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学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

二
一　
︵

一
︑
は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
近
代
日
本
の
経
済
発
展
及
び
企
業
経
営
を
牽
引
し
た

企
業
家
集
団
に
つ
い
て
︑
特
に
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
の
そ
れ

が
果
た
し
た
役
割
を
検
討
対
象
と
し
て
︑
そ
の
経
済
史
研
究
上
の

意
義
と
課
題
を
析
出
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
慶
應
義

塾
出
身
の
伊
東
要
蔵
や
和
田
豊
治
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
学
閥
企
業
家
集
団
と
位
置
づ
け
︑
彼
ら
の
企
業
家
活
動
を
概
括

す
る
と
と
も
に
︑
当
該
領
域
に
関
連
す
る
既
往
の
研
究
成
果
を
検

討
す
る
︒

　

前
記
の
課
題
を
検
討
す
る
た
め
の
論
点
は
︑
次
の
二
点
に
集
約

さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑
当
該
研
究
に
関
す
る
筆
者
の
こ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
概
括
し
︑
第
二
に
︑
日
本
経
済
の
発
展
と

企
業
経
営
に
果
た
し
た
学
閥
企
業
家
集
団
及
び
そ
こ
に
属
す
る
企

業
家
の
活
動
に
つ
い
て
︑
研
究
史
を
渉
猟
す
る
︒
本
稿
で
は
︑
以

下
の
四
点
の
視
角
を
設
定
し
︑
研
究
史
の
整
理
を
お
こ
な
う
︒
す

な
わ
ち
︑
①
学
卒
企
業
家
集
団
の
機
能
︑
②
企
業
と
高
等
教
育
機

関
の
関
係
︑
③
地
方
の
産
業
化
と
地
方
資
産
家
の
役
割
︑
④
個
別

産
業
の
展
開
︵
鉄
道
・
金
融
）
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
の
課
題

は
︑
既
往
の
研
究
成
果
の
検
討
に
よ
り
経
済
史
研
究
に
お
け
る
意

義
の
析
出
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
次
節
で
詳
述
す
る
検
討

対
象
に
関
す
る
個
別
の
研
究
史
に
つ
い
て
の
議
論
は
お
こ
な
わ
な

い
も
の
と
す
る
︒

二
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能

二-
一
︑〝
慶
應
閥
〟
企
業
の
経
営
実
態

　

本
節
で
は
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
が
経
営
に
お
い
て
主
導

的
な
役
割
を
果
た
し
た
企
業
に
つ
い
て
︑
個
別
の
活
動
に
留
意
し

二
九
一

学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

─
─
伊
東
要
蔵
と
そ
の
周
辺
─
─

三

科

仁

伸



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

二
二　
︵

つ
つ
︑
概
括
を
お
こ
な
う
︒
ま
ず
は
︑
玉
川
電
気
鉄
道
︑
豊
国
銀

行
︑
千
代
田
生
命
相
互
保
険
︵
以
下
︑
千
代
田
生
命
保
険
）
の
経

営
に
つ
て
詳
述
し
︑
次
に
︑
伊
東
要
蔵
の
企
業
家
活
動
に
つ
い
て

総
括
す
る
︒

　

慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
ら
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
代
表
的
な

鉄
道
は
︑
玉
川
電
気
鉄
道
︵
東
急
田
園
都
市
線
の
前
身
）
で
あ
る
︒

玉
川
電
気
鉄
道
は
︑
世
田
谷
地
域
の
沿
線
地
域
住
民
に
よ
っ
て
建

設
が
進
め
ら
れ
た
が
︑
彼
ら
は
近
代
的
企
業
の
経
営
能
力
を
有
し

え
な
か
っ
た
た
め
に
︑
渡
邊
熊
之
進
ら
外
部
の
経
営
陣
の
参
入
が

促
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
彼
ら
が
建
設
計
画
の
遅
滞
や
建
設
資
金
の

調
達
に
絡
ん
だ
問
題
に
直
面
し
た
結
果
︑
沿
線
地
域
で
宅
地
開
発

を
計
画
し
て
い
た
東
京
信
託
会
社
が
経
営
に
参
画
す
る
こ
と
に
な

る
︒
東
京
信
託
会
社
は
︑
永
松
達
吾
や
津
田
興
二
と
い
っ
た
慶
應

義
塾
出
身
の
企
業
家
が
関
わ
る
企
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
同
社

の
資
本
参
加
を
契
機
と
し
て
︑
玉
川
電
気
鉄
道
の
建
設
及
び
経
営

は
︑
慶
應
義
塾
出
身
企
業
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

玉
川
電
気
鉄
道
の
経
営
を
長
期
に
わ
た
っ
て
主
導
し
た
津
田
興

二
は
︑
富
士
瓦
斯
紡
績
の
和
田
豊
治
と
交
渉
の
上
︑
同
社
か
ら
の

資
金
援
助
を
取
り
付
け
︑
ま
た
和
田
豊
治
没
後
に
は
門
野
幾
之
進

が
経
営
す
る
千
代
田
生
命
保
険
と
の
資
本
関
係
を
強
化
す
る
な
ど
︑

同
窓
関
係
に
依
拠
し
た
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い︵
た
）
1

︒
こ
う
し
た
関

係
は
︑
富
士
瓦
斯
紡
績
が
送
電
網
を
構
築
し
︑
東
京
へ
進
出
す
る

際
の
足
掛
か
り
と
も
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
当
時
か
ら
︑
同
社
は

