す
が
に
一
生
懸
命

『
開
目
抄
』
だ
け
は
読
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
な
か
な
か
、
や
は
り
素
人
が
読
む
の
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
私
の

今
の
日
蓮
宗
の
知
識
は
『
立
正
安
国
論
』
と
『
開
目
抄
』
だ
け
と
い
う
状
況
で
す
。
そ
れ
で
も
多
分
、
大
方
の
立
正
大
学
の
教
員
よ
り
は

知
識
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
中
で
ど
う
や
っ
て
石
橋
湛
山
研
究
を
や
っ
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
私
と

し
て
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
し
、
大
学
と
し
て
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
日
蓮
宗
と
し
て
の
課
題
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

な
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
、
暴
露
話
の
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
暴
露
話
を
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
何
が
言
い
た
か
っ
た
か
と

い
う
と
、
今
日
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
。
法
学
部
、
経
済
学
部
、
経

営
学
部
の
よ
う
な
社
会
科
学
系
の
学
部
を
見
ま
す
と
、
仏
教
学
部
の
先
生
方
と
違
っ
て
、
こ
う
や
っ
て
日
蓮
宗
宗
門
の
皆
様
と
お
会
い
し

て
お
話
を
す
る
、
ご
意
見
を
伺
う
、
私
ど
も
の
考
え
を
聞
い
て
い
た
だ
く
機
会
が
な
か
な
か
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
が
や
は
り
日
蓮
宗
立

の
大
学
と
し
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
非
常
に
寂
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
日
の
私
の
石
橋
湛
山
論
と
い
う
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
私
は
年
齢
的
に
石
橋
先
生
の
生
前
を
直
接
に
は
知
ら
な
い
世

代
で
す
の
で
、
私
よ
り
も
詳
し
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
の
段
階
で
元
々
知
ら
な
か
っ
た
者
が
一
生

懸
命
勉
強
し
た
石
橋
先
生
、
そ
れ
か
ら
日
蓮
聖
人
の
お
考
え
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
宗
門
の

皆
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
話
し
合
い
な
が
ら
や
っ
て
い
け
れ
ば
、
日
蓮
宗
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
宗
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門
の
大
学
で
あ
る
立
正
大
学
と
し
て
も
、
よ
り
よ
い
教
育
、
そ
れ
か
ら
、
日
蓮
宗
門
と
し
て
は
布
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
よ
う
に
私
と
し
て
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意

味
で
は
ぜ
ひ
、
か
た
く
な
ら
ず
に
、
話
題
提
供
で
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
、
の
ん
び
り
楽
し
く
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
、
私
と
し
て
は
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、「
石
橋
論
の
現
状
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
レ
ジ
ュ
メ
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ

う
に
、
石
橋
先
生
と
い
う
と
、
ま
ず
第
一
に
出
て
く
る
の
が
小
国
主
義
、
小
日
本
主
義
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
二
十
世
紀
前
半
、
日

本
が
ち
ょ
う
ど
軍
部
独
裁
に
進
ん
で
い
く
中
間
点
、
東
洋
経
済
を
中
心
に
し
て
平
和
論
を
議
論
し
て
い
っ
た
。
そ
の
言
論
人
と
し
て
の
強

さ
、
あ
る
い
は
独
自
性
と
い
っ
た
も
の
が
、
石
橋
先
生
を
評
価
す
る
際
の
一
番
最
初
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
と
い
う
の
が
通
常
の
考
え

方
だ
と
思
い
ま
す
。

　

岩
波
文
庫
に
あ
り
ま
す
『
石
橋
湛
山
評
論
集
』、
こ
ち
ら
の
方
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
も
、
平
和
主
義
関
係
の
論
文
が
多
い
。
そ
れ

か
ら
、
編
集
し
て
い
る
松
尾
先
生
も
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
言
論
の
自
由
、
そ
れ
か
ら
平
和
主
義
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
を
中
心

に
研
究
な
さ
っ
て
い
る
方
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
石
橋
先
生
像
と
い
う
も
の
が
、
世
間
一
般
で
は
一
番
強
い
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
一
般
に
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
自
由
主
義
者
で
す
ね
。
軍
部
の
独
裁
等
が
あ
る
中
で
、
言
論
の

自
由
を
守
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
石
橋
先
生
の
真
骨
頂
だ
っ
た
。
こ
れ
が
小
国
主
義
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ

る
い
は
平
和
主
義
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
日
中
米
ソ
平
和
同
盟
構
想
。
冷
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
を
一
ま
と
め
に
し
て
論
じ
る

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
非
常
に
そ
の
当
時
と
し
て
は
革
新
的
な
議
論
で
し
た
。
あ
る
意
味
で
は
理
想
主
義
的
な
議
論
で
も
あ
り
、「
実

現
不
可
能
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
っ
た
批
判
も
当
然
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
石
橋
先
生
と
し
て
は
「
実
現
は

可
能
だ
」
と
い
う
考
え
で
、
中
国
を
訪
問
し
た
り
も
さ
れ
て
い
た
。
新
聞
記
事
等
を
見
ま
す
と
、
訪
中
の
と
き
に
も
か
な
り
批
判
は
強
か

っ
た
よ
う
で
、
当
時
の
立
正
大
学
の
学
生
が
石
橋
先
生
を
守
っ
て
、
羽
田
空
港
で
見
送
り
を
し
た
と
い
っ
た
話
も
残
っ
て
い
る
の
で
す
け
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れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で
、
政
策
そ
の
も
の
の
良
し
悪
し
へ
の
評
価
は
別
と
し
て
も
、
平
和
主
義
者
と
し
て
の
側
面
と
い
う
も
の
を
評
価

す
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
評
価
の
仕
方
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
石
橋
先
生
を
語
る
際
に
、
こ
れ
は
あ
ま
り
思
想
と
い
う
形
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
評
価
さ
れ
や
す
い
の

が
、
経
済
理
論
家
と
し
て
の
石
橋
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
非
常
に
強
い
。
こ
れ
は
後
で
政
策
論
を
見
る
と
き
に
取
り
上
げ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
金
解
禁
論
争
の
中
で
新
平
価
で
の
解
禁
と
い
う
も
の
を
主
張
し
た
、
数
少
な
い
理
論
家
の
一
人
だ
っ
た
。

こ
れ
は
色
々
な
理
由
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
経
済
の
安
定
を
望
む
石
橋
先
生
の
考
え
方
と
い
う
も
の
が
非
常
に
強
く
あ

ら
わ
れ
た
議
論
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
金
解
禁
論
争
当
時
も
そ
う
で
す
が
、
戦
後
、
大
蔵
大
臣
、
通
産
大
臣
と
歴
任
す
る
中
で
も
、
リ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
議
論
を
か
な
り
強
く
出
す
よ
う
に
な
る
。
今
ち
ょ
う
ど
、
安
倍
首
相
も
経
済
再
生
論
と
い
う
形
で
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
あ
る
種
、
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
を
使
っ
た
議
論
な
わ
け
で
す
ね
。

　

今
日
ま
た
、
こ
れ
も
お
話
し
す
る
の
で
す
が
、
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
今
で
も
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
や
っ
て
い
る
方
の
中

で
「
石
橋
湛
山
も
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
あ
れ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
、
あ
る
種
先
祖
、
先
駆
け
な
ん
だ
」
と
い

っ
た
議
論
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
。
た
だ
、
私
が
見
る
限
り
、
か
な
り
社
会
状
況
が
違
っ
て
い
ま
す
の
で
、
単
純
に
そ
う
は
言
え
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
評
価
と
し
て
は
そ
う
い
う
評
価
の
仕
方
も
お
そ
ら
く
あ
る
。
多
分
い
ろ
い
ろ
、
政
治
家
、
ネ
ッ
ト
上

の
世
論
、
そ
れ
か
ら
論
壇
等
で
も
そ
う
い
う
議
論
が
か
な
り
強
く
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
政
策
的
に
利
用

す
る
形
で
石
橋
先
生
を
使
う
と
い
う
の
は
、
私
は
、
で
き
れ
ば
や
め
て
ほ
し
い
な
と
い
う
の
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

ど
う
い
う
立
場
か
ら
で
も
同
じ
で
、「
石
橋
先
生
の
考
え
方
そ
の
も
の
を
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
い
う
の
が
、

今
日
の
メ
イ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。

　

以
上
が
、
政
策
ベ
ー
ス
の
石
橋
先
生
の
評
価
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
次
に
、
人
物
ベ
ー
ス
の
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

一
つ
は
、
道
義
的
な
政
治
家
と
し
て
の
石
橋
先
生
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
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け
れ
ど
も
、
石
橋
先
生
は
残
念
な
が
ら
病
気
に
な
ら
れ
て
、
非
常
に
短
い
期
間
で
総
理
大
臣
を
お
辞
め
に
な
っ
た
。
実
は
多
分
、
私
が
見

る
限
り
、
病
気
に
な
ら
れ
た
こ
と
の
責
任
の
一
端
は
お
そ
ら
く
立
正
大
学
に
も
あ
っ
て
、
首
相
就
任
祝
い
を
早
稲
田
大
学
と
立
正
大
学
で

や
る
の
で
す
。
両
方
と
も
、
実
は
外
で
や
っ
て
い
ま
す
、
一
月
に
、
寒
い
中
。
も
う
七
十
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。
石
橋
先
生
は
非
常
に
真

面
目
な
方
な
の
で
、「
お
祝
い
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
に
、
コ
ー
ト
な
ど
着
ら
れ
る
か
」
と
、
コ
ー
ト
を
着
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る

と
、
吹
き
さ
ら
し
の
中
を
長
時
間
お
祝
い
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
祝
い
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
、
仕
方
が
な
い
の
で
す

け
れ
ど
も
、
石
橋
先
生
も
、
ど
う
ぞ
遠
慮
せ
ず
に
コ
ー
ト
を
着
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
あ
、
そ
う
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
お
手
元
に
届
く
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
百
四
十
周
年
史
で
は
石
橋
先
生
を
立
正
大
学
の
校
庭
で
お
祝
い
し

て
い
る
万
歳
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ス
ー
ツ
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
す
ね
。
今
の
立
正
大
学
、
立
正
高
校
の
校
舎
が
あ
る
く
ら

い
の
と
こ
ろ
で
お
祝
い
会
を
や
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
お
祝
い
の
気
持
ち
が
、
や
や
、
あ
だ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
も
、
そ
う
い
う
、
非
常
に
立
派
な
総
理
大
臣
と
な
ら
れ
た
石
橋
先
生
が
、
短
い
期
間
で
お
辞
め
に
な
っ
て
、
そ
の
と
き
に
非
常
に
辞

め
方
が
潔
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
国
会
に
出
ら
れ
な
い
。
予
算
審
議
も
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
、
い
つ
ま
で
も
総
理
大
臣
を

続
け
る
と
い
う
の
は
国
家
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
辞
任
を
さ
れ
た
。
そ
れ
が
出
処
進
退
も
わ
き
ま
え
な
い
政
治
家
に
比
べ
れ

ば
、
明
ら
か
に
政
治
家
と
し
て
の
格
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
家
と
し
て
非
常
に
よ
か
っ
た
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
実
は
こ
れ
が
現
在
は
ま
だ
未
開
拓
の
領
域
で
、
私
は
こ
こ
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

政
治
思
想
家
と
し
て
の
石
橋
先
生
の
考
え
方
と
い
う
の
も
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
二
十
世
紀
前
半
か
ら

の
代
議
政
治
論
と
い
う
の
が
石
橋
先
生
は
あ
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
今
、
原
発
の
議
論
で
、
デ
モ
行
進
等
で
の
意
思
表
明
と
い
う
も
の
も

非
常
に
重
要
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
石
橋
先
生
は
そ
れ
と
別
個
に
、
議
会
で
も
し
っ
か
り

と
政
治
を
回
し
て
い
く
の
が
と
て
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
代
議
制
論
、
議
会
制
論
と
い
う
も
の
は

あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
目
立
た
な
い
議
論
な
ん
で
す
よ
。
非
常
に
地
味
な
議
論
で
す
か
ら
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
同
世
代
、
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同
時
代
の
政
治
学
者
、
社
会
科
学
者
の
色
々
な
論
調
か
ら
見
比
べ
る
と
、
石
橋
先
生
は
こ
こ
が
一
番
独
特
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
私
と
し
て
は
考
え
て
い
て
、
た
だ
研
究
途
上
で
す
の
で
、
も
う
少
し
研
究
を
進
め
て
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
と
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
書
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
然
、
立
正
大
学
と
し
て
は
、
学
長
と
し
て
非
常
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
立
正
大
学
長
と
し
て
の
石
橋
先
生
の
実
績
が
日
蓮
宗
門
の
中
で
ど
の
く
ら
い
共
有
さ
れ
て
い
る
の
か
、
私
に
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
公
開
さ
れ
て
い
る
石
橋
先
生
の
日
記
を
読
む
限
り
で
は
、
非
常
に
ご
苦
労
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、

私
が
ま
ず
読
ん
で
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
立
正
高
校
の
校
長
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
す
る
と
、
志
願
者
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
近
隣
の
先
生
を
集
め
て
懇
談
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
学
長
を
さ
れ
た
時
に
は
既
に
大
蔵
大
臣
を
経
験
さ
れ
て
、
閣

僚
経
験
者
で
す
。
そ
の
方
が
わ
ざ
わ
ざ
近
隣
の
先
生
を
呼
ん
で
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
、
生
徒
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
懇

親
会
を
や
る
。

　

最
近
で
も
、
政
治
家
が
大
学
の
理
事
に
入
っ
た
り
、
あ
る
い
は
学
長
な
り
、
重
要
な
役
職
を
担
っ
た
り
し
て
宣
伝
を
す
る
と
い
う
こ
と

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
石
橋
先
生
は
そ
う
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
非
常
に
現
場
主
義
と
い
う
か
、
飾
ら
な
い
と
言
え

ば
飾
ら
な
い
。
も
う
少
し
偉
い
形
を
取
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
偉
い
雰
囲
気
で
振
る
舞
う
の
が

好
き
な
方
で
は
な
い
よ
う
に
、
私
と
し
て
は
見
え
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
今
で
も
、
立
正
大
学
は
学
生
を
集
め
る
の
に
、
私
ど
も
教
員

も
か
な
り
高
校
の
先
生
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
っ
た
り
し
ま
す
。
学
部
に
よ
っ
て
は
高
校
に
行
っ
て
「
生
徒
さ
ん
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

一
種
の
営
業
を
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
か
な
か
、
大
学
の
先
生
と
し
て
は
頭
を
下
げ
る
と
い
う
の
は
好
き
で
は
な
い
。
石
橋
先
生
は
、