﹁
三
田
出
の
元
老
と
し
て
嘖
々
の
名
声
あ
る
津
田
氏
を
専
務
取
締

役
と
し
︑
其
他
和
田
氏
︑
北
川
氏
以
下
︑
何
れ
も
同
窓
で
且
つ
実

業
界
に
聞
こ
え
た
人
々
﹂︵
鈴
木
︵
一
九
一
五
）︑
九
〇
頁
）
に
よ

っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
も
︑
北
川
禮

弼
や
平
沼
亮
三
な
ど
の
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
が
経
営
を
主
導

し
た
が
︑
東
京
横
浜
電
鉄
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
後
述
す

る
伊
東
要
蔵
も
︑
玉
川
電
気
鉄
道
に
出
資
し
て
い
た
︵
三
科
︵
二

〇
一
五
））︒

　

金
融
機
関
に
つ
い
て
み
る
と
︑
豊
国
銀
行
が
慶
應
義
塾
出
身
の

企
業
家
ら
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒

豊
国
銀
行
は
︑
武
総
銀
行
を
母
体
と
し
て
︑
浅
草
銀
行
や
三
田
銀

行
︑
本
郷
商
業
銀
行
︑
浜
松
信
用
銀
行
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た

銀
行
で
あ
っ
た
︒
こ
の
合
同
を
唱
導
し
た
濱
口
吉
右
衛
門
は
慶
應

義
塾
で
学
ん
だ
人
物
で
あ
り
︑
小
規
模
な
銀
行
の
乱
立
で
は
産
業

化
に
必
要
と
さ
れ
る
資
金
を
供
給
し
え
な
い
と
し
て
︑
資
本
金
一

〇
〇
〇
万
円
規
模
の
巨
大
銀
行
の
設
立
を
構
想
す
る
︒
そ
の
た
め
︑

和
田
豊
治
を
筆
頭
に
︑
多
く
の
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
が
同
行

の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
合
同
し
た
銀
行
の
う
ち
︑
東
京
以
外

に
本
店
を
置
く
も
の
は
浜
松
信
用
銀
行
の
み
で
あ
る
が
︑
同
行
は

二
九
二



学
閥
企
業
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集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

二
三　
︵
二
九
三

伊
東
要
蔵
が
経
営
す
る
銀
行
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
合
同
が
承
認
さ

れ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
伊
東
要
蔵
は
豊
国
銀
行
の
取
締
役
に

就
任
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
関
係
か
ら
︑
同
行
の
経
営
陣
に
つ
い

て
︑﹁
幹
部
に
は
三
田
系
の
人
物
を
網
羅
す
﹂︵
吉
野
︵
一
九
一

五
）︑
二
三
四
頁
）︑﹁
慶
應
出
身
名
士
彬
々
と
し
て
聚
れ
り
﹂︵
三

田
商
業
研
究
会
編
︵
一
九
〇
九
）︑
一
二
六
頁
）
と
評
さ
れ
て
い

た
︒

　

豊
国
銀
行
の
経
営
方
針
は
︑
堅
実
主
義
を
第
一
と
す
る
も
の
で
︑

リ
ス
ク
の
伴
う
有
価
証
券
投
資
を
避
け
る
こ
と
で
安
定
的
な
収
益

の
確
保
を
重
視
し
た
︒
こ
う
し
た
方
針
は
︑
監
査
役
に
就
任
し
た

門
野
幾
之
進
に
よ
る
も
の
で
︑
彼
は
︑
各
種
勘
定
か
ら
経
費
に
至

る
ま
で
一
切
を
内
部
に
立
ち
入
っ
て
調
査
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ

た
監
査
役
会
直
属
の
検
査
課
を
設
置
し
︑
営
業
部
か
ら
完
全
に
独

立
し
た
立
場
か
ら
︑
健
全
な
銀
行
経
営
を
目
指
し
た
︒
こ
う
し
た

経
営
方
針
も
あ
り
︑
豊
国
銀
行
は
昭
和
恐
慌
を
乗
り
切
り
︑
恐
慌

後
の
金
融
機
関
の
整
理
の
際
に
は
︑
昭
和
銀
行
を
設
立
す
る
上
で

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
︵
三
科
︵
二
〇
一
六
））︒

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
門
野
幾
之
進
が
経
営
し
た
企
業
が
︑
千
代

田
生
命
保
険
で
あ
っ
た
︒
門
野
幾
之
進
は
︑
慶
應
義
塾
で
学
び
︑

同
塾
で
長
ら
く
教
鞭
を
執
っ
た
後
︑
実
業
界
に
転
身
し
た
人
物
で

あ
る
︒
彼
が
千
代
田
生
命
保
険
を
興
す
に
あ
た
っ
て
︑
波
多
野
承

五
郎
や
朝
吹
英
二
ら
慶
應
義
塾
出
身
の
実
業
家
ら
が
積
極
的
な
後

援
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
同
社
の
初
期
の
基
金
拠
出
者
の

半
数
以
上
は
慶
應
義
塾
の
出
身
者
で
あ
る
と
と
も
に
︑
評
議
委
員

に
も
そ
の
有
力
者
が
名
を
連
ね
て
い
た
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑

千
代
田
生
命
保
険
は
︑﹁
社
長
門
野
幾
之
進
以
下
︑
一
人
の
異
学

閥
を
も
交
へ
な
い
オ
ー
ル
・
ケ
イ
オ
ウ
﹂︵
三
木
田
︵
一
九
三
三
）︑

九
〇
頁
）
の
企
業
で
あ
り
︑﹁
三
田
学
園
を
地
盤
と
し
て
起
ち
た

る
﹂︵
栗
原
編
︵
一
九
三
八
）︑
九
三
頁
）
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
︒