そ
れ
も
本
当
に
必
要
が
あ
る
な
ら
大
丈
夫
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
あ
た
り
は
、
立
正
大
学
に
と
っ
て
は
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。
会
議
に

も
出
席
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
理
事
会
の
記
録
等
を
見
て
も
議
論
に
も
参
加
し
て
い
ま
す
し
、
も
ち
ろ
ん
理
事
会
も
、
自
分
の
身
の
回
り
の

理
事
に
色
々
と
頼
ん
で
は
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
で
も
何
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
し
っ
か
り
と
仕
事
を
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
授
業
も
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
実
は
こ
の
授
業
の
ノ
ー
ト
が
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
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て
い
ま
せ
ん
。
も
し
、
皆
さ
ん
の
お
知
り
合
い
で
、
石
橋
先
生
当
時
、
立
正
大
学
に
通
わ
れ
て
い
た
、
経
済
学
部
の
授
業
を
持
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
石
橋
先
生
の
授
業
の
ノ
ー
ト
を
取
っ
て
あ
る
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
価
値
の
あ
る
も
の
で

す
の
で
、
立
正
大
学
に
ご
寄
贈
い
た
だ
く
か
、
あ
る
い
は
お
手
元
で
大
切
に
保
存
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
、
学
生
た

ち
に
し
っ
か
り
と
授
業
を
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
ね
。
経
済
特
殊
講
義
と
い
う
名
前
の
授
業
で
、
特
別
に
何
か
一
つ
の
話
題
を
ず
っ

と
や
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
先
生
が
政
治
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
言
論
人
と
し
て
興
味
の
あ
る
経
済
の
話
を
講
義
な
さ
っ
た
と
思
う

の
で
す
が
、
当
時
の
学
生
た
ち
は
そ
れ
な
り
に
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
石
橋
先
生
は
手
加
減
し
な
い
タ
イ
プ
の
先
生
で
、
日

記
に
も
「
英
語
で
講
義
し
た
ら
、
学
生
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
だ
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
は
半
分
学
生
思
い
で
、

半
分
学
生
思
い
で
は
な
い
先
生
と
い
う
感
じ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
功
績
も
あ
っ
た
。
十
六
年
間
で
す
か
ら
、
非
常

に
長
い
間
学
長
を
つ
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
石
橋
先
生
の
石
橋
論
の
現
状
が
あ
る
と
し
て
、
私
自
身
の
見
方
と
い
う
の
は
、
そ
の
石
橋
研
究
の
中
で
は
特
殊
な
の
で
す
。

普
通
は
、
平
和
主
義
の
議
論
か
ら
入
っ
た
り
、
経
済
学
の
議
論
か
ら
入
っ
た
り
す
る
の
が
普
通
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
元
々
が
立
正
大
学

の
百
四
十
周
年
史
を
書
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
話
で
す
の
で
、
立
正
大
学
の
中
で
、
あ
る
い
は
日
蓮
宗
の
中
で
石
橋
先
生
が
ど
う
だ
っ

た
の
か
と
い
う
の
が
一
番
最
初
の
私
の
問
題
関
心
だ
っ
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
大
学
で
の
試
み
と
し
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま
し
た
け
れ

ど
も
、「
立
正
大
学
の
百
四
十
年
」
と
い
う
百
四
十
周
年
史
の
中
で
、
私
が
書
い
た
も
の
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
つ
と
、
そ

れ
か
ら
、
昨
年
（
二
〇
十
二
年
）
の
十
月
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
学
で
記
念
特
別
展
と
し
て
「
石
橋
湛
山
と
立
正
大
学
」
展
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
、「
学
修
の
基
礎
Ⅰ
」
と
い
う
、
今
、
全
学
部
の
共
通
講
義
と
い
う
の
が
大
学
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
で
、
教
科
書
で
石
橋
先
生
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
取
り
組
み
で
、
立
正
大
学
と
い
う
も
の
を
わ
か
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、「
全
学
部
共
通
で
同
じ
科
目
を
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
は
じ
め
た
も
の
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
日
蓮
宗
の
立
場
か
ら
石
橋
先
生
を
勉
強
し
て
み
ま
す
と
、
今
ま
で
知
ら
な
く
て
驚
く
こ
と
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
出
て
く
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る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
私
ど
も
、
日
蓮
宗
と
は
元
々
関
係
な
か
っ
た
人
間
か
ら
見
ま
す
と
、
石
橋
先
生
の
お
父
様
が
日
蓮
宗
だ
っ
た
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
る
。
ま
し
て
、
身
延
山
の
法
主
ま
で
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
立
正
大
学
の
中
で
、
ま
だ
こ
う
い
う
話
を
知

ら
な
い
教
員
も
か
な
り
た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
杉
田
日
布
上
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
育
て
の
親
と
も
言
う
べ
き
望
月

日
謙
上
人
と
も
深
い
交
流
が
あ
っ
た
。
十
代
の
こ
ろ
で
す
ね
。
彼
の
教
え
を
請
う
て
い
た
。
そ
の
も
と
で
育
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
、
そ
の
望
月
先
生
も
立
正
大
学
の
学
長
を
さ
れ
た
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
石
橋
湛
山
先
生
の
評
論
を
考
え
る
時
に
、
日
蓮
宗
の
中
で
の
色
々
な
動
き
と
い
う
も
の
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
必

要
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
か
ら
は
多
分
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
は
日
蓮
宗
門
の
内
部
の
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
外
部
の
者
と
し
て
こ
う
や
っ
て
今
回
初
め
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
て
、
特
に
杉
田
先
生
と
望
月
先
生
が
活

躍
さ
れ
た
二
十
世
紀
の
初
頭
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
石
橋
先
生
が
生
ま
れ
た
十
九
世
紀
後
半
の
日
蓮
宗
、
そ
れ
か
ら
改
革
の
動
き
等

を
見
て
み
る
と
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。

　

何
が
お
も
し
ろ
い
か
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
、
何
で
日
蓮
宗
大
学
が
立
正
大
学
に
な
っ
た
か
、
全
然
、
私
は
知
ら
な
か
っ
た
。
調
べ
て

み
る
と
、
こ
れ
は
私
の
理
解
は
も
し
か
し
て
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
当
時
の
社
会
的
な
慈
善
活
動
で
あ
る
と
か
、
社
会
運

動
と
い
う
も
の
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ら
し
い
。
大
正
時
代
の
洪
水
で
あ
る
と
か
、
関
東
大
震
災
等
の
と
こ
ろ
で
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
が
盛
ん
に
な
る
。
そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
盛
ん
に
な
る
中
で
、
日
蓮
宗
大
学
の
学
生
が
一
生
懸
命
勉
強
し
た
い
と
盛
ん
に

主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
動
き
が
日
蓮
宗
大
学
と
い
う
専
門
学
校
か
ら
、
立
正
大
学
へ
の
昇
格
の
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
、
一
つ
の
お
そ
ら
く
太
い
流
れ
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
杉
田
上
人
、
望
月
上
人
も
、
多
分
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
な
が

ら
、
日
蓮
宗
と
し
て
、
改
革
で
あ
る
と
か
、
政
策
執
行
と
い
う
も
の
を
担
っ
て
い
っ
た
と
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
「
人
物
的
関
連
」
の
一
番
最
後
、「
人
物
的
関
連
」
②
の
と
こ
ろ
の
六
行
め
で
す
ね
。「
明
治
二
十
三
年
設
立
山
梨
普
通
学

校
」
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
な
ど
は
日
蓮
宗
の
宗
門
の
教
育
を
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
、
普
通
の
学
校
教
育
も
し
て
い



161

現代から見る石橋湛山（早川）

る
。
私
、
実
は
こ
の
山
梨
普
通
学
校
が
一
体
ど
う
い
う
学
校
だ
っ
た
の
か
と
調
べ
よ
う
と
思
っ
て
、
資
料
を
い
ろ
い
ろ
探
し
て
い
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
う
ち
、
遠
光
寺
さ
ん
に
行
っ
て
こ
よ
う
か
と
も
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
資
料
で
見
る
限
り
で
は
、

山
梨
の
日
蓮
宗
の
遠
光
寺
さ
ん
の
前
に
学
校
が
あ
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
お
寺
の
、
広
い
意
味
で
の
寺
域
の
中
で
教
育
を
さ

れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
杉
田
日
布
上
人
も
設
立
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
主
力
の
一
人
で
す
。
こ
の
あ
た
り
を
調
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
随
分
日
蓮
宗
の
こ
の
こ
ろ
の
動
き
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
石
橋
先
生

を
通
じ
た
、
日
蓮
宗
の
色
々
な
歴
史
的
な
遺
産
と
い
う
か
、
資
産
と
い
う
か
、
こ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
下
に
書
い
た
斜
め
文
字
は
引
用
文
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
望
月
日
謙
上
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
後
に
、
追
悼
集
と
し
て

出
さ
れ
た
本
に
石
橋
先
生
が
書
か
れ
た
文
で
、
杉
田
上
人
が
望
月
上
人
に
石
橋
先
生
を
預
け
た
と
き
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
内
容
で
す
ね
。
孟
子
を
引
用
し
な
が
ら
、「『
子
を
易
へ
て
之
れ
を
教
ゆ
』
と
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
当
時
、
杉
田
先
生
、
望
月
先
生
の
間
に
も
、
多
分
日
蓮
宗
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
を
進
め
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
に
色
ん
な
議
論
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
石
橋
先
生
の
議
論
と
い
う
も
の
も
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な

と
い
う
よ
う
に
私
と
し
て
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
の
人
物
的
な
関
連
性
と
い
う
も
の
も
、
石
橋
理
解
に
は
重
要
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
い
ろ
い
ろ
真
面
目
な
話
を
す
る
前
に
、
歴
史
の
お
話
で
頭
を
柔
ら
か
く
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
レ
ジ
ュ
メ
の
二
ペ
ー

ジ
め
は
、
か
つ
て
の
立
正
大
学
が
あ
っ
た
承
教
寺
さ
ん
の
地
図
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
私
は
勉
強
す
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
て
、
大
崎
か
ら
は
近
い
で
す
か
ら
、
一
年
く
ら
い
前
で
す
か
ね
、
仲
の
良
い
教

員
同
士
で
「
み
ん
な
で
大
学
史
ツ
ア
ー
を
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
立
正
大
学
か
ら
歩
い
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、

何
回
か
行
っ
て
い
ま
す
。
承
教
寺
に
寮
が
あ
っ
た
当
時
は
、
立
正
大
学
へ
通
っ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
。
二
本
榎
通

り
か
ら
、
今
、
桜
田
通
り
の
あ
た
り
を
通
っ
て
い
く
の
が
道
筋
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
ま
だ
高
輪
第
一
小
学
校
の
と
こ
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ろ
も
お
そ
ら
く
承
教
寺
の
土
地
で
、
そ
う
い
う
非
常
に
大
き
な
と
こ
ろ
に
杉
田
上
人
が
お
ら
れ
る
中
で
石
橋
先
生
は
生
ま
れ
た
。
多
分
、

石
橋
先
生
は
こ
の
二
本
榎
、
そ
れ
か
ら
大
崎
の
方
ま
で
、
そ
れ
な
り
に
土
地
勘
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
場
所
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
幼
く
し
て
山
梨
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
直
接
知
っ
て
い
る
場
所
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
親
し
み
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
く
と
、
石
橋
先
生
と
無
関
係
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
百
二
十
年
史
に
も
記
載
が
あ
り
ま
す

が
、
日
蓮
宗
大
学
林
を
作
る
と
き
に
、
今
の
大
崎
以
外
に
、
市
川
と
か
、
そ
れ
か
ら
二
本
榎
に
あ
っ
た
大
久
保
公
爵
家
の
土
地
を
買
お
う

と
い
う
話
も
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
大
久
保
家
の
土
地
が
ど
こ
な
の
か
わ
か
ら
な
く
て
、
こ
の
間
、
明
治
後
期
の
地
籍
台
帳
を
調
べ
て
み
た

の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
下
の
方
の
地
図
で
す
と
、
高
輪
警
察
署
の
左
側
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
下
の
方
の
左
側
、
左
下
す
ぐ
の
方
の

地
図
、
こ
れ
が
、
昔
の
大
久
保
公
爵
家
の
土
地
の
よ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
昔
そ
こ
を
買
っ
て
い
た
ら
、
今
、
立
正
大
学
は
ち
ょ
う

ど
明
治
学
院
大
学
の
斜
向
か
い
で
、
圧
倒
す
る
か
の
よ
う
に
高
輪
に
建
っ
て
い
た
。
ち
ょ
っ
と
惜
し
か
っ
た
。
多
分
、
土
地
が
高
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。
で
も
、
大
崎
を
買
っ
た
の
は
、
先
輩
方
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
か
な
と
い
う
よ
う
な
感
じ
も
い
た
し

ま
す
。
当
時
山
手
線
の
大
崎
駅
が
で
き
た
こ
ろ
で
す
の
で
、
そ
の
当
時
は
当
然
、
こ
こ
ま
で
発
展
す
る
と
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
五
反

田
駅
が
で
き
た
の
が
一
九
一
一
年
で
す
か
ら
、
立
正
大
学
が
で
き
て
か
ら
七
年
後
。
当
時
の
色
々
な
人
の
回
顧
録
等
を
見
ま
す
と
、
あ
の

あ
た
り
は
本
当
に
田
ん
ぼ
だ
ら
け
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
通
学
路
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
下
の
通
り
も
山
手
通
り
と
い
う
よ
う
な
立
派
な

も
の
で
は
な
く
、
大
学
の
周
り
は
、
今
で
こ
そ
住
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
田
ん
ぼ
と
竹
や
ぶ
が
ほ
と
ん
ど
。
戸
越
は
竹
が
名

産
で
す
の
で
。
い
ろ
い
ろ
回
顧
録
を
読
む
と
、
大
学
に
生
え
て
く
る
タ
ケ
ノ
コ
を
採
っ
て
夕
飯
の
お
か
ず
に
し
た
と
い
う
話
も
。
私
も
非

常
に
大
好
き
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
タ
ケ
ノ
コ
は
採
れ
な
い
で
す
ね
。
私
は
タ
ケ
ノ
コ
を
植
え
た
い
な
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

立
正
大
学
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
露
戦
争
直
後
の
ち
ょ
う
ど
産
業
が
発
展
し
て
い
く
日
本
の
そ
の
先
駆
け
の
建
物
だ
っ
た
。
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当
時
、
田
ん
ぼ
の
中
、
畑
の
中
に
一
つ
だ
け
ぽ
つ
ん
と
大
型
の
施
設
が
あ
り
、
次
に
は
非
常
に
近
代
型
の
ビ
ル
が
で
き
た
。
そ
の
周
り
に