　

ま
た
︑
門
野
幾
之
進
自
身
が
教
育
者
か
ら
企
業
家
に
転
じ
た
こ

と
も
あ
り
︑
同
社
は
利
潤
の
追
求
を
第
一
目
的
と
せ
ず
︑
堅
実
第

一
の
経
営
方
針
を
堅
守
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
同
社
が
相
互

会
社
の
形
態
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
︒
さ
ら

に
︑
事
業
の
拡
大
の
際
に
は
既
存
の
経
営
資
源
を
活
用
す
る
こ
と

を
重
視
し
た
た
め
︑
彼
が
関
わ
っ
た
事
業
は
保
険
事
業
に
限
定
さ

れ
て
い
た
︒
具
体
的
に
は
︑
共
同
火
災
保
険
︑
千
代
田
火
災
保
険
︑

千
歳
火
災
海
上
再
保
険
︑
第
一
機
関
汽
缶
保
険
︑
日
本
徴
兵
保
険

の
み
で
あ
る
︵
三
科
︵
二
〇
一
八
ｄ
））︒

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
︑
玉
川
電
気
鉄
道
︑
豊
国
銀
行
︑

千
代
田
生
命
保
険
は
︑
当
時
か
ら
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
に
よ

っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
と
認
知
さ
れ
て
い
た
企
業
で
あ
り
︑
こ
う



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

二
四　
︵

し
た
事
実
は
︑
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
︑〝
慶
應
閥
〟
と
認
識

さ
れ
た
企
業
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

二-
二
︑
伊
東
要
蔵
の
企
業
家
活
動

　

次
に
︑
こ
う
し
た
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
の
一
人
で
あ
る
伊

東
要
蔵
の
企
業
家
活
動
に
つ
い
て
み
て
い
く
︒
伊
東
要
蔵
︵
一
九

六
四
―
一
九
三
四
）
は
静
岡
県
引
佐
郡
︵
現
︑
浜
松
市
）
の
資
産

家
で
あ
り
︑
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
後
は
︑
慶
應
義
塾
や
大
阪
商
業

講
習
所
の
教
員
を
務
め
︑
伊
東
家
を
継
承
し
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
︑
実
業
界
で
活
躍
し
て
い
る
︒

　

伊
東
要
蔵
が
経
営
に
関
わ
っ
た
企
業
に
つ
い
て
︑
静
岡
県
内
の

企
業
と
県
外
の
そ
れ
と
に
分
類
し
比
較
す
る
と
︑
前
者
は
金
融
事

業
や
イ
ン
フ
ラ
関
係
の
事
業
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
後
者

で
は
和
田
豊
治
や
浜
口
吉
右
衛
門
ら
が
関
係
し
た
企
業
が
主
な
も

の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
中
で
は
︑
富
士
瓦
斯
紡
績
及
び
そ
の
傍
系
企

業
が
中
心
と
い
え
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
静
岡
県
外
の
全
国

的
な
企
業
の
経
営
に
関
与
す
る
場
合
は
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業

家
と
の
関
係
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑

勤
労
所
得
の
面
で
は
︑
後
者
か
ら
得
ら
れ
る
そ
れ
が
大
部
分
を
占

め
て
い
た
︒

　

次
に
︑
彼
の
投
資
動
向
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
︑
鉄
道
事
業
や

金
融
事
業
︑
紡
績
事
業
を
中
心
に
︑
自
身
が
経
営
に
関
与
し
た
企

業
や
和
田
豊
治
が
関
係
す
る
企
業
へ
の
投
資
が
顕
著
で
あ
っ
た
︒

特
に
︑
富
士
瓦
斯
紡
績
に
関
係
す
る
企
業
へ
の
投
資
が
最
大
で
あ

っ
た
︒
同
社
へ
の
投
資
は
和
田
豊
治
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
留
意
す
る
と
︑
同
社
以
外
の
静
岡
県
下
の
企
業
へ
の
投
資

比
率
は
低
調
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
伊
東
要
蔵
の
同
窓
関
係
に
依

拠
し
た
投
資
活
動
は
︑
投
資
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る
上
で
も
意
味

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
彼
が
地
方
の

産
業
化
を
企
図
す
る
﹁
名
望
家
﹂
型
の
資
産
家
に
は
類
型
化
さ
れ

え
な
い
と
理
解
で
き
る
︵
三
科
︵
二
〇
一
八
ｂ
））︒

　

伊
東
要
蔵
の
企
業
家
活
動
に
お
い
て
︑
慶
應
義
塾
出
身
者
の
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
顕
著
な
事
例
は
︑
三
十
五
銀
行
の

経
営
改
革
で
あ
っ
た
︒
一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
三
十
五
銀
行
は
︑

銀
行
関
係
者
へ
の
放
漫
な
融
資
や
杜
撰
な
貸
出
審
査
体
制
に
起
因

す
る
不
良
債
権
の
発
生
に
よ
り
︑
運
転
資
金
が
窮
乏
し
た
た
め
︑

経
営
の
刷
新
や
不
良
債
権
の
処
理
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
こ

の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
︑
伊
東
要
蔵
は
同
行
の
頭
取
に
就
任
し
︑