だ
ん
だ
ん
家
が
建
っ
て
、
ビ
ル
が
建
っ
て
、
近
代
化
し
て
い
く
。
大
崎
の
、
品
川
の
あ
の
地
域
は
、
実
は
立
正
大
学
の
開
発
か
ら
始
ま
っ

た
土
地
な
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
は
大
崎
の
土
地
は
大
事
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
先
、
大
学
が

発
展
し
て
い
っ
た
場
合
、
あ
の
土
地
で
は
手
狭
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
、
あ
の
土
地
は
守
っ
て

い
た
だ
き
た
い
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
非
常
に
大
切
な
土
地
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
石
橋
先
生
と
立
正
大
学
の
話
し
も
含
め
て
問
題
設
定
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
三
枚
め
の
と
こ
ろ
で
、「
問
題
設
定
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
日
お
話
し
す
る
こ
と
は
や
や
入
り
組
ん
で
い
る
ん
で

す
ね
。
一
つ
は
、
私
は
現
状
の
石
橋
先
生
に
関
す
る
議
論
か
ら
や
や
離
れ
た
い
。
と
い
う
の
は
、
今
、
石
橋
先
生
の
話
を
す
る
と
、
ど
う

も
偶
像
崇
拝
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
、
そ
れ
を
一
回
や
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
も
う
一
方
で

は
、
偶
像
崇
拝
を
や
め
る
と
い
う
の
は
「
だ
か
ら
、
石
橋
先
生
は
だ
め
だ
っ
た
」
と
い
う
話
を
す
る
つ
も
り
で
も
な
い
。「
も
う
ち
ょ
っ

と
別
の
理
解
の
仕
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
い
う
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
こ
そ
大
学
の
中
で
の
話
と

い
う
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
て
、
さ
っ
き
、
大
学
の
中
で
石
橋
先
生
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
少
な
い
と
い
う
話
も
し
た
の
で

す
け
れ
ど
も
、
大
学
の
中
で
も
石
橋
先
生
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
中
興
の
祖
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
当
時
、

経
営
危
機
に
あ
っ
た
大
学
を
立
て
直
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
建
学
の
精
神
を
改
め
て
言
い
か
え
ら
れ
て
、
大
学
の
精
神
的
な
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
結
構
こ
の
話
は
現
実
と
違
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
て
、
一
番
違
う
の
は
、
石
橋
先
生
が
学
長
と
し
て
在
職
中
に
は
、
大
学
の
経
営
環
境
は
よ
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
一
九
七
〇
年
ぐ

ら
い
ま
で
経
営
危
機
が
あ
り
ま
す
の
で
、
残
念
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
や
は
り
石
橋
先
生
の
功
績
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
石
橋
先
生

の
や
っ
た
こ
と
が
、
十
年
、
二
十
年
た
っ
て
、
長
期
的
に
影
響
が
出
て
き
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
す
ぐ
、

そ
れ
が
影
響
し
ま
し
た
」
と
い
う
議
論
は
な
か
な
か
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
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そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
こ
の
建
学
の
精
神
に
し
て
も
、
百
四
十
周
年
史
に
書
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
石
橋
先
生
が
単
独
で
作
っ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
橋
先
生
の
も
と
で
委
員
会
を
作
っ
て
、
そ
の
中
で
仏
教
学
部
長
だ
っ
た
坂
本
日
深
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
作

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ん
で
す
ね
。
私
と
し
て
は
、
や
は
り
事
実
は
事
実
と
し
て
認
識
し
て
お
い
た
ほ
う

が
い
い
と
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
で
は
財
政
的
に
よ
く
な
ら
な
か
っ
た
ら
石
橋
先
生
が
悪
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て
、

や
は
り
地
盤
は
作
っ
て
く
れ
た
と
い
う
議
論
は
で
き
る
わ
け
で
す
し
。
そ
れ
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
や
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ

で
石
橋
先
生
が
何
に
も
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
一
体
何
を
考
え
て
い
ら
し
て
、
ど
う
い
う
ふ

う
に
大
学
を
立
て
直
し
て
い
き
た
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
理
解
し
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
小
国
主
義
と
か

小
日
本
主
義
の
話
、
あ
る
い
は
平
和
主
義
の
話
に
し
て
も
、
単
純
に
そ
れ
を
石
橋
先
生
は
「
何
が
何
で
も
平
和
主
義
な
ん
で
す
よ
」
と
い

う
話
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
な
ぜ
、
そ
う
い
う
平
和
主
義
と
い
う
も
の
を
議
論
し
て
い
っ
た
の
か
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
た
ほ
う
が
い

い
。

　

実
際
、
石
橋
先
生
は
戦
後
一
時
期
は
、
日
本
は
再
武
装
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
議
論
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
石
橋
先

生
が
平
和
主
義
論
者
だ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、「
そ
の
と
き
、
石
橋
先
生
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
か
っ
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
議
論

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
石
橋
先
生
は
現
実
の
中
で
、「
軍
が
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
な
」

と
そ
の
時
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
で
、「
軍
は
持
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
」、
石
橋
先
生
は
「
憲
法
は
改
正
し
な
い
ほ
う
が
い

い
」
と
も
主
張
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
の
軍
備
は
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
外
交
努
力
に
よ

っ
て
世
界
平
和
と
い
う
の
を
実
現
で
き
た
ら
、
そ
の
と
き
に
は
軍
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
の
た
め
に
長
期
的
な
視
点
を
持

っ
て
、
憲
法
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
こ
う
と
議
論
す
る
。
こ
の
あ
た
り
が
石
橋
先
生
の
政
治
家
と
し
て
の
感
覚
の
非
常
に
鋭
敏
だ
っ
た
と

こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
単
純
に
石
橋
先
生
が
平
和
論
者
だ
っ
た
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
、
石
橋
先
生
が
現
実
の
中
で
非
常
に
苦
し
ん

で
、
悩
ん
で
、
考
え
抜
い
た
と
こ
ろ
を
全
部
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
私
は
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
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い
ま
す
。

　

今
回
、
原
発
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
し
そ
の
こ
と
も
お
話
し
し
よ
う
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
う
と
で
す
ね
、

そ
こ
に
森
暁
理
事
長
の
こ
と
を
大
学
長
に
か
か
わ
る
人
脈
で
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
森
暁
さ
ん
は
、
石
橋
先
生
当
時
の
理
事
長
を
務

め
ら
れ
た
方
で
、
石
橋
先
生
が
引
っ
張
っ
て
き
た
方
で
す
が
、
こ
の
方
は
お
父
様
は
森
矗
昶
さ
ん
と
い
っ
て
、
戦
前
期
か
ら
戦
時
期
に
か

け
て
の
、
森
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
新
興
財
閥
の
総
帥
な
ん
で
す
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
日
本
に
功
績
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の

人
は
元
々
ヨ
ー
ド
と
か
肥
料
の
開
発
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
化
学
肥
料
な
ど
の
開
発
も
や
り
出
し
て
、
そ
う
す
る
と
、

国
産
す
る
た
め
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
電
気
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
水
力
発
電
の
開
発
を
や
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
を
解
消
し
、
国
産
産
業
を
育
成
し
て
、
日
本
と
い
う
国
を
立
ち
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
こ
の
森
コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
の
一
つ
の
考
え
方
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
森
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
作
っ
た
会
社
の
一
つ
が
昭
和
電
工
で
す
。

　

実
は
石
橋
先
生
も
、
こ
れ
か
ら
後
に
見
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
後
年
、
通
産
大
臣
、
大
蔵
大
臣
、
総
理
大
臣
に
な
っ
た
と
き
に
、
こ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
源
と
い
う
も
の
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
注
意
し
な
が
ら
議
論
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
私
た
ち
が
気
を

つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
こ
の
当
時
は
電
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
が
日
本
は
非
常
に
少
な
く
て
、
不
足
し
て
い
て
、
そ
れ

を
ど
う
や
っ
て
た
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
物
事
を
考
え
て
い
た
。
今
は
そ
の
時
代
と
は
状
況
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
結

論
先
取
り
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
私
は
今
の
日
本
が
、
五
十
年
前
、
六
十
年
前
の
日
本
と
同
じ
技
術
レ
ベ
ル
、

開
発
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
ら
、
石
橋
先
生
は
も
し
か
し
た
ら
「
技
術
力
を
高
め
て
、
原
発
を
維
持
し
よ
う
」
と
言
う
か
な
と
い
う
気
も
す
る

ん
で
す
。
で
も
、
今
現
在
の
日
本
の
状
況
の
中
で
石
橋
先
生
が
そ
う
言
う
か
と
言
わ
れ
る
と
、
私
は
六
分
四
分
で
「
考
え
直
し
た
ほ
う
が

い
い
」
と
言
う
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、「
そ
れ
で
も
原
子
力
」
と
言
う
可
能
性

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
皆
様
が
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
な
迷
う
と
こ
ろ
に
な
る
か
と
い
う
の
を
こ
れ
か
ら
先
、
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
い
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ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
あ
た
り
が
非
常
に
微
妙
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

特
に
私
は
こ
れ
は
微
妙
な
問
題
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
鳩
山
内
閣
、
こ
の
間
の
鳩
山
内
閣
で
は
な
く
て
お
祖
父
さ
ん
で
す
ね
、
鳩
山

一
郎
内
閣
の
と
き
に
、
石
橋
先
生
は
通
産
大
臣
を
さ
れ
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
「
原
子
力
安
全
委
員
会
」
は
間
違
い
で
、「
原
子
力
委
員
会
」

で
す
が
、
こ
の
鳩
山
内
閣
下
で
初
め
て
原
子
力
委
員
会
が
日
本
に
で
き
ま
す
。
そ
の
初
代
の
委
員
長
が
正
力
松
太
郎
さ
ん
で
、
皆
さ
ん
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
原
発
推
進
を
強
力
に
推
し
進
め
た
。
要
す
る
に
、
話
が
複
雑
な
の
は
、
石
橋
先
生
が
長
年
に
わ
た
っ
て
、
反
吉
田
、
打

倒
吉
田
の
後
の
政
権
構
想
と
し
て
描
い
て
い
た
鳩
山
内
閣
下
で
、
原
子
力
政
策
が
推
進
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

歴
史
的
な
事
実
と
し
て
は
私
は
重
い
と
思
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
一
体
、
石
橋
先
生
が
ど
う
原
子
力
の
こ
と
を
考
え
る
か
な
と
い
う

の
は
結
構
難
し
い
問
題
な
ん
で
す
。
私
と
し
て
も
今
、
結
論
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
事
実
関
係
は
一
応
頭
に
入
れ

て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
色
々
な
意
味
で
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
し
て
の
石
橋
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
世
間
に
随
分
流
布
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
石
橋
先
生
、
こ
れ
は
あ
ま
り
ご
本
人
で
も
望
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
石
橋
先
生
は
ご
自
身
で
物
事
を
考
え
る

と
い
う
こ
と
を
学
生
に
対
し
て
は
非
常
に
強
調
し
て
い
ま
し
た
。「
学
長
が
こ
う
言
っ
た
か
ら
、
私
は
こ
う
し
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
物

の
考
え
方
を
推
奨
す
る
よ
う
な
方
で
は
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
私
た
ち
が
自
分
の
頭
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
さ
も
な
い
と
、
私
た
ち
の
持
っ
て
い
る
石
橋
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
石
橋
先
生
の
考
え
方
と
い
う
も
の
は
全
部
省

略
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
も
全
部
引
っ
く
る
め
て
石
橋
先
生
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。
私
の
よ
う
に
政
治
を
勉
強
し
て
い
ま
す

と
、
政
治
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
種
悪
魔
的
な
学
問
で
、
政
治
は
あ
る
程
度
の
人
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の

か
わ
り
、
あ
る
程
度
の
人
を
不
幸
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
大
体
の
場
合
の
結
末
な
ん
で
す
。
宗
教
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
な
と

私
は
思
う
の
で
す
。
色
々
な
人
に
救
い
を
も
た
ら
す
も
の
が
宗
教
だ
と
思
い
ま
す
の
で
。
た
だ
、
石
橋
先
生
は
多
分
そ
う
い
う
二
つ
の
も

の
の
間
で
と
て
も
悩
ま
れ
た
し
、
考
え
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
私
と
し
て
は
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
悩
ん
だ
軌
跡
と
い
う
か
、
悩
み
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方
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
は
引
き
受
け
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
悩
ん
だ
結
果
、
石
橋
先
生
が
出
さ
れ
た
結
論
そ
の
も
の
で
は

な
く
て
、
結
論
の
出
る
ま
で
に
考
え
た
過
程
・
プ
ロ
セ
ス
、
悩
み
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
は
も
う
一
回
追
体
験
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
な
と
、
私
と
し
て
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
実
は
、
そ
の
後
の
四
の
「
具
体
的
な
政
策
」
の
と
こ
ろ
は
、
経
済
政
策
の
こ
と
が
多
か
っ
た
り
、
あ
と
、
最
後

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
入
っ
て
い
っ
た
り
し
て
、
や
や
宗
教
論
や
哲
学
論
か
ら
は
離
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
実
は
私
、
も
と
も
と
こ
う
し

た
領
域
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
政
治
学
者
で
す
か
ら
。
こ
う
い
う
金
融
論
、
経
済
論
は
。
で
も
、
今
日
は
こ
れ
を
皆
さ
ん
と

一
緒
に
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
政
策
論
な
の
で
、
矛
盾
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
矛
盾
に
石
橋
先
生
が
ど

の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
私
と
し
て
は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
橋
先
生
が
悩
ん
だ
こ
と
の
事
例
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
金
解
禁
が
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
政
策
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
石
橋
先
生
が
ど
の
よ
う
に
悩

ん
で
頭
を
め
ぐ
ら
せ
た
か
と
い
う
こ
と
を
追
体
験
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
番
め
は
金
解
禁
論
争
で
す
ね
。
あ
ま
り
細
か
い
話
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
下
で
各
国
と
も
、
当
時
は
い
ろ
い
ろ

戦
争
の
準
備
を
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
経
済
的
に
は
拡
大
政
策
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
輸
入
も
し
て
い
く

の
で
、
お
金
が
ど
ん
ど
ん
出
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
金
本
位
と
い
う
の
は
、
お
金
を
金
と
兌
換
で
き
る
、
換
え
ら
れ
る
と
い
う
の

が
根
幹
で
す
か
ら
、
正
貨
が
流
出
し
て
い
く
、
金
が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
形
で
混
乱
が
起
き
て
く
る
。
そ
れ
を
と
め
る

た
め
に
、
各
国
と
も
金
本
位
を
停
止
す
る
と
い
う
状
況
に
な
る
。
実
際
に
は
、
そ
の
金
を
ベ
ー
ス
に
し
て
国
際
取
引
を
や
っ
て
い
ま
す
の

で
、
金
を
も
う
取
引
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
経
済
の
土
台
が
崩
れ
て
し
ま
う
。
な
の
で
、
こ
れ
は
本
来
や
る
べ
き
で
は
な
い
で

す
ね
。
従
っ
て
、
終
戦
後
に
は
各
国
と
も
金
本
位
制
に
復
帰
し
て
い
く
。
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
前
提
と
し
て
、
健
全
財
政
方
針
を
取
る

よ
う
に
す
る
。

　

健
全
財
政
と
い
う
の
は
、
出
費
を
抑
え
る
わ
け
で
す
。
今
の
時
代
の
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ま
す
と
、
今
、
安
倍
政
権
は
基
本
的
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に
拡
大
政
策
を
や
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
金
利
を
下
げ
て
、
お
金
を
ど
ん
ど
ん
流
し
込
む
。
そ
れ
か
ら
、
公
共
投
資
も
、
必
要
な
も
の
は
や

っ
て
い
く
。
こ
れ
が
積
極
政
策
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
健
全
財
政
は
、
今
、
日
本
は
財
政
赤
字
だ
か
ら
、
あ
ま
り
出
費
を
し
て

は
い
け
な
い
、
お
金
を
あ
ま
り
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
、
国
債
の
赤
字
を
と
め
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
健
全
財
政
。
し
か
し
当
時
の

日
本
は
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
が
遅
れ
ま
す
。
な
ぜ
遅
れ
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
は
、
関
東
大
震
災
の
後
の
復
興
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な

い
。
こ
の
あ
た
り
は
、
こ
の
当
時
の
事
情
が
ど
う
も
最
近
の
事
情
と
似
て
い
る
と
い
う
の
が
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
思
う
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
こ
の
当
時
、
政
友
会
と
民
政
党
の
二
大
政
党
制
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
積
極
財
政
と
緊
縮
財
政
と
い
う
形
で
、

政
党
の
対
立
軸
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
政
友
会
は
積
極
財
政
主
義
を
取
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
民
政
党
が
、
逆
に
健

全
財
政
路
線
と
い
う
こ
と
で
お
さ
め
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
関
東
大
震
災
か
ら
の
財
政
拡
大
を
や
め
る
、

そ
れ
か
ら
政
友
会
に
反
対
す
る
と
い
う
形
で
、
民
政
党
内
閣
に
よ
っ
て
金
本
位
制
に
復
帰
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ

こ
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
た
か
と
い
う
と
、
今
風
に
言
え
ば
、「
バ
ブ
ル
を
止
め
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
話
を
金
本
位
制
の
復
帰
に

向
け
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
ま
ま
財
政
を
拡
大
し
て
い
け
ば
、
バ
ブ
ル
が
起
き
て
し
ま
う
。
物
価
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
っ

て
し
ま
う
。
日
本
の
国
内
で
は
、
こ
れ
が
経
済
的
な
混
乱
を
起
こ
す
と
い
う
の
が
当
時
の
考
え
方
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
金
本
位
制
に

復
帰
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
を
落
ち
つ
か
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
金
本
位
制
復
帰
論
者
の
考
え
方
な
わ
け
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
石
橋
先
生
は
「
こ
れ
は
違
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。
何
が
違
う
か
と
い
う
と
、
今
、
実
際
に
は
、
金
本
位
制
を
や
っ
て

な
い
。
そ
れ
を
、
金
本
位
制
復
帰
の
際
に
は
以
前
の
為
替
レ
ー
ト
で
復
帰
と
い
う
考
え
方
が
主
流
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
も
と
も
と
の

レ
ー
ト
は
、
当
時
の
実
勢
レ
ー
ト
に
比
べ
る
と
円
高
だ
っ
た
ん
で
す
。
円
高
レ
ー
ト
で
解
禁
す
れ
ば
、
輸
出
が
振
る
わ
な
く
な
る
の
で
、

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
製
品
価
格
を
下
げ
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
デ
フ
レ
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
石
橋
先
生
の
考

え
方
で
す
。
そ
れ
は
困
る
の
で
、
レ
ー
ト
を
実
勢
価
格
に
近
づ
け
た
形
で
、
そ
の
デ
フ
レ
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
円
が
高
く
な
り
過
ぎ
な
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い
よ
う
に
解
禁
を
行
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
石
橋
先
生
の
新
平
価
で
の
解
禁
論
。「
解
禁
す
る
の
は
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
デ
フ
レ
が

進
ま
な
い
よ
う
に
す
る
形
で
解
禁
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
主
張
し
た
の
で
す
。

　

こ
こ
が
、
そ
こ
の
引
用
文
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
少
し
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
三
ペ
ー
ジ
の
下
の
と
こ

ろ
か
ら
で
す
ね
。「
記
者
（
石
橋
─
早
川
注
）
は
、
こ
の
目
的
は
為
替
相
場
の
安
定
、
も
う
少
し
精
し
く
言
う
な
ら
ば
、
我
が
通
貨
の
対

外
価
値
の
安
定
と
そ
の
世
界
の
金
本
位
へ
の
結
合
の
外
に
は
無
い
と
考
え
る
」。
だ
か
ら
、
石
橋
先
生
は
国
内
の
産
業
構
造
の
転
換
云
々

と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
経
済
全
体
を
安
定
さ
せ
ま
し
ょ
う
と
い
う
。
こ
の
当
時
の
金
本
位
制
復
帰
論
者
と
い
う
の
は
、
ま
ず
経
済
を
引
き

締
め
る
こ
と
が
大
事
だ
か
ら
、
み
ん
な
が
経
費
節
減
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
議
論
を
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ま
ず
デ
フ
レ

を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
今
の
経
済
を
維
持
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
主
張
す

る
人
が
「
石
橋
先
生
は
同
じ
考
え
だ
」
と
言
う
理
由
の
一
つ
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ
が
あ
っ
て
、「
し
か
る
に
或
る
人
々

は
往
々
に
し
て
、
金
解
禁
の
目
的
の
中
に
、
物
価
の
引
き
下
げ
と
か
、
財
界
の
整
理
と
か
、
あ
る
い
は
財
政
の
緊
縮
と
か
い
う
こ
と
を
持

ち
込
ん
で
来
る
。
が
記
者
は
、
か
よ
う
な
事
柄
は
、
も
し
必
要
な
ら
ば
、
金
解
禁
問
題
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
従
っ
て
金
解
禁
と
は
何
等
有
機
的
関
係
を
有
せ
ぬ
問
題
で
あ
る
と
信
ず
る
。
も
っ
と
も
物
価
引
下
げ
等
々
も
、
そ
れ
ら
が
金
解
禁
の

手
段
と
し
て
必
要
と
せ
ら
る
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
勿
論
金
解
禁
と
と
も
に
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
そ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
は
、
そ

う
で
は
な
い
。
逆
に
金
解
禁
を
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
好
い
機
会
と
し
て
、
物
価
の
引
き
下
げ
、
財
界
の
整
理
、
あ
る
い
は
財

界
の
緊
縮
等
を
行
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
考
え
は
、
ま
る
で
転
倒
し
て
お
る
。
し
か
し
て
そ
の
転
倒
し
た
考
え
方
を
す
る
結
果
は
、
い

た
ず
ら
に
金
解
禁
問
題
の
性
質
を
不
明
な
ら
し
め
、
そ
の
解
決
を
困
難
に
陥
れ
、
彼
ら
の
希
望
す
る
財
界
整
理
等
を
も
か
え
っ
て
遅
延
せ

し
む
る
の
で
あ
る
」。

　

つ
ま
り
、
石
橋
先
生
は
、「
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
と
経
済
が
混
乱
し
な
く
な
る
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
復
帰
し
た
ほ
う

が
混
乱
す
る
よ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
実
は
そ
の
当
時
の
通
説
と
は
違
う
わ
け
で
す
。
で
も
、
石
橋
先
生
は
「
現
実
の
社
会
は
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違
う
。
理
論
ど
お
り
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
ち
ら
の
見
方
を
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

こ
の
あ
た
り
は
、
私
は
石
橋
先
生
を
、
さ
っ
き
平
和
主
義
や
理
想
主
義
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
議
論
で
や
っ

て
し
ま
う
と
、
多
分
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
一
つ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
石
橋
先
生
は
、
自
分
が
、
例
え
ば
平
和
主
義

と
思
っ
た
ら
平
和
主
義
一
辺
倒
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
と
か
、
あ
る
い
は
金
解
禁
だ
っ
た
ら
金
解
禁
一
辺
倒
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
と
か
、

そ
う
い
う
考
え
方
は
基
本
的
に
取
ら
な
い
。
ま
ず
現
実
を
見
る
。
そ
の
現
実
の
中
で
、
ど
う
し
た
ら
人
々
が
幸
せ
に
な
る
か
と
い
う
こ
と

が
ま
ず
最
優
先
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
理
論
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
え
ば
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
あ
っ
て
い
る
と
思
え

ば
、
そ
の
理
論
を
使
う
。
な
の
で
、
ま
ず
現
実
な
ん
で
す
。
人
々
の
幸
せ
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
わ
け
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
が
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
経
済
学
者
で
も
わ
か
ら
な
い
話
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
聞

き
た
い
な
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
論
議
と
い
う
の
は
、
実
際
に
こ
れ
で
人
々
が
幸
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
と
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
は
長
期
的
に
見
れ
ば
、「
こ
れ
は
人
々
が
幸
せ
に
な
る
政
策
で
す
よ
」
と
い
う
答
え
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
長
期
的
に
見
て
も
だ
め
で
、「
や
っ
ぱ
り
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
間
違
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
話
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
経
済
理
論
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
、
目
の
前
の
人
々
の
幸
せ
が
ど
う
や
っ
た
ら
実
現
で
き
る

か
と
い
う
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
、
石
橋
先
生
の
基
本
的
な
物
の
見
方
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
は
、
次
の
段
落
、
こ
れ
は
別
の
論
文
な
の
で
す
が
、
に
引
い
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
私
は
わ
か
る
と
思
っ
て
い
て
、
こ
れ
も

読
ん
で
み
ま
す
け
れ
ど
も
、「
記
者
は
、
今
度
の
英
国
の
金
本
位
制
停
止
」、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
が
金
本
位
制
に
復
帰
し
た
の
で
す
が
、
も

た
な
く
て
、
も
う
一
回
、
金
本
位
を
停
止
す
る
ん
で
す
。
日
本
も
こ
れ
に
お
く
れ
て
、
ま
た
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、「
英

国
の
金
本
位
制
停
止
は
、
や
が
て
世
界
列
国
の
通
貨
制
度
に
著
し
き
改
革
を
も
た
ら
す
発
端
で
あ
る
と
考
え
る
。
英
国
は
既
に
ひ
と
た
び

金
本
位
を
停
止
し
た
か
ら
は
、
無
意
味
に
こ
れ
を
元
の
金
本
位
制
に
」、
た
と
い
石
橋
先
生
の
主
張
す
る
新
平
価
を
も
っ
て
し
て
と
い
え
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ど
も
、「
戻
さ
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
い
か
な
る
新
通
貨
制
度
を
生
み
来
る
か
は
、
未
だ
全
く
検
討
が
つ
か
な
い
。
も
し
こ
れ
を
機

会
に
世
界
列
国
の
通
貨
会
議
が
開
か
れ
、
世
界
全
体
と
し
て
統
一
あ
る
組
織
が
作
ら
る
る
機
運
が
開
か
る
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
金
為
替
制
度

が
徹
底
的
に
行
わ
る
る
に
至
る
か
も
知
れ
ぬ
。
ま
た
も
し
か
よ
う
な
世
界
協
同
が
出
来
な
け
れ
ば
、
国
々
で
著
し
く
自
国
本
位
な
、
非
協

調
的
な
制
度
が
打
ち
立
て
ら
れ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
ま
で
の
金
本
位
制
度
に
は
著
し
き
変
化
を
生
ず
る
だ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
こ
の
際
我
が
国
が
、
前
記
せ
る
如
き
困
難
を
忍
び
、
自
国
の
産
業
と
金
融
を
危
う
く
し
、
金
本
位
を
維
持
す
る
如
き
は
愚
の
骨
頂

だ
。
自
衛
の
意
味
に
お
い
て
も
速
や
か
に
こ
れ
を
停
止
す
る
こ
と
こ
そ
、
当
然
の
処
置
で
あ
る
。
英
国
が
再
び
金
本
位
を
停
止
し
た
の
で
、

今
や
世
界
の
主
要
国
で
旧
平
価
金
本
位
を
回
復
し
維
持
せ
る
は
米
国
と
日
本
と
だ
け
に
な
っ
た
」、
当
時
の
井
上
「
蔵
相
は
あ
る
い
は
こ

れ
を
誇
り
に
す
る
の
か
知
ら
ぬ
が
、
全
く
詰
ら
ぬ
見
え
で
あ
る
」
と
い
う
。

　

要
す
る
に
、
当
時
の
井
上
蔵
相
が
何
を
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
金
本
位
制
に
復
帰
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
政
の
放
漫
さ
と
い

う
も
の
を
一
回
押
さ
え
込
ん
で
、
国
と
し
て
財
政
規
律
を
正
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
国
際
レ
ベ
ル
で
し
っ
か
り
と
一
流
国
と
し
て

の
財
政
政
策
が
で
き
ま
し
た
と
い
う
自
慢
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。
日
本
は
標
準
的
な
経
済
政
策
を
取
り
ま
す
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
も
、
石
橋
先
生
は
そ
う
は
言
わ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
現
実
問
題
と
し
て
、
経
済
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
今
こ

れ
だ
け
産
業
が
十
分
に
発
展
し
き
っ
て
い
な
い
日
本
で
、
産
業
が
し
っ
か
り
い
か
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
、
石
橋
先

生
と
し
て
は
考
え
た
。「
世
界
協
同
が
で
き
な
け
れ
ば
」
と
か
、「
自
衛
の
意
味
に
お
い
て
も
」
と
い
う
の
は
、
理
想
主
義
者
、
平
和
主
義

者
と
し
て
の
石
橋
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
少
し
異
端
に
見
え
る
ん
で
す
よ
。
で
も
、
私
は
こ
れ
は
矛
盾
し
て
い
な
い
と
思
う
の

で
す
。
石
橋
先
生
と
し
て
は
現
実
を
見
て
、
こ
の
ほ
う
が
国
内
経
済
に
し
っ
か
り
還
元
し
て
、
人
々
が
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
よ
う
に
考

え
て
い
る
。
こ
の
当
時
は
で
す
よ
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
石
橋
先
生
と
し
て
は
考
え
て
い
る
と
見
え
る
わ
け
で
す
ね
。

　