経
営
改
革
を
断
行
す
る
︒
彼
は
損
失
額
を
明
確
に
把
握
す
る
と
と

も
に
︑
損
失
分
を
減
資
に
よ
り
補
填
す
る
方
針
を
打
ち
出
す
も
︑

株
主
の
反
対
に
よ
り
実
現
し
え
な
か
っ
た
︒

　

ま
た
︑
伊
東
要
蔵
は
改
革
を
実
行
す
る
上
で
必
要
と
な
る
本
店

二
九
四



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

二
五　
︵

や
東
京
支
店
の
支
配
人
を
外
部
か
ら
登
用
す
る
た
め
に
︑
当
時
の

日
本
銀
行
総
裁
の
山
本
達
雄
や
和
田
豊
治
と
い
っ
た
慶
應
義
塾
出

身
者
に
対
し
︑
人
材
の
周
旋
を
依
頼
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
う

し
た
外
部
か
ら
の
人
材
登
用
も
反
対
派
か
ら
の
攻
撃
材
料
と
さ
れ
︑

伊
東
要
蔵
は
改
革
の
途
中
で
辞
職
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
伊
東
要

蔵
が
お
こ
な
っ
た
三
十
五
銀
行
の
改
革
を
支
え
た
の
は
慶
應
義
塾

出
身
者
で
あ
っ
た
︒
こ
の
間
︑
不
良
債
権
化
し
た
貸
付
金
の
抵
当

に
設
定
さ
れ
て
い
た
富
士
瓦
斯
紡
績
︵
当
時
は
︑﹁
富
士
紡
績
﹂）

の
株
式
は
︑
自
身
が
監
査
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
伊
東
要

蔵
自
身
で
引
取
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を
契
機
と
し
て
︑
彼
は
富
士
瓦

斯
紡
績
と
の
関
係
を
緊
密
化
さ
せ
て
い
く
︵
三
科
︵
二
〇
一
七
））︒

　

伊
東
要
蔵
は
地
方
の
産
業
振
興
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
浜

松
地
域
で
は
︑
一
八
九
〇
年
代
か
ら
鉄
道
建
設
の
気
運
が
高
ま
っ

て
い
た
が
︑
発
起
人
間
の
対
立
や
建
設
資
金
の
窮
乏
な
ど
か
ら
実

現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
間
︑
伊
藤
市
平
の
依
頼
に
よ
り
遠

参
鉄
道
建
設
計
画
に
参
加
し
た
伊
東
要
蔵
は
︑
一
九
一
二
年
に
浜

松
軽
便
鉄
道
︵
後
︑
浜
松
鉄
道
）
を
開
業
さ
せ
︑
そ
の
後
は
社
長

と
し
て
経
営
に
あ
た
っ
た
︒
ま
た
︑
浜
松
鉄
道
の
筆
頭
株
主
で
あ

っ
た
伊
東
要
蔵
は
︑
一
九
二
〇
年
段
階
で
発
行
済
み
株
式
の
九
・

七
二
％
を
保
有
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
浜
松
鉄
道
の
建
設
に

際
し
て
は
︑
伊
東
要
蔵
は
当
該
地
域
の
資
産
家
や
地
方
企
業
家
ら

と
協
同
し
て
事
業
を
進
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
伊

東
要
蔵
は
︑
関
わ
る
事
業
の
性
質
に
よ
っ
て
︑
人
的
ネ
ッ
ワ
ー
ク

を
選
択
的
に
活
用
し
て
い
た
と
い
え
る
︵
三
科
︵
二
〇
一
四
））︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
伊
東
要
蔵
の
経
済
活
動
を
概
括
す
る
と
︑
地

方
の
資
産
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
伊
東
要
蔵
は
︑
慶
應
義
塾
出
身

の
企
業
家
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
こ
と
で
︑
当
該
地
域

に
限
定
さ
れ
な
い
経
済
活
動
を
お
こ
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
︒
こ

う
し
た
背
景
に
は
︑
和
田
豊
治
ら
を
中
心
と
し
た
学
閥
企
業
家
集

団
の
存
在
が
想
定
さ
れ
よ
う
︒

三
︑

日
本
経
済
史
に
お
け
る
学
閥
企
業
家
集
団
研
究
の

意
義

三
-
一
︑
学
卒
者
と
企
業
家
集
団
の
機
能

　

本
節
で
は
︑
前
節
で
指
摘
し
た
学
閥
企
業
家
集
団
に
つ
い
て
︑

経
済
史
研
究
上
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
本
稿

の
枠
組
み
に
即
し
て
︑
関
連
す
る
諸
分
野
の
研
究
を
検
討
し
て
い

く
︒
は
じ
め
に
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
に
代
表
さ
れ
る
学
卒

者
と
企
業
家
集
団
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

　

資
本
主
義
下
に
お
け
る
経
済
発
展
を
前
提
と
し
た
近
代
的
企
業

経
営
を
論
じ
る
際
に
は
︑
事
業
の
担
い
手
で
あ
る
企
業
家
へ
の
注

目
は
論
を
俟
た
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒
古
く
は
Ｊ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー

二
九
五



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

二
六　
︵

タ
ー
が
企
業
家
の
活
動
に
由
来
す
る
﹁
革
新
﹂
に
経
済
発
展
の
原

動
力
を
求
め
た
一
方
で
︵
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
︵
一
九
七
七
））︑

Ａ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
ら
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
議
論
を
発
展
さ
せ
︑

事
業
の
設
立
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
維
持
拡
大
も
企
業
家
の
特
質
と

み
な
す
こ
と
を
提
唱
し
た
︵
コ
ー
ル
︵
一
九
七
七
））︒
こ
の
よ
う

な
企
業
家
へ
の
理
論
的
関
心
を
近
代
日
本
経
済
史
研
究
に
適
応
す

る
場
合
︑
国
際
的
に
は
模
倣
者
や
追
随
者
で
あ
っ
て
も
︑
企
業
家

は
各
時
代
の
﹁
革
新
者
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
︑
経
営
者
や
管
理
者
︑

技
術
者
な
ど
も
企
業
家
に
含
む
必
要
が
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら

︵
宮
本
︵
一
九
九
九
））︑
経
営
史
研
究
が
進
め
ら
れ
た
と
理
解
で

き
る
︒

　

こ
う
し
た
企
業
家
の
出
自
に
つ
い
て
︑
日
本
の
そ
れ
の
多
く
は
︑

財
閥
な
ど
の
番
頭
を
含
め
︑
武
士
身
分
の
出
身
が
多
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
︵
土
屋
︵
一
九
五
四
）；
石
川
︵
一
九
七
四
））︒

ま
た
︑
明
治
期
の
企
業
家
の
出
身
か
ら
成
功
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス

を
分
析
し
た
Ｊ
・
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
と
由
井
常
彦
は
︑
次
の
四

つ
の
類
型
を
提
示
し
て
い
る
︒
第
一
に
﹁
動
乱
期
の
機
会
を
手
中

に
し
た
商
人
タ
イ
プ
﹂︑
第
二
に
﹁
い
わ
ゆ
る
﹁
政
商
﹂
タ
イ
プ
﹂︑

第
三
に
﹁
中
央
に
お
け
る
実
業
家
タ
イ
プ
﹂︑
第
四
に
﹁
地
方
的

な
実
業
家
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
第
四
の
類
型
と
さ
れ
る
﹁
地

方
的
な
実
業
家
﹂
と
は
︑
旧
来
の
農
民
層
や
商
人
層
が
中
心
で
あ

っ
て
︑﹁
が
い
し
て
よ
り
地
域
的
な
郷
土
の
発
展
・
近
代
化
と
か
︑

家
名
の
高
揚
︑
家
業
の
繁
栄
﹂
に
対
す
る
動
機
付
け
に
よ
っ
て
︑

経
済
活
動
に
関
与
し
た
と
説
明
さ
れ
る
︵
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
・

由
井
︵
一
九
七
七
）︑
一
二
八
頁
）︒

　

近
年
の
企
業
家
に
関
す
る
関
心
の
中
で
は
︑
個
別
具
体
的
な
活

動
の
分
析
に
加
え
︑
相
互
連
携
の
役
割
に
つ
い
て
議
論
が
進
め
ら

れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
研
究
視
角
は
﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役
員

録
﹄
を
活
用
し
た
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー︵
ク
）
2

の
分
析
に
よ
っ
て
提
起

さ
れ
た
︒
当
初
は
愛
知
県
下
に
限
定
し
た
分
析
で
あ
っ
た
が
︵
和

田
・
小
早
川
・
塩
見
︵
一
九
九
二
ａ
）；
和
田
・
小
早
川
・
塩
見

︵
一
九
九
二
ｂ
）；
和
田
・
小
早
川
・
塩
見
︵
一
九
九
三
））︑
検
討

対
象
を
全
国
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
︵
小
早
川
・
鈴
木
・
和
田

︵
一
九
九
九
）；
鈴
木
・
小
早
川
・
和
田
︵
一
九
九
九
））︑﹁
全
国

の
企
業
と
経
営
者
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
包
括
的
︑
体
系
的
な
資

料
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
︑
わ
が
国
工
業
化
の
推
進
主
体
に
つ

い
て
考
察
﹂︵
鈴
木
・
小
早
川
・
和
田
︵
一
九
九
九
）︑
二
七
五

頁
）
さ
れ
て
い
っ
た
︒
以
上
の
検
討
か
ら
︑﹁
地
域
に
根
差
し
た

同
志
が
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
独
自
の
人
的
ネ
ク
サ
ス
を

形
成
し
︑
こ
れ
を
基
に
共
同
で
会
社
を
設
立
し
︑
か
つ
経
営
に
関

与
す
る
中
で
地
域
経
済
の
発
展
に
貢
献
し
て
来
た
﹂︵
鈴
木
・
小

早
川
・
和
田
︵
二
〇
〇
九
）︑
四
〇
八
―
四
〇
九
頁
））
と
す
る
分

二
九
六



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

二
七　
︵

析
結
果
を
提
示
し
た
︒

　

彼
ら
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
数
量
的
な
分
析
視
角
は
︑
渋
沢
栄

一
を
中
心
と
し
た
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
検
討
す
る
際
に
も
適

用
さ
れ
て
お
り
︵
島
田
︵
二
〇
〇
五
））︑
個
別
の
企
業
家
の
活
動

を
分
析
す
る
際
に
も
援
用
可
能
な
も
の
と
評
価
で
き
る
︒
そ
の
一

方
で
︑﹁
巨
大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
析
に
さ
い
し
て
は
︑
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
処
理
は
分
析
の
第
一
段
階
で
あ
っ
て
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
広
が
り
に
つ
い
て
の
実
質
的
判
断
は
︑
具
体
的
事
情
を
考
え
た