で
は
、
何
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
あ
る
意
味
今
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
近
い
よ
う
な
議
論
を
石
橋
先
生
が
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
が
、
そ
の
下
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
後
の
「
生
産
第
一
主
義
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
議
論
で
す
。
な
ぜ
財
政
を
積
極
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的
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
も
読
ん
で
み
ま
す
が
、「
第
一
に
世
の
多
く
の
人
々
は
、
政
府

の
歳
出
は
少
額
な
れ
ば
少
額
な
る
ほ
ど
善
し
と
す
る
。
従
っ
て
予
算
の
数
字
が
膨
張
す
れ
ば
、
直
ち
に
こ
れ
を
不
健
全
の
現
象
な
り
と
て

排
斥
す
る
。
が
こ
の
思
想
は
、
か
つ
て
政
治
が
民
主
化
せ
ず
、
政
府
の
歳
出
は
す
な
わ
ち
王
や
貴
族
の
浪
費
を
意
味
し
た
時
代
の
遺
物
で

あ
る
。
し
か
る
に
今
日
の
政
府
の
歳
出
は
こ
れ
と
違
う
。
そ
れ
は
国
民
が
、
国
民
自
身
の
た
め
に
支
出
す
る
経
費
で
あ
る
。
さ
れ
ば
も
し

国
民
に
し
て
、
そ
の
目
的
を
さ
え
誤
ら
ね
ば
─
言
い
換
え
れ
ば
善
く
国
民
が
そ
の
支
出
の
方
法
を
考
え
、
彼
ら
の
福
利
を
増
進
す
る
如

く
に
こ
れ
を
使
用
し
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
─
政
府
の
財
政
は
い
か
に
膨
張
す
る
と
も
厭
う
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
も
し
支
出

の
途
を
誤
り
、
国
民
の
福
利
の
増
進
に
役
立
た
ぬ
な
ら
ば
、
数
字
は
い
か
に
小
さ
く
も
、
な
お
そ
の
財
政
は
不
健
全
な
り
と
評
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
る
に
世
人
は
、
こ
の
点
に
着
眼
せ
ぬ
。
故
に
予
算
を
批
評
す
る
に
、
た
だ
金
額
の
大
小
を
言
う
て
、
そ
の
支
出
の
内
容
に
深

く
触
れ
な
い
。
こ
れ
は
全
く
財
政
論
の
要
点
を
逸
し
た
も
の
で
あ
る
」。

　

つ
ま
り
、
今
で
も
当
て
は
ま
る
の
で
す
が
、
経
済
運
営
の
財
政
論
を
考
え
る
と
き
に
、
基
本
的
に
は
額
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
点

を
最
初
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
、
石
橋
先
生
と
し
て
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
私
は
今
の
財
政
政
策
の
担
当
者

に
、「
今
現
在
、
実
際
問
題
と
し
て
ど
う
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
み
た
い
。
石
橋
先
生
と
し
て
は
、
額
の
多
い
少
な
い
よ

り
も
、
そ
れ
が
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
見
て
い
る
。
今
、
額
が
多
い
形
で
、
こ
の
当
時
、
石
橋
先
生
は
「
出
費
を
多
く
し
ろ
」
と
言
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
出
費
を
多
く
す
る
と
い
う
話
は
今
と
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
額
の
多
い
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

石
橋
先
生
の
論
拠
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
の
部
分
で
、
今
の
時
代
と
、
お
そ
ら
く
石
橋
先
生
の
時
代
と
は

違
い
が
あ
る
。

　

そ
れ
が
わ
か
る
の
が
、
五
ペ
ー
ジ
め
の
一
番
最
初
の
引
用
の
段
落
の
と
こ
ろ
で
、「
す
な
わ
ち
こ
の
物
価
の
状
況
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ

う
に
、
我
が
国
の
昭
和
七
年
以
来
の
生
産
増
加
は
、
幸
い
に
も
需
要
の
増
加
に
ほ
ぼ
一
致
し
諸
財
貨
間
の
均
衡
を
保
っ
て
行
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
」。
つ
ま
り
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
物
に
比
べ
て
お
金
が
非
常
に
多
く
な
る
か
ら
値
段
が
上
が
る
わ
け
で
す
ね
。
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こ
れ
が
、
物
の
方
も
し
っ
か
り
と
生
産
が
増
え
て
い
っ
て
、
両
方
と
も
多
く
な
っ
て
く
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
ら
な
く
な
る
。

だ
か
ら
、
生
産
が
し
っ
か
り
増
え
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
金
の
供
給
量
は
い
く
ら
増
や
し
て
も
問
題
は
な
い
と
い
う
の
が
石
橋
先
生
の

考
え
。
そ
れ
が
こ
の
考
え
方
で
す
ね
。

　
「
い
わ
ゆ
る
悪
性
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
た
だ
財
貨
の
生
産
が
総
体
と
し
て
殖
え
た
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
実
に
こ
の

財
貨
の
諸
種
類
に
対
す
る
需
要
と
供
給
と
の
均
衡
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
き
次
第
で
あ
る
か
ら
、
将
来
公
債

に
よ
っ
て
支
弁
せ
ら
れ
る
歳
出
は
、
ま
ず
政
府
に
お
い
て
そ
の
費
途
を
慎
重
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
力
の
余
裕
の
既
に
な

き
産
業
部
面
に
向
か
っ
て
、
政
府
が
更
に
強
い
て
そ
の
財
貨
を
急
激
に
需
要
す
る
如
き
歳
出
の
使
い
方
を
す
れ
ば
、
破
綻
は
必
ず
こ
こ
か

ら
発
生
す
る
。
こ
れ
は
、
政
府
が
租
税
を
財
源
と
し
て
歳
出
を
増
加
す
る
場
合
に
お
い
て
も
同
様
だ
」。
今
の
後
半
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど

民
主
党
の
事
業
仕
分
け
を
聞
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
前
半
が
安
倍
政
権
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
、
後
半
が
民
主
党
の
事
業
仕
分

け
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
私
が
さ
っ
き
言
っ
た
、
石
橋
先
生
を
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
し
て
祭
り
上
げ
る
こ
と
の
危
う
さ
と
い
う
も
の
で
、
今

の
時
代
状
況
を
考
え
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
ん
で
す
よ
。「
石
橋
先
生
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
大
丈
夫
だ
と
言
っ
た
じ
ゃ

な
い
か
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
安
倍
政
権
の
政
策
に
な
る
。「
石
橋
先
生
は
、
生
産
量
の
余
裕
が
な
い
と
こ
ろ
に
お
金
を
回
す
な
と
言

っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
事
業
を
仕
分
け
よ
う
と
言
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
え
ば
、
民
主
党
の
政
策
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
こ
の
当
時
の
時
代
状
況
の
中
で
は
、
ま
だ
生
産
力
に
余
裕
の
あ
る
業
種
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
対
し
て
お
金
を
回
す
こ
と
が
実

際
に
日
本
経
済
を
よ
く
し
て
、
人
々
の
幸
福
を
増
進
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
か
ら
、
石
橋
先
生
は
こ
う
い
う
議
論
を
や
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
根
っ
こ
の
部
分
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
石
橋
先
生
を
議
論
す
る
と
き
に
非
常
に
大
事
な
の
だ
ろ
う
と
私
と
し
て
は

思
う
わ
け
で
す
ね
。
一
貫
し
て
石
橋
先
生
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
生
産
第
一
主
義
、
日
本
の
生
産
力
と
い
う
も
の
を
強
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
二
番
め
の
、
石
橋
先
生
の
政
策
の
基
本
で
あ
る
「
生
産
第
一
主
義
」。
こ
れ
は
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
第
二
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次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
つ
い
て
は
、
物
資
が
な
い
の
で
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
危
険
と
い
う
も
の
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
石
橋
先

生
の
議
論
は
ど
う
い
う
議
論
か
と
い
う
と
、「
物
が
な
い
か
ら
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
っ
て
い
る
の
に
、
イ
ン
フ
レ
を
抑
え
る
た
め
に
通
貨
供

給
量
を
抑
え
ま
し
ょ
う
な
ん
て
言
っ
た
ら
、
余
計
ど
こ
も
工
場
を
稼
働
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
物
資
が
足
り
な
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
。

今
の
イ
ン
フ
レ
と
い
う
の
は
、
物
資
が
足
り
な
い
の
で
起
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
金
を
ど
ん
ど
ん
供
給
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
ん
ど

ん
供
給
し
て
、
生
産
を
高
め
ま
し
ょ
う
。
生
産
が
高
ま
れ
ば
、
物
資
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
か
ら
、
み
ん
な
お
金
で
買
え
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
が
石
橋
先
生
の
考
え
方
な
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
後
の
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
も
入
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
、
石
橋
先
生
の
言
葉
を
見
て
み
る
と
こ
う
書
い
て

あ
る
。「
国
家
財
政
の
目
的
、
こ
と
に
今
日
の
わ
が
国
の
ご
と
き
場
合
の
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
国
民
に
業
」、
仕
事
で
す

ね
、
仕
事
を
与
え
、
産
業
を
復
興
し
、
い
わ
ゆ
る
完
全
雇
用
を
目
指
し
て
国
民
経
済
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。「
い
か
に
財

政
収
支
は
均
衡
を
示
し
て
も
、
国
内
に
失
業
者
が
あ
ふ
れ
、
多
く
の
生
産
要
素
が
遊
休
状
態
に
お
か
れ
る
有
様
で
は
、
こ
れ
を
真
の
健
全

財
政
と
は
、
決
し
て
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
昨
年
の
終
戦
以
来
の
わ
が
国
は
、
は
た
し
て
フ
ル
・
エ
ン
プ
ロ

イ
メ
ン
ト
の
状
態
に
あ
っ
た
か
と
申
せ
ば
、
そ
れ
は
さ
よ
う
に
申
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
に
わ
れ
わ
れ
が
み
る
ご
と
く
、
多
く
の

失
業
者
が
発
生
し
、
表
面
就
業
し
て
い
る
人
た
ち
も
、
十
分
の
生
産
活
動
を
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
生
産
設
備
の
は
な
は
だ
多
く
の
部
分

は
遊
休
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
断
じ
て
完
全
稼
働
で
は
な
く
、
逆
に
は
な
は
だ
し
き
ア
ン
ダ
ー
・
エ
ン
プ
ロ
イ
メ
ン
ト
で
あ

る
」。
失
業
状
態
の
こ
と
で
す
ね
。「
か
か
る
状
態
の
下
に
お
い
て
の
通
貨
膨
張
と
物
価
騰
貴
と
は
デ
フ
レ
政
策
に
よ
っ
て
救
治
し
う
る
が

ご
と
き
、
普
通
の
意
味
で
の
イ
ン
フ
レ
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
戦
後
直
後
の
生
産
設
備
が
稼
働
し
て
い
な
い
状
況
で
の
イ
ン

フ
レ
な
の
で
あ
っ
て
、
通
貨
供
給
量
が
過
剰
だ
と
い
う
イ
ン
フ
レ
で
は
な
い
。
こ
れ
が
今
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
論
と
の
決
定
的
な
違
い
で
す

ね
。
だ
か
ら
、
私
は
結
果
論
と
し
て
、
石
橋
先
生
が
今
、
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
賛
成
す
る
か
反
対
す
る

か
は
、
正
直
、
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
根
拠
が
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
の
で
は
な
い
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か
と
思
い
ま
す
。
政
策
論
は
別
と
し
て
、
根
拠
そ
の
も
の
が
違
う
。

　

次
の
ペ
ー
ジ
に
あ
る
の
が
、
石
橋
先
生
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
し
た
図
な
の
で
す

が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ス
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
四
角
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
石
橋
先
生
は
、
不
完
全
就
業
状
態
の
中
で
通
貨
膨
張
し
て
物
価
騰
貴
す
る
の
を
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
、
景

気
が
よ
く
な
っ
て
、
完
全
に
雇
用
が
達
成
さ
れ
て
、
み
ん
な
お
給
料
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
か
ま
わ
な
い
と
言
い
ま
す
。
み
ん

な
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
怖
が
っ
て
い
る
の
は
上
の
状
態
で
、
完
全
に
み
ん
な
が
就
業
し
て
い
る
状
態
の
中
で
通
貨
膨
張
す
れ

ば
、
そ
れ
は
当
然
経
済
が
不
安
定
に
な
り
ま
す
よ
と
。
石
橋
先
生
と
し
て
は
、
通
産
大
臣
を
や
っ
て
い
て
も
、
総
理
大
臣
を
や
っ
て
い
て

も
、
完
全
雇
用
が
ま
ず
第
一
。
み
ん
な
が
仕
事
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
第
一
。「
仕
事
を
持
つ
た
め
に
、
経
済
を
拡
大
さ
せ
る
。
そ

の
こ
と
が
最
優
先
な
ん
だ
」
と
い
う
の
が
、
石
橋
先
生
の
大
前
提
。
し
か
も
、
そ
の
大
前
提
の
前
提
と
し
て
、
当
時
の
日
本
は
ま
だ
産
業

が
十
分
に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
で
も
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
石
橋
先
生
は
「
ダ
ム
を
い
っ
ぱ
い
造
り
ま
し
ょ

う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
当
時
は
足
り
て
い
な
い
ん
で
す
よ
、
ダ
ム
が
。
水
力
発
電
を
使
っ
て
工
場
を
稼
働
さ
せ
な
け
れ
ば
、
失
業

問
題
が
解
決
で
き
な
い
状
況
だ
っ
た
。
そ
の
図
の
下
の
と
こ
ろ
に
も
、
完
全
雇
用
と
い
う
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。「
経
済
政
策
の

目
標
と
し
て
は
完
全
雇
用
を
第
一
段
階
と
す
る
」。
こ
れ
は
通
産
大
臣
、
鳩
山
内
閣
の
中
で
就
任
し
た
と
き
の
完
全
雇
用
の
議
論
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

ち
な
み
に
、
石
橋
先
生
は
こ
の
鳩
山
内
閣
で
は
、
ご
本
人
は
本
当
は
大
蔵
大
臣
を
や
り
た
か
っ
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
権
力
闘
争

で
当
時
の
一
万
田
日
銀
総
裁
に
負
け
た
わ
け
で
す
。
何
が
原
因
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
部
分
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
一

つ
は
、
こ
の
経
済
政
策
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
。
こ
の
当
時
か
ら
日
銀
は
、
基
本
的
に
は
財
政
の
均
衡
を
重
視
し
ま
す
か
ら
、
一
万
田

さ
ん
も
緊
縮
財
政
な
ん
で
す
よ
。
金
融
引
き
締
め
を
考
え
る
。
石
橋
先
生
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
拡
大
論
者
な
ん
で
す
。
こ
の
政
策
路
線

の
違
い
が
お
そ
ら
く
、
鳩
山
総
理
と
し
て
は
任
命
の
際
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
。
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
か
は
何
と
も
言
え
な
い
。
た
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だ
、
少
な
く
と
も
石
橋
先
生
と
し
て
は
こ
の
当
時
は
完
全
雇
用
、
拡
大
政
策
が
大
事
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
六
ペ
ー
ジ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
、
下
か
ら
三
行
め
の
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
す
ご
い
で
す
よ
ね
。「
わ
が
国
の
生
産
と
い
う
も
の
は
う
ん

と
伸
び
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
も
、
今
の
政
策
の
二
倍
、
三
倍
に
は
す
ぐ
に
な
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
石
橋
先
生
が
総
理
大
臣
か

ら
外
れ
た
後
に
、
日
本
は
六
十
年
代
、
高
度
成
長
期
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
も
や
る
よ
う
に
な
る
。「
三
丁
目
の

夕
日
」
の
時
代
で
す
ね
。
東
京
タ
ワ
ー
の
時
代
に
入
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
時
代
の
、
や
は
り
石
橋
先
生
も
、
あ
る
種
申
し
子
だ
っ
た
か

な
と
い
う
感
じ
も
、
私
と
し
て
は
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
ペ
ー
ジ
め
く
っ
て
、
七
ペ
ー
ジ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
番

上
で
す
け
れ
ど
も
、「
明
年
度
の
財
政
に
お
い
て
も
そ
の
趣
旨
に
よ
り
ま
し
て
、
た
と
え
ば
国
民
の
保
険
制
度
を
国
民
全
部
に
行
き
渡
ら

せ
る
、
あ
る
い
は
減
税
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
住
宅
の
建
設
で
あ
り
ま
す
と
か
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
福
祉
国
家
建
設
の
た
め
の

一
つ
の
手
段
で
あ
り
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
総
理
大
臣
と
し
て
全
国
遊
説
し
た
と
き
の
最
初
の
政
策
演
説
の
中
で
出
し
た
言
葉
な
の
で
す
が
、

石
橋
先
生
と
し
て
は
、
福
祉
国
家
を
建
設
し
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
当
時
に
言
っ
て
い
た
。
当
時
は
ま
だ
戦
後
、
そ
れ
ほ
ど
間
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
国
民
全
体
の
福
利
が
増
進
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
石
橋
先
生
は
か
な
り
積
極
的
に
財
政
拡

大
を
見
せ
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

あ
る
意
味
、
石
橋
先
生
の
経
済
政
策
だ
け
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
、
そ
の
後
の
自
民
党
の
保
守
本
流
に
近
く
見
え
る
ん
で
す
よ
。
例
え

ば
、
田
中
角
栄
の
政
策
と
一
体
ど
こ
が
、
ど
の
く
ら
い
違
っ
た
の
で
す
か
と
聞
か
れ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
例
え
ば
農
村
振
興
と
い
う
こ
と
も
、
非
常
に
石
橋
先
生
は
強
く
言
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
中
で
は
、
な
か
な
か
区
別
が
つ
き
に
く
い

と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
一
点
だ
け
は
っ
き
り
と
違
う
と
し
た
ら
、
石
橋
先
生
、
農
村
振
興
は
議
論
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

投
資
よ
り
は
農
民
の
実
質
的
な
努
力
も
必
要
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
方
が
強
い
ん
で
す
よ
ね
。
や
は
り
石
橋
先
生
は
努
力
の
方
だ
っ
た

の
で
、
国
民
も
努
力
は
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
論
調
は
非
常
に
強
い
で
す
。
立
正
大
学
の
学
生
が
、
英
語
の
講
義
が
全
く
わ
か
ら
な
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く
て
も
、
一
時
間
講
義
を
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
努
力
し
て
つ
い
て
こ
ら
れ
な
い
人
は
置
い
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
、
公
共
投
資
の
拡
大
政
策
を
や
っ
て
、
そ
の
こ
と
で
福
祉
国
家
を
建
設
し
て
、
国
民
の
福
利
を
増
進
し
て
い
く
と
い
う
の

が
石
橋
先
生
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
三
番
め
に
、
今
日
の
一
番
メ
イ
ン
と
い
う
か
、
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で

も
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
問
題
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
多
分
、
世
間
一
般
の

と
い
う
か
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
議
論
の
中
で
は
、
こ
う
い
う
場
合
に
石
橋
先
生
を
使
う
議
論
と
い
う
も
の
は
結
構
あ
る
と
私
は
思
い
ま

す
。
ざ
っ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
評
論
等
を
幾
つ
か
見
た
限
り
で
は
、
例
え
ば
「
石
橋
先
生
は
平
和
主
義
者
、
理
想
主
義
者
だ
っ
た
か

ら
、
原
発
も
反
対
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
見
方
を
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
私
は
実
は
、
こ
れ
は
あ
ま
り
説
得
力

の
な
い
議
論
だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
当
時
の
国
民
の
生
活
福
利
を
考
え
る
と
い
う
石
橋
先
生
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
電

源
問
題
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、「
平
和
主
義
者
だ
か
ら
、
理
想
主
義
者
だ
か
ら
、
原
発
を
と
め
ろ
と
言

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
推
測
は
、
私
は
単
純
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
他
方
で
は
、「
開
発
論
者
で
、
財
政
拡
大

論
者
だ
っ
た
か
ら
、
原
発
推
進
派
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
も
違
う
話
だ
と
。
こ
れ
も
論
評
と
し
て
は
非
常
に
弱
い
。
で
は
、

具
体
的
に
石
橋
先
生
が
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
昭
和
三
年
、
こ
れ
は
戦
前
の
議
論
な
の
で
す
が
、
石
橋
先
生
、
基
本
的
に
は
「
日
本
に
は
色
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
ま
す

よ
」
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
か
。「
然
ら
ば
日
本
に
天
恵
が
乏
し
い
、
天
然
資
源
が
少
な
い

と
云
う
説
は
何
う
か
と
申
し
ま
す
に
、
こ
こ
に
も
亦
私
は
、
我
国
人
の
一
般
の
思
想
に
は
、
非
常
に
間
違
っ
た
考
え
が
潜
ん
で
お
る
こ
と

を
見
る
の
で
あ
り
ま
す
」。
こ
れ
は
当
時
の
歴
史
的
文
脈
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
後
、
日
本
は
、
資
源
が
足
り
な
い

と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
ア
ジ
ア
に
侵
略
戦
争
を
起
こ
し
て
い
き
ま
す
。
石
橋
先
生
の
こ
の
議
論
は
、
資
源
が
な
い
か
ら
侵
略
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
議
論
に
対
す
る
対
抗
の
議
論
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
今
の
原
発
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と
は
状
況
が
違
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
例
え
ば
河
の
流
れ
は
、
電
気
の
発
源
力
と
し
て
今
日
非
常
に
大
切
な
天
然
資
源
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
併
し
之
が
左
様
の
天
然
資

源
と
な
り
ま
し
た
は
、
つ
い
近
年
の
事
で
あ
り
ま
す
。
単
に
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
物
、
自
然
に
存
す
る
物
と
し
て
は
、
河
は
人
類
の
歴
史

以
前
か
ら
流
れ
て
い
た
の
で
す
。
が
唯
だ
そ
れ
だ
け
の
事
で
は
、
河
の
流
れ
は
天
然
資
源
と
な
ら
な
い
。
之
を
天
然
資
源
と
し
ま
し
た
の

は
、
人
が
そ
れ
を
電
気
に
変
え
る
方
法
を
発
見
し
て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
日
本
は
決
し
て
天
恵
が
乏
し
い
か
ら
貧
乏
で
あ
る
の
で
な
く
、

国
民
の
力
が
足
ら
ず
し
て
そ
の
天
恵
を
作
ら
ぬ
か
ら
貧
乏
で
あ
る
の
で
す
。
之
が
、
日
本
は
何
故
貧
乏
か
と
い
う
問
題
に
一
致
す
る
私
の

答
で
す
」
と
。
石
橋
先
生
と
し
て
は
、「
だ
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
海
外
に
求
め
る
必
要
は
な
い
。
日
本
と
し
て
は
国
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

需
要
を
満
た
し
て
国
産
産
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
産
産
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
海
外
の
産
業
と
も
十
分

に
渡
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
国
際
平
和
を
推
進
し
て
、
平
和
主
義
の
中
で
貿
易
立
国
を
し
て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
の
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
当
時
の
考
え
方
。
石
橋
先
生
の
評
論
集
に
載
っ
て
い
る
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」
で
あ
り
ま
す
と
か
、「
一
切
を
棄
つ
る

の
覚
悟
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
小
日
本
主
義
の
基
本
論
文
も
、
日
本
と
い
う
の
は
経
済
・
貿
易
で
や
っ
て
い
け
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
を

前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
む
し
ろ
、
や
っ
て
い
く
た
め
に
、
平
和
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
議
論
の
進
め
方
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
立
正
大
学
当
時
の
理
事
長
の
森
暁
さ
ん
の
お
父
様
、
森
矗
昶
さ
ん
、
こ
の
人
も
、
電
力
を
使
っ
た
国
産
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
と
か
、
国
産
の
化
学
肥
料
生
産
と
い
う
も
の
に
力
を
尽
く
し
た
。
森
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
は
味
の
素
と
も
関
係
を
持
っ
て
、
味
の
素
グ

ル
ー
プ
に
入
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
味
の
素
と
か
昭
和
電
工
グ
ル
ー
プ
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
国
産
の
電

力
を
使
っ
た
国
産
の
化
学
産
業
を
興
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
石
橋
先
生
も
戦
前
期
、
何
と
か
し
て
国
産
産
業
を
興
そ
う
と

い
う
考
え
方
が
非
常
に
強
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
電
力
の
問
題
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
。
実
際
、
昭
和
二
十
六
年
の

『
婦
人
之
友
』
に
も
、
電
気
料
金
が
上
が
る
か
ら
と
い
っ
て
、
反
対
、
反
対
ば
か
り
じ
ゃ
だ
め
だ
と
。
電
力
が
な
け
れ
ば
料
金
が
上
が
っ
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て
し
ま
う
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
水
力
発
電
を
開
発
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
当
時
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り

は
、
先
ほ
ど
の
拡
大
生
産
に
よ
っ
て
人
々
の
幸
福
を
実
現
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
石
橋
先
生
の
考
え
方
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
あ
た
り
か
ら
が
微
妙
な
と
こ
ろ
で
、
七
ペ
ー
ジ
の
一
番
下
か
ら
の
と
こ
ろ
で
す
が
、「
い
わ
ん
や
人
間
に
は
頭
脳
が
あ
る
。
そ
の

頭
脳
の
創
造
力
は
無
限
で
あ
っ
て
、
既
に
今
日
の
世
界
に
お
い
て
も
、
日
に
日
に
新
た
な
る
富
を
造
り
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
知
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
原
子
力
の
ご
と
き
も
、
今
は
残
念
な
が
ら
、
そ
の
利
用
の
方
法
が
悪
い
の
で
、
人
類
を
滅
ぼ
す
凶
器

に
化
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
い
か
に
人
間
の
頭
脳
が
想
像
力
の
た
く
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
証
拠
で
は
あ
る
。
わ
が
国
に
人
口
が
多
い

こ
と
は
、
こ
の
労
働
力
と
頭
脳
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
で
、
そ
れ
が
日
本
の
弱
点
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
て
、
こ
こ
は
ち
ょ
っ

と
読
み
取
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま
開
発
を
続
け
て
い
け
ば
、
原
子
力
の
安
全
性
が
確
保
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
ま
す
し
、
も
う
一
方

で
は
、
原
子
力
も
今
こ
う
や
っ
て
凶
器
に
化
そ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
人
間
の
頭
脳
が
こ
れ
か
ら
発
達
し
て
い
け
ば
、
原
子
力

以
外
に
色
ん
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
。
何
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

他
の
論
文
を
読
ん
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
あ
ま
り
原
子
力
の
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
原
爆
に
は
、
は
っ
き
り
と
反
対
で
す
。
爆
弾
に

し
て
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
明
確
で
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
た
だ
、
原
子
力
発
電
が
ど
う
か
と
い
う
話
に
関
し
て

は
、
時
代
が
違
う
と
い
う
の
も
当
然
あ
り
ま
す
か
ら
、
明
確
な
発
言
は
な
い
。
科
学
に
対
し
て
は
、
石
橋
先
生
は
非
常
に
信
頼
を
置
い
て

い
る
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
能
力
を
大
切
に
し
て
い
て
、
日
本
は
人
材
は
豊
富
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
石
橋
先
生
の
立
場
で

す
か
ら
。
そ
れ
が
、
そ
の
下
の
、
大
河
内
正
敏
さ
ん
に
関
す
る
功
績
に
関
し
て
追
悼
し
た
論
文
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。「
昭
和
六
年

十
二
月
内
閣
が
更
迭
し
、
高
橋
是
清
大
蔵
大
臣
の
下
に
金
の
輸
出
再
禁
止
が
行
わ
れ
る
や
、
わ
が
国
の
産
業
界
は
俄
然
活
況
を
呈
し
た
。

こ
と
に
多
年
半
死
半
生
の
有
様
に
あ
っ
た
重
化
学
工
業
界
」、
さ
っ
き
言
っ
た
、
化
学
肥
料
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
「
目
ざ
ま
し
き
発
展
を
示
し
た
。
同
時
に
卓
越
せ
る
産
業
指
導
者
が
く
つ
わ
を
な
ら
べ
て
現
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
理
研
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
の
総
帥
と
し
て
華
々
し
く
登
場
し
て
き
た
大
河
内
博
士
は
、
日
本
窒
素
の
野
口
さ
ん
、
昭
和
電
工
の
森
さ
ん
、
日
本
産
業
の
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鮎
川
さ
ん
と
合
せ
て
、
私
は
こ
れ
を
産
業
界
の
四
傑
と
称
し
、
推
奨
し
た
。
博
士
は
日
本
を
決
し
て
持
た
ざ
る
国
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、

そ
れ
を
一
般
に
持
た
ざ
る
国
だ
と
考
え
る
の
は
、
西
洋
に
お
い
て
発
達
し
た
技
術
に
適
合
す
る
資
源
で
な
け
れ
ば
資
源
で
な
い
と
誤
解
し

て
い
る
か
ら
だ
」。
例
え
ば
「
日
本
に
は
鉄
鋼
資
源
が
な
い
と
い
う
が
、
そ
う
い
う
の
は
日
本
人
に
意
気
地
の
な
い
消
極
主
義
だ
」
と
い

う
ふ
う
に
大
河
内
さ
ん
が
言
っ
た
。
石
橋
先
生
は
こ
れ
に
も
賛
成
な
わ
け
で
す
。

　
「
単
に
目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
、『
脚
下
に
あ
る
資
源
を
開
発
す
る
勇
気
も
な
く
』、
外
国
に
ま
で
出
か
け
て
、
特
許
や
製
造
権
を
買