上
で
下
す
べ
き
﹂︵
石
井
︵
二
〇
一
〇
）︑
四
六
頁
）
と
の
批
判
も

な
さ
れ
て
お
り
︑
計
量
的
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
も
︑
個
別
具
体
的

な
事
例
に
即
し
た
実
証
的
研
究
の
役
割
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い

る
︵
中
西
︵
二
〇
一
一
））︒
そ
の
た
め
︑
前
節
で
示
し
た
伊
東
要

蔵
の
企
業
家
活
動
を
分
析
し
た
際
に
は
︑
企
業
家
相
互
の
連
携
を

検
討
す
る
必
要
か
ら
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
析
手
法
を
援
用

し
た
一
方
で
︑
一
次
史
料
に
基
づ
く
具
体
的
な
分
析
に
よ
る
検
討

を
お
こ
な
っ
た
︵
三
科
︵
二
〇
一
八
ａ
））︒

　

ま
た
︑
企
業
家
集
団
の
形
成
に
つ
い
て
︑
社
会
心
理
学
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
活
用
し
た
分
析
も
お
こ
な
わ
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑

Ｈ
・
ハ
イ
マ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
︑
個
人
の
主
観
的
地
位
に

依
る
準
拠
集
団
的
行
動
論
が
着
目
さ
れ
る
︵
ハ
イ
マ
ン
︵
一
九
九

二
））︒
住
友
財
閥
を
分
析
し
た
瀬
岡
誠
は
︑
準
拠
集
団
論
を
経
営

史
研
究
へ
と
応
用
す
る
こ
と
で
︑
鈴
木
馬
左
也
や
伊
庭
貞
剛
ら
が

持
っ
て
い
た
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
︑
財
閥
経
営
に
与
え
た

人
的
影
響
や
思
想
的
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
︵
瀬
岡
︵
一
九
九

八
）︑︵
二
〇
〇
二
）︑︵
二
〇
〇
五
））︒
こ
う
し
た
分
析
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
︑
本
稿
が
検
討
課
題
と
す
る
学
閥
企
業
家
集
団
に
つ
い

て
も
︑
同
窓
関
係
に
基
づ
く
準
拠
集
団
的
機
能
に
依
拠
し
た
も
の

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

三
-
二
︑
企
業
と
高
等
教
育
機
関
の
関
係

　

次
に
︑
学
閥
企
業
家
集
団
の
形
成
の
前
提
と
な
る
高
等
教
育
機

関
と
企
業
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
近
代
日
本
に
お
け
る
企

業
経
営
を
検
討
す
る
場
合
︑
専
門
経
営
者
へ
と
登
用
さ
れ
た
高
等

教
育
機
関
出
身
の
学
卒
者
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
︒
近
代
的
企
業

が
叢
生
し
た
明
治
期
に
お
い
て
は
︑
資
本
家
自
身
が
近
代
産
業
経

営
に
必
要
な
専
門
的
知
識
や
情
報
を
充
分
に
把
握
し
え
な
か
っ
た

た
め
に
︑
そ
う
し
た
専
門
知
識
の
持
主
で
あ
る
学
卒
者
に
依
拠
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
学
卒
者
の
供
給
が

不
足
基
調
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
資
本
家
は
彼
ら
の
意
思
を
尊

重
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
﹂︵
森
川
︵
一
九
八
一
）︑
五
七
頁
）
と

さ
れ
る
︒
特
に
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
学
卒
者
の
実
業
界
入
り
が
進

展
し
て
い
き
︑
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
全
体
の
七
五
％
以
上
を

二
九
七



史
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）

二
八　
︵

学
卒
者
が
占
め
て
い
た
︵
青
沼
︵
一
九
六
五
））
と
さ
れ
る
︒
た

だ
し
︑
近
代
日
本
の
企
業
経
営
を
俯
瞰
し
た
際
に
は
︑
必
ず
し
も

学
卒
者
の
み
が
優
遇
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
近
代
日
本
の
紡
績
業
を
牽
引
し
た
日
比

谷
平
左
衛
門
は
︑
Ｏ
Ｊ
Ｔ
的
な
性
格
を
有
す
る
丁
稚
制
度
︵
小
僧

制
度
）
を
重
視
し
た
人
材
育
成
を
重
要
視
し
て
い
た
︵
三
科
︵
二

〇
一
八
ｃ
））︒

　

近
代
日
本
の
産
業
化
を
牽
引
し
た
人
材
を
輩
出
し
た
高
等
教
育

機
関
の
中
で
︑
明
治
期
に
お
け
る
代
表
的
な
経
営
者
や
企
業
家
の

供
給
元
は
慶
應
義
塾
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︵
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ア

︵
一
九
六
五
））︒
慶
應
義
塾
の
役
割
は
国
際
的
に
も
認
知
さ
れ
て

お
り
︑
こ
う
し
た
評
価
は
わ
が
国
の
経
済
史
研
究
の
み
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︵M

ichieandSm
ithed.,

1998

）︒
そ
の
た
め
︑
高
等
教
育
機
関
出
身
の
企
業
家
に
よ
る
学

閥
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
検
討
す
る
場
合
に
は
︑
ま
ず
は
︑
慶
應
義
塾

出
身
者
の
そ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
︒

　

慶
應
義
塾
の
設
立
者
で
あ
る
福
澤
諭
吉
自
身
は
︑
自
身
の
門
下

生
が
民
間
の
経
済
部
門
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た
︒

彼
は
尚
商
立
国
論
を
通
し
て
︑﹁
新
し
い
時
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
公

益
心
を
持
っ
た
︑
し
か
も
学
問
を
身
に
つ
け
た
エ
リ
ー
ト
が
担
う

べ
き
﹂︵
平
野
︵
二
〇
一
三
）︑
一
四
一
頁
）
で
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
多
く
の
門
下
生
が
実
業

界
で
活
躍
し
て
い
っ
た
︵
平
野
︵
二
〇
一
七
））︒
明
治
期
に
お
け

る
教
育
機
関
と
そ
の
出
身
者
が
創
立
あ
る
い
は
経
営
に
参
画
し
た

企
業
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
た
石
川
健
次
郎
は
︑
慶
應
義
塾
の
出

身
者
は
︑
銀
行
業
や
紡
績
業
︑
鉄
道
事
業
に
関
与
し
た
も
の
が
多

か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵
石
川
︵
一
九
七
四
））︒
前

節
で
取
り
上
げ
た
伊
東
要
蔵
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
典
型
的
事
例
と

解
せ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
伊
東
要
蔵
の
事
例
も
含
め
︑
こ
れ
ま
で

の
研
究
は
専
門
経
営
者
で
あ
る
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
を
主

体
と
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
慶
應
義
塾
出
身
者

の
実
業
界
で
の
活
躍
を
包
括
的
に
検
討
す
る
た
め
に
は
︑
ミ
ド

ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
以
下
に
対
す
る
分
析
が
課
題
と
さ
れ
る
︒

　

そ
の
一
方
で
︑
高
等
教
育
機
関
出
身
者
の
賃
金
に
つ
い
て
み
て

み
る
と
︑
明
治
期
末
こ
ろ
ま
で
の
慶
應
義
塾
出
身
者
の
初
任
給
は
︑

東
京
帝
大
出
身
者
の
そ
れ
の
五
〇
％
か
ら
六
〇
％
で
あ
っ
た
が
︑

そ
の
後
︑
こ
の
格
差
は
徐
々
に
縮
小
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
︵
竹

内
︵
一
九
九
九
））︒
こ
う
し
た
点
を
含
め
︑
他
の
高
等
教
育
機
関

出
身
者
層
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
慶
應
義
塾
出
身
者
の
役
割
を
相

対
的
に
評
価
す
る
必
要
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

　

慶
應
義
塾
と
企
業
と
の
関
係
が
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
︑
出
身

者
の
就
職
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
明
治
期
に
お
け
る
学
卒
者
を
採

二
九
八



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

二
九　
︵

用
す
る
最
も
重
要
な
方
法
は
︑﹁
企
業
内
の
責
任
あ
る
人
々
が
教

育
機
関
や
学
者
と
の
間
で
持
っ
て
い
た
非
公
式
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

を
通
し
て
の
も
の
﹂︵
米
川
︵
一
九
九
四
）︑
一
六
頁
）
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
慶
應
義
塾
の
学
生
が
﹁
近
代
企
業

に
就
職
す
る
た
め
に
は
︑
福
沢
︑
小
泉
︑
小
幡
と
い
う
歴
代
の
塾

長
と
そ
れ
に
連
な
る
同
窓
生
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
︑
重
要
﹂

︵
大
森
︵
二
〇
〇
〇
）︑
一
九
三
頁
）
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
同

窓
の
出
身
者
に
よ
る
就
職
の
周
旋
が
︑
企
業
家
相
互
の
関
係
性
の

中
で
︑
就
職
ル
ー
ト
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
こ
の
こ

と
は
︑
中
上
川
彦
次
郎
に
よ
る
改
革
下
の
三
井
銀
行
へ
の
小
林
一

三
の
採
用
や
︑
福
澤
桃
介
の
紹
介
に
よ
る
松
永
安
左
ェ
門
の
日
本

銀
行
へ
の
就
職
事
例
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

　

高
等
教
育
機
関
の
出
身
者
を
定
期
的
に
雇
用
す
る
企
業
が
多
く

登
場
す
る
日
露
戦
後
期
に
は
︑
大
学
か
ら
の
紹
介
や
斡
旋
が
よ
り

重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑
一
九
一
〇
年
代

以
降
の
各
高
等
教
育
機
関
の
規
模
拡
大
に
伴
い
︑
幹
部
教
育
者
が

学
生
の
能
力
や
人
格
を
個
別
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
に

な
る
︒
そ
こ
で
︑
戦
間
期
に
は
︑
特
定
の
企
業
と
の
関
係
を
維
持

し
た
就
職
活
動
の
制
度
化
が
促
進
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
不
況

に
よ
る
卒
業
生
の
就
職
難
へ
の
対
応
を
も
意
味
し
て
い
た
︵
大
森

︵
二
〇
〇
〇
））︒

　

慶
應
義
塾
の
場
合
︑
千
代
田
生
命
保
険
と
の
間
に
︑
密
接
な
関

係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
同
社

は
慶
應
義
塾
出
身
者
の
後
援
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
企
業
で
あ
る

と
と
も
に
︑〝
慶
應
閥
〟
の
代
表
的
な
企
業
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た

め
︑
一
九
三
二
年
︑
学
卒
者
の
採
用
に
つ
い
て
︑
同
社
の
堀
井
卯

之
助
専
務
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
大
学
程
度
の
方
は
︑
こ
こ
は
慶
應
義
塾
の
も
の
を
多
く
と

る
習
慣
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
こ
こ
が
一
番
多
く
き
ま
す
︒