う
こ
と
に
狂
奔
す
る
従
来
の
愚
を
改
め
、
科
学
に
よ
っ
て
、
新
た
な
る
技
術
を
開
発
し
、
日
本
独
自
の
産
業
を
打
ち
建
て
よ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
博
士
は
み
ず
か
ら
理
研
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
率
い
て
、
そ
の
理
想
の
実
現
に
努
力
す
る
と
共
に
、
ま
た
文
章
に
よ
っ

て
、
絶
え
ず
こ
れ
が
宣
伝
に
努
力
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
も
、
事
実
関
係
だ
け
か
ら
言
う
と
非
常
に
危
な
い
議
論
で
し
て
、
理
研

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
戦
前
の
理
化
学
研
究
所
を
中
心
に
で
き
て
き
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
な
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
大
河

内
さ
ん
が
所
長
の
時
代
に
、
こ
の
理
研
で
日
本
で
は
初
め
て
の
原
爆
の
開
発
研
究
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
事
実
関
係
だ
け
見
れ
ば
、

要
す
る
に
原
爆
開
発
を
や
っ
て
い
る
研
究
所
の
所
長
を
石
橋
先
生
が
褒
め
て
い
る
と
い
う
形
に
な
る
の
で
、
私
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か

と
思
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
あ
た
り
が
先
ほ
ど
の
、
当
時
の
ま
だ
日
本
と

し
て
は
開
発
し
て
い
な
い
分
野
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
物
事
を
考
え
て
い
た
石
橋
先
生
と
、
今
の
私
た
ち
の
状
況
と
の
違

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
こ
と
は
、
そ
の
下
に
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
石
橋
先
生
の
総
理
大
臣
と
し
て
の
演
説
で
す
け
れ
ど

も
、「
わ
が
国
の
経
済
は
、
目
下
、
幸
い
な
こ
と
に
は
好
景
気
が
つ
づ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
は
ま
だ
隘
路
や
不
調
和
が
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
根
底
に
は
、
弱
点
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
日
こ
そ
、
国
民
経
済
の
土
台
を
固
め
、
経
済
の
実
力
を
充
実
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
さ
い
、
新
内
閣
は
積
極
的
経
済
政
策
を
断
行
し
、
鉄
鋼
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
力
、
輸
送
力
、
そ
の
他
隘
路
の
打
開
、
景
気

の
跛
行
、
経
済
発
展
の
不
均
衡
を
是
正
し
て
、
内
外
市
場
の
開
拓
に
よ
る
経
済
規
模
の
拡
大
を
は
か
る
と
同
時
に
、
日
進
月
歩
の
発
展
を
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示
し
て
い
る
世
界
の
技
術
革
新
の
推
進
に
た
い
す
る
わ
が
国
の
異
常
な
た
ち
お
く
れ
を
克
服
し
て
、
生
産
設
備
の
更
新
と
近
代
化
、
労
働

生
産
性
の
向
上
、
産
業
構
造
の
高
度
化
な
ど
を
は
か
り
、
そ
の
た
め
に
、
資
本
の
調
達
を
円
滑
に
し
、
財
政
を
通
じ
て
の
産
業
資
金
の
供

給
、
あ
る
い
は
道
路
、
河
川
、
港
湾
、
そ
の
他
国
土
資
源
開
発
な
ど
、
生
産
的
な
公
共
事
業
へ
の
投
資
に
は
積
極
政
策
を
実
行
す
る
方
針

で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
当
時
の
石
橋
先
生
の
考
え
方
な
ん
で
す
。

　

難
し
い
の
は
、
こ
の
当
時
の
文
脈
の
中
で
は
、
私
は
、
石
橋
先
生
は
当
然
今
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
似
た
よ
う
な
拡
大
政
策
を
取
る
し
、

金
融
緩
和
を
す
る
し
、
公
共
投
資
を
す
る
し
、
原
発
に
賛
成
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
を
す
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ

れ
は
国
土
の
開
発
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
で
す
。
ま
だ
、
今
の
段
階
と
は
違
う
。
今
は
、
六
十
年
代
、
七
十
年
代
を
過
ぎ
て
、
石
橋
先
生

が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
何
十
年
も
た
っ
て
、
日
本
が
色
々
な
意
味
で
開
発
を
さ
れ
た
時
代
で
す
。
生
活
は
便
利
に
な
っ
た
。
新
幹
線
が
通

る
よ
う
に
な
っ
た
。
車
が
普
及
し
た
。
道
路
が
で
き
た
。
ダ
ム
も
た
く
さ
ん
で
き
た
。
港
湾
の
整
備
も
か
な
り
進
ん
だ
。
そ
の
中
で
、
で

は
、
石
橋
先
生
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
石
橋
先
生
を
推
奨
す
る
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
左
派

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
、
平
和
主
義
者
は
「
石
橋
先
生
が
平
和
主
義
者
だ
っ
た
か
ら
、
私
た
ち
も
平
和
主
義
者
で
い
い
じ
ゃ
な
い

か
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
私
は
、
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
違
う
と
思
う
。
今
の
日
本
の
状
況

が
違
い
ま
す
。
昨
日
、
今
日
も
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
が
飛
ん
で
く
る
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
「
石
橋
先
生
が
平
和
主
義
者
だ

か
ら
、
私
た
ち
も
平
和
主
義
者
で
い
ま
し
ょ
う
よ
」
と
言
う
だ
け
で
は
多
分
、
み
ん
な
納
得
は
し
て
く
れ
な
い
。
私
た
ち
が
平
和
主
義
を

唱
え
よ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
現
在
の
状
況
の
中
で
、
ど
う
や
っ
た
ら
平
和
主
義
が
実
現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と

実
情
を
問
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
は
政
治
学
者
と
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
し
、
皆
さ
ん
は
宗
教
家
と
し
て
そ

う
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

逆
に
、
多
分
い
わ
ゆ
る
保
守
派
の
人
た
ち
と
い
う
も
の
は
、
経
済
政
策
を
唱
え
て
、「
石
橋
先
生
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
か
ら
、

財
政
拡
大
路
線
と
い
う
の
は
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
正
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
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こ
れ
も
石
橋
先
生
の
時
代
と
は
違
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ダ
ム
を
造
る
こ
と
が
そ
の
周
辺
の
人
た
ち
の
生
活
環
境
を
奪
う
こ
と
に
つ
な

が
る
可
能
性
も
あ
る
。
高
速
道
路
も
無
駄
に
造
っ
た
り
、
空
港
を
無
駄
に
造
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
人
々
の
生
活
を
か
え
っ
て
悪
く
し
た

り
、
赤
字
を
ふ
や
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
は
、「
石
橋
先
生
が
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
か
ら
、
い
い
と
言
っ
て
い

る
か
ら
」
と
い
っ
て
、「
私
た
ち
も
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
派
で
す
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、
今
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
ど
う
い
う
経
済
政

策
が
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
石
橋
先
生
の
言
う
こ
と
は
、
何
か
今
の
事
情
を
昔

に
、
逆
方
向
に
つ
ぎ
は
ぎ
し
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
個
人
と
し
て
は
、
こ
れ
は
政
治
学
者
と
し
て
の
議
論
も
少
し
入
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
、
今
の
政
治
学
者
の
多
く
は
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
は
成
長
が
昔
ほ
ど
望
め
る
時
代
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
成
長
路
線
を
長
期
的
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
反
対
し
て
「
い
や
、
や
は
り
成
長
と
い
う
の
は
必
要
で
、
一
定
程
度
の
経
済
成
長
が
な
け
れ
ば
、
人
々
が
食
べ
て

い
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
議
論
を
す
る
学
者
も
い
ま
す
。
た
だ
、
か
な
り
多
く
の
、
特
に
若
い
学
者
た
ち
。
私
は
今
、
四
十
代
半

ば
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
三
十
ぐ
ら
い
か
ら
三
十
五
ぐ
ら
い
ま
で
の
学
者
た
ち
は
、
到
底
、
経
済
成
長
と
い
う
の
を
前
提
に
し
た
議
論
を

組
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
の
で
、
そ
の
中
で
は
、
み
ん
な
が
仕
事
を
分
け
合
う
、
経
済
の
、
果
実
を
分
け
合
う
よ
う
な
形
で
平
等
な
世

界
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
議
論
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
も
し
、
石
橋
先
生
が
こ
の
議
論
を
受
け
入
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
多
分
原
発
に
は
反
対
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
今
の
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
型
の
安
倍
内
閣
の
経
済
運
営

に
も
、
も
う
少
し
注
文
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
「
財
政
支
出
は
し
て
も
い
い
が
、
福
祉
型
の

財
政
支
出
を
も
う
少
し
き
ち
ん
と
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
本
当
に
、

今
、
私
が
言
っ
た
、
今
の
若
手
の
、
若
い
世
代
の
政
治
学
者
が
作
っ
て
い
る
前
提
に
依
拠
し
た
話
な
の
で
、
正
直
な
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
前
提
が
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
論
も
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
今
日
の
お
話
の
中
で
結
論
を
出
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
、
あ
え
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て
結
論
は
出
さ
な
か
っ
た
。
私
自
身
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
し
、
結
論
を
出
す
こ
と
で
も
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
本
当
に
石

橋
先
生
か
ら
す
れ
ば
、「
皆
さ
ん
、
一
人
一
人
が
考
え
る
こ
と
で
す
よ
」
と
多
分
お
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
個
人
の
解
釈
は

今
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
可
能
性
と
し
て
は
、
原
発
反
対
、
そ
れ
か
ら
、
経
済
政
策
を
拡
大
に
す
る
に
し
て
も
、
福
祉
型
の
経
済
政
策
に

持
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
議
論
を
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
感
触
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
今
見
た
よ
う
に
、
石
橋
先
生
は
非
常
に
よ
く
様
々

な
可
能
性
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
電
源
を
開
発
し
な
け
れ
ば
、
国
民
が
生
き
て
い
け
な
い
世
の
中
と
い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
も
全
部
含
め
た
上
で
、
し
っ
か
り
と
議
論
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
私
は
大
事
な
の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
日
蓮
宗
の
宗
門
の
中
で
、
多
分
皆
さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
例
え
ば
お
寺
の
檀
家
の
方
々
と
い
ろ
い
ろ
お
話
し
す
る
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
し
、
日
常
悩
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
と
思
う
ん
で
す
。
私
も
、
ま
た
学
生
と
話
す
と
、
当
然
賛
成
派
の
学
生
、
反
対
派
の
学
生
が

い
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
議
論
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
悩
む
こ
と
も
多
い
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

一
緒
に
悩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
今
回
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

私
と
し
て
は
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
だ
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
と
ま
ら
な
い
話
で
申
し
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現代から見る石橋湛山 ～東日本大震災の二年後に～

立正大学法学部 早川 誠 
１． 石橋論の現状

① 政策ベースの評価 
a)リベラリストとしての石橋 ： 小国主義、平和主義、日中米ソ平和同盟構想 
b)経済理論家としての石橋 ： 新平価金解禁論、リフレーション支持 
 

② 人物ベースの評価 
a)道義的政治家としての石橋 ： 首相辞任書簡 
b)政治思想家としての石橋 ： 代議制論、民主制論・・・相対的に未開拓領域 

 
２． 日蓮宗からの視角

① 立正大学での取り上げ方 
立正大学 140周年史『立正大学の 140年』「特集 第 16代学長石橋湛山」（早川執筆） 
開校 140周年記念特別展「石橋湛山と立正大学」（史料編纂室主催） 
『学修の基礎Ⅰ』ガイドブック：「モラリスト×エクスパート」としての石橋 
 

② 人物的関連 
杉田日布日蓮宗大学長（第 6代、大正 3年から大正 5年、実父） 
望月日謙立正大学長（第 9代、昭和 6年から 7年、師、及び育ての親と言ってよい） 
石橋自身は、杉田湛誓（後に日布）が大教院助教補時代の子供。 
父は山梨県南巨摩郡増穂村昌福寺住職に。石橋も甲府市稲門に転居。 
10歳から 18歳まで、山梨県鏡中条村長遠寺望月日謙に預けられる。 
明治 23年設立山梨普通学校（現遠光寺前、野澤義眞等「山梨の三傑」）で一時教師。 

 
私の父のみまかる暫く前でした。或時私は父に向ひ、何う云ふわけで私を師匠の許に送ら

れたかと尋ねました。其の答へは、孟子に「子を易へて之れを敎ゆ」とあるではないかと

云ふことでありました。そこで私は、實は私も自分の子を誰かに托したいと思ふてゐます

が、どなかた適当の方は無いものでせうかと尋ねました。すると暫く考へてゐましたが、

やはり望月師の外には無いなと云ふ返答でありました。父は、御存じの方もあらうと存じ

ますから敢て申しますが、常に必ずしも師匠を誉めてはゐませんでした。何う云ふ事情か、

私の知らぬことですし、知らうともしませんでしたが、折々師匠の苦情を云ふてゐたこと

もあった様子です。併し自分の子を託す者は結局師匠の外には見当らないと、晩年まで信

じてゐたと云ふことは、師匠の為めにも、父の為めにも、茲に傳へて置いて善いかと存じ

ます。（石橋湛山「鏡中条時代の思出」『日謙上人餘香』身延山久遠寺、昭和 18年） 

現代宗教研究　第48号（2014.3）　　184



2013年 4月 10日（水） 
日蓮宗現代宗教研究所報告 

 2 / 8 
 

 

 
1912年地籍地図での承教寺付近と現在の承教寺付近 
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３． 問題設定

現状の石橋論と、日蓮宗に関わる話（大学での「言い伝え」？）とのズレ 
・総理大臣辞職と学長留任の経緯 
・大学長としての手腕と大学長としての理念 
・大学長に関わる人脈の意味：森暁理事長・・・電源開発との関連 

→鳩山、石橋内閣での原子力安全委 
 
「ヒーロー」としての石橋イメージ（？）は石橋が望んだものだろうか？ 
・・・当てはまらない石橋

、、、、、、、、、
は忘れられるか、批判される。「利用」と「理解」の差。 

 
⇒「リベラリスト」の前提となる思考様式に注目する方法はないか。 

拙稿「石橋湛山と現実主義――立正大学の視点から――」『自由思想』石橋記念財団 
 
４． 具体的な政策について

① 金解禁論争に関連して 
第一次世界大戦での各国の戦費の拡大 
⇒金本位制下での流出を防ぐための金本位制廃止 
⇒終戦後の金本位制復帰、健全財政主義 

 
日本における金本位制復帰の遅れ 

a) 関東大震災からの復興のための財政拡大 
b) 政友会の積極財政主義（日清戦争賠償金獲得以来の鉄道や教育拡充） 

→民政党内閣によって金本位制復帰（健全財政路線）：選挙での民意も支持 
二大政党制下での政権の対立軸としての金本位制

、、、、、、、、、、、、、、
 

＊政友会の対外強硬路線と金本位制批判 
 

湛山（円高を防ぐ新平価金解禁論を主張）の視角 
 
記者は、この目的は為替相場の安定、あるいは、も少し精しく言うならば、我が通貨の対

外価値の安定とその世界の金本位への結合の外には無いと考える。けだし我が通貨の世界

の金本位への結合ということは、金解禁により為替相場の安定をはかるという場合、当然

の含蓄でなければならぬからである。／しかるに或る人々は往々にして、金解禁の目的の

中に、物価の引き下げとか、財界の整理とか、あるいは財政の緊縮とかいうことを持ち込

んで来る。・・・中略・・・が記者はかのうな事柄は、もし必要ならば、金解禁問題の有無

にかかわらず行わるべきことであり、従って金解禁とは何等有機的関係を有せぬ問題であ

ると信ずる。もっとも物価引下げ等々も、それらが金解禁の手段とし必要とせらるる範囲
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においては、勿論金解禁とともに論ぜられねばならぬ。がそれらの人々の主張は、そうで

はない。逆に金解禁を手段として、あるいはこれを好い機会として、物価の引下げ、財界

の整理、あるいは財政の緊縮等を行おうというのである。考えは、まるで顚倒しておる。

しかしてその顚倒した考え方をする結果は、いたずらに金解禁問題の性質を不明ならしめ、

その解決を困難に陥れ、彼らの希望する財界整理等をもかえって遅延せしむるのであ

る。・・・中略・・・金解禁問題は、あくまでも、我が通貨に安定せる対外価値を与うる問

題として取り扱われんことを希望する。（昭和 4年、石橋湛山著作集、第二巻、26‐27頁） 
 
記者は、今度の英国の金本位制停止は、やがて世界列国の通貨制度に著しき改革をもたら

す発端であると考える。英国は既にひとたび金本位を停止したからは、無意味にこれを元

の金本位制に（仮令新平価をもってしてといえども）戻さないに違いない。それがいかな

る新通貨制度を生み来るかは、未だ全く見当がつかない。もしこれを機会に世界列国の通

貨会議が開かれ、世界全体として統一ある組織が作らるる機運が開かるれば、いわゆる金

為替制度が徹底的に行わるるに至るかも知れぬ。またもしかような世界協同が出来なけれ

ば、国々で著しく自国本位な、非協調的な制度が打ち立てられぬとも限らぬ。いずれにし

ても、今までの金本位制度には著しき変化を生ずるだろう。とすればこの際我が国が、前

記せる如き困難を忍び、自国の産業と金融とを危うくし、金本位を維持する如きは愚の骨

頂だ。自衛の意味においても速やかにこれを停止するこそ、当然の処置である。英国が再

び金本位を停止したので、今や世界の主要国で旧平価金本位を回復し維持せるは米国と日

本とだけになった。蔵相はあるいはこれを誇りにするのか知らぬが、まったく詰らぬ見え

である。（昭和 6年、同上、69頁） 
 
第一に世の多くの人々は、政府の歳出は少額なれば少額なるほど善しとする。従って予算

の数字が膨張すれば、直ちにこれを不健全の現象なりとて排斥する。がこの思想は、かつ

て政治が民主化せず、政府の歳出はすなわち王や貴族の浪費を意味した時代の遺物である。

しかるに今日の政府の歳出はこれと違う。それは国民が、国民自身のために支出する経費

である。さればもし国民にして、その目的をさえ誤らねば――言い換えれば善く国民がそ

の支出の方法を考え、彼らの福利を増進する如くにこれを使用しさえするならば、――政

府の財政はいかに膨張するとも厭うべきではない。これに反し、もし支出の途を誤り、国

民の福利の増進に役立たぬならば、数字はいかに小さくも、なおその財政は不健全なりと

評さねばならぬ。しかるに世人は、この点に着眼せぬ。故に予算を批評するに、ただ金額

の大小を言うて、その支出の内容に深く触れない。これは全く財政論の要点を逸したもの

である。・・・（中略）・・・歳出の内容について、理想を言えば限りもない。しかしこの際

はさようの事を論ずる暇はなく、何はともあれ、財政の上からまずいわゆるインフレーシ

ョンを起すことが、我が今日の国民経済にとって緊急時だと信じたからである。私は、こ

の意味において軍事費の膨張も、これなくして政府の事業の少なかったよりも結構だった
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と考える。（「昭和 8年度予算の経済的意味」、同上、100頁、107頁） 
 
すなわちこの物価の状況によってわかるように、我が国の昭和七年以来の生産増加は、幸

いにも需要の増加にほぼ一致し諸財貨間の均衡を保って行われたと考えられる。いわゆる

悪性インフレが起らなかったのは、ただ財貨の生産が総体として殖えたからばかりでなく、

実にこの財貨の諸種類に対する需要と供給との均衡が維持されれたことによるのであ

る。・・・中略・・・以上の如き次第であるから、将来公債によって支弁せられる歳出は、

まず政府においてその費途を慎重に吟味しなければならない。生産力の余裕の既になき産

業部面に向かって、政府が更に強いてその財貨を急激に需要する如き歳出の使い方をすれ

ば、破綻は必ずここから発生する。これは、政府が租税を財源として歳出を増加する場合

においても同様だ。（昭和 12年、同上、158‐159頁） 
 

② 生産第一主義 
戦後日本の物価騰貴に対するインフレーションの懸念 
（後の一万田尚登日銀総裁・大蔵大臣との軋轢） 
石橋の立場：インフレではなく、むしろデフレが問題 
→いわゆる「保守本流」の立場に近いとも言える。公共投資、建設、農業等重視。 
「もし石橋が病気で倒れず、総理大臣を継続できていたら・・・」 

 
国家財政の目的、ことに今日のわが国のごとき場合のそれは、なによりもまず第一に、国

民に業を与え、産業を復興し、いわゆるフル・エンプロイメントを目指して国民経済を推

進することにあると考える。以下に財政収支は均衡を示しても、国内に失業者があふれ、

多くの生産要素が遊休状態におかれる有様では、これを真の健全財政とは、決して称する

ことはできないと考える。・・・中略・・・ところが昨年の終戦以来のわが国は、はたして

フル・エンプロイメントの状態にあったかと申せば、それはさようには申せない。それど

ころか、現にわれわれがみるごとく、多くの失業者が発生し、表面就業している人たちも、

十分の生活活動をなすことができず、生産設備のはなはだ多くの部分は遊休化しているの

である。これは断じて完全稼働ではなく、逆にはなはだしきアンダー・エンプロイメント

である。かかる状態の下においての通貨膨張と物価騰貴とはデフレ政策によって救治しう

るがごとき、普通の意味のインフレでないことは明らかである。終戦後のわが国のインフ

レは以上のしだいであって、実は戦争および敗戦に基づいて生じた、経済秩序の破壊と虚

脱状態、しこうしてこれより生じた飢饉現象ないし恐慌現象とみるべきである。（昭和 21
年度衆議院財政演説、大蔵大臣として、全集 13巻、190‐191頁） 
→石炭や肥料についての増産方針 
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石橋の「リフレーション」イメージ 

 
（全集第 13巻、352頁） 
 
経済政策の目標としては、完全雇用を第一段階とします。現在六十数万人の完全失業者、

その他にいわゆる潜在失業者が、農村や中小企業の間に多数ありまして、その上に年々、

就業年齢に達する人が増えるのでありますから、これをこのままにして置けば、非常に危

険な状態になることは当然であります。どうしても職場をふやして、働ける人には職場を

与える、理想的に申しますと、完全に仕事を与え、収入を得られるようにすることが、社

会上から申しましても、経済上から申しましても必要であります。（昭和 30 年、通産大臣
として、全集第 14巻、213頁） 
 
第三には雇用の増大、ひいては生産の増加であります。これはかねがね私の申します通り、

わが国においては人口が過剰だということがしばしばいわれました。しかし現在の状況は

どうかと申しますと、世界はどこを見ましても人が足りない。西欧諸国あるいはアメリカ

等におきましては、生産はもっと伸ばしたい。しかしながらどこに隘路があるかというこ

と、一番の隘路は人なんである。ところが幸いなるかな、わが国には過剰と称せられるほ

ど優秀なる人が沢山いる。・・・中略・・・どうか皆さんの鞭撻のもとに、今日あるいは失

業しておる人々、あるいは潜在失業と称せられる人々が、みなその志を得て十分に働ける

ようにしたい。そうするとわが国の生産というものはうんと伸びます。ちょっと考えてみ

ても、今の生産の二倍、三倍にはすぐなる。・・・中略・・・第四は福祉国家の建設であり

ます。ただいまも申しましたように、生産性を伸ばし生産をふやすという目的は、国民の

生活を豊かにし、国民の生活を幸福にする以外の目的はないのであります。・・・中略・・・
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明年度の財政においてもその趣旨によりまして、たとえば国民の保険制度を国民全部に行

き渡らせる、あるいは減税でありますとか、あるいは住宅の建設でありますとか、これら

はいずれも福祉国家建設の一つの手段であります。（昭和 32年、わが「五つの誓い」、総理
大臣として全国遊説のための自民党演説会第一声、同上、359‐340頁） 
 

③ エネルギー供給について 
生産力増強のためのエネルギー増産と科学技術への期待 

 
然らば日本に天恵が乏しい、天然資源が少ないと云う説は何うかと申しますに、ここにも

亦私は、我国人の一般の思想には、非常に間違った考えが潜んでおることを見るのであり

ます。・・・中略・・・例えば河の流れは、電気の発源力として今日非常に大切な天然資源

となっておりますが、併し之が左様の天然資源となりましたは、つい近年の事であります。

単に天から与えられた物、自然に存する物としては、河は人類の歴史以前から流れていた

のです。が唯だそれだけの事では、河の流れは天然資源とならない。之を天然資源としま

したのは、人がそれを電気に変える方法を発見してからであります。・・・中略・・・日本

は決して天恵が乏しいから貧乏であるのでなく、国民の力が足らずしてその天恵を作らぬ

から貧乏であるのです。之が、日本は何故貧乏かという問題に一致する私の答です。（昭和

3年、全集第 16巻、160、165頁） 
→森矗昶（石橋学長下で立正大学学園理事長だった森暁の父）の水力発電開発 
電力による国産アルミニウム、国産化学肥料生産→昭和電工 

 
電気料金が上がるというので、反対の声が各所に起った。これは、すぐさま家庭の生計に

も響く事がらだから、問題になるのは当然である。私も今俄かに電気料金を六倍にも七倍

にもあげることには賛成しない。・・・中略・・・我々が真に収入をふやすのには、生産を

ふやすより外に手段はない。これも電気会社を例にしていうならば、その会社の発電力が

増し、従業員一人当りの電気の売れ高が増すならば、その利益で増給ができるから、電気

料金を上げずとも、賃上げの要求に応じ得る。言うまでもなく、それは電気の生産が増し

たからである。これは、すべての事業において同様である。我々は日々の生計が苦しいに

つけても、全力をあげて、国の生産増加につとめなければならない。／日本において今、

生産を増加する最も有効の方法は、水力電気を開発することだ。電気がふえさえすれば、

他のいろいろの生産も興って来る。水力は日本に恵まれたる唯一の大資源である。しかも、

その開発には、あえて外国の援助を必要としない。私は、どうか、それを、この際大いに

促進したいものだと思っている。（昭和 26 年、「電気料金と家計」『婦人之友』掲載、全集
第 16巻、616‐617頁） 
 
いわんや人間には頭脳がある。その頭脳の創造力は無限であって、既に今日の世界におい
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ても、日に日に新たなる富を造り出しつつあることはわれわれの知っているとおりである。

原子力のごときも、今は残念ながら、その利用の方法が悪いので、人類を滅ぼす凶器に化

そうとしているが、いかに人間の頭脳が創造力のたくましいものであるかの証拠ではある。

わが国に人口が多いことは、この労働力と頭脳とが多いことである。なんで、それが日本

の弱点であろう。（昭和 29年、全集第 13巻、197‐198頁） 
 
昭和六年十二月内閣が更迭し、高橋是清大蔵大臣の下に金の輸出再禁止が行われるや、わ

が国の産業界は俄然活況を呈した。ことに多年半死半生の有様にあった重化学工業界は、

目ざましき発展を示した。同時に卓越せる産業指導者がくつわをならべて現れた。その中

でも、いわゆる理研コンツェルンの総帥として華々しく登場してた大河内博士は、日本窒

素の野口遵、昭和電工の森矗昶、日本産業の鮎川義介の三氏と合せて、私はこれを産業界

の四傑と称し、特に推奨したしだいであった。・・・中略・・・博士は日本を決して持たざ

る国とは考えていなかった。しかるにそれを一般に持たざる国だと考えるのは、西洋にお

いて発達した技術に適合する資源でなければ資源でないと誤解しているからである。例え

ば「日本には鉄鋼資源が無いというが、それは磁鉄鉱資源が無いので、鉄鋼資源が無いの

ではない。欧米の製鉄法でなければ、鉄ができないように思っている日本人の意気地のな

い消極主義だ」と博士はいうのである。・・・中略・・・単に目先の利益にとらわれ「脚下

にある資源を開発する勇気もなく」、外国にまで出かけて「ゼゲンのまねをし」、特許や製

造権を買うことに狂奔する従来の愚を改め、科学によって、新たなる技術を開発し、日本

独自の産業を打ち建てよということであった。そして博士はみずから理研コンツェルンを

率いて、その理想の実現に努力すると共に、また文章によって、断えずこれが宣伝に努力

した。（昭和 29年、私の見た大河内（正敏）博士の功績、全集第 14巻、500‐504頁） 
→理研コンツェルンと戦中の原子力研究 
 
わが国の経済は、目下、幸いなことには好景気がつづいておりますが、そこにはまだ隘路

や不調和があらわれ、その根底には、弱点がたくさんあります。今日こそ、国民経済の土

台を固め、経済の実力を充実する絶好の機会であります。このさい、新内閣は積極的経済

政策を断行し、鉄鋼、エネルギー、電力、輸送力その他隘路の打開、景気の跛行、経済発

展の不均衡を是正して、内外市場の開拓による経済規模の拡大をはかると同時に、日進月

歩の発展を示している世界の技術革新の水準にたいするわが国の異常なたちおくれを克服

して、生産設備の更新と近代化、労働生産性の向上、産業構造の高度化などをはかり、そ

のために、資本の調達を円滑にし、財政を通じての産業資金の供給、あるいは道路、河川、

港湾、その他国土資源開発など、生産的な公共事業への投資には積極政策を実行する方針

であります。（昭和 32年、首相として遊説演説の原稿、全集第 16巻、487‐488頁） 
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