︵
中
略
）
い
や
も
う
向
ふ
か
ら
ど
こ
で
も
採
用
し
て
く
れ
と

い
つ
て
申
込
ん
で
き
ま
す
︒
そ
の
中
か
ら
必
要
の
時
に
は
何

人
必
要
だ
か
ら
推
薦
し
て
く
れ
と
い
つ
て
頼
み
ま︵
す
）
3

﹂

　

こ
の
よ
う
に
︑
特
定
の
企
業
と
高
等
教
育
機
関
の
関
係
は
一
九

三
〇
年
代
以
降
も
継
続
し
て
お
り
︑
そ
の
中
で
学
卒
者
の
就
職

ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒

　

こ
う
し
た
戦
前
期
の
教
育
機
関
に
よ
る
企
業
へ
の
人
材
推
薦
制

度
は
︑
有
効
に
機
能
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︵
長
廣
︵
二
〇
一
三
））︒

両
者
の
継
続
的
な
関
係
性
は
取
引
コ
ス
ト
の
経
済
学
か
ら
説
明
が

な
さ
れ
る
も
︑
こ
う
し
た
解
釈
は
部
分
的
に
は
説
明
要
因
と
な
り

え
て
も
︑
包
括
的
な
理
解
は
伴
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
︑
特
に
︑
戦

間
期
に
お
け
る
工
業
学
校
と
企
業
と
の
制
度
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
︑

﹁
学
校
や
教
育
へ
の
信
頼
と
い
っ
た
﹃
社
会
的
資
源
﹄
の
問
題
﹂

二
九
九
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三
〇　
︵

︵
菅
山
︵
二
〇
一
一
）︑
一
六
九
頁
）
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
学
歴
に
よ
る
人
材
採
用
を
検
討
す
る

際
に
は
︑
長
廣
利
崇
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
人
が
選
ば
れ
る
時
︑

そ
れ
が
学
歴
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
か
︑
能
力
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

か
は
判
然
と
し
な
い
﹂︵
長
廣
︵
二
〇
一
九
）︑
九
二
頁
）
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　

そ
の
一
方
で
︑
就
職
後
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
形
成
に
対
す
る
出

身
校
の
影
響
は
軽
微
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
戦
前
期
に

お
け
る
三
井
物
産
の
場
合
︑﹁
学
歴
に
よ
る
経
済
的
格
差
も
社
会

的
格
差
に
つ
い
て
も
有
意
な
も
の
と
は
み
な
せ
な
い
﹂︵
若
林

︵
二
〇
一
八
）︑
一
八
頁
））
と
さ
れ
て
お
り
︑
社
内
に
お
い
て
は

実
力
主
義
が
し
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

三
-
三
︑
地
方
の
産
業
化
と
地
方
資
産
家
の
役
割

　

明
治
期
の
慶
應
義
塾
へ
は
全
国
か
ら
多
数
の
学
生
が
入
塾
し
て

お
り
︑
卒
業
後
に
は
︑
地
方
資
産
家
︵
地
方
企
業
家
）
と
し
て
地

方
の
産
業
化
に
貢
献
し
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
︒
前
節

で
取
り
上
げ
た
伊
東
要
蔵
も
そ
う
し
た
卒
業
生
の
一
人
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
地
方
の
産
業
化
に
果
た
し
た
地
方
企
業
の
役
割
に
つ

い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

　

日
本
に
お
け
る
産
業
革
命
の
在
り
方
を
議
論
し
た
大
石
嘉
一
郎

ら
は
︑
地
方
の
産
業
化
を
中
央
資
本
や
財
閥
な
ど
に
よ
る
も
の
と

し
て
捉
え
︑
彼
ら
を
主
体
と
し
た
﹁
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
を

強
調
し
た
︵
大
石
編
︵
一
九
七
五
））︒
地
方
資
産
家
の
有
価
証
券

投
資
の
実
態
に
つ
い
て
は
認
識
さ
れ
て
い
た
が
︑
彼
ら
に
よ
る
地

方
企
業
へ
の
投
資
は
︑
当
該
地
域
の
産
業
化
を
目
的
と
し
た
も
の

で
は
な
く
︑
封
建
的
な
地
主
制
度
が
内
包
す
る
矛
盾
の
一
つ
の
顕

在
化
と
し
て
説
明
さ
れ
た
︵
森
田
︵
一
九
六
三
））︒

　

ま
た
︑
中
村
政
則
に
よ
る
と
︑
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
た
地
主

制
研
究
の
中
に
お
け
る
地
方
資
産
家
は
︑﹁
日
本
資
本
主
義
は
い

か
な
る
構
造
的
特
質
を
打
刻
さ
れ
︑
さ
ら
に
い
か
な
る
階
級
的
矛

盾
を
か
か
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
﹂︵
中
村
︵
一
九
七
九
）︑

一
頁
）
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
観
察
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
︒
そ

の
中
に
あ
っ
て
︑
小
作
収
入
の
産
業
化
資
本
へ
の
転
化
を
重
要
視

し
た
中
村
は
︑
地
方
金
融
に
お
け
る
地
主
の
役
割
を
指
摘
す
る
こ

と
で
︑
彼
ら
が
地
方
の
産
業
化
に
果
た
し
た
役
割
を
示
唆
し
た
︒

﹁
中
村
は
︑
そ
れ
ま
で
の
幕
末
・
明
治
初
年
の
地
主
制
形
成
論
を

中
心
と
し
た
地
主
制
史
研
究
を
︑
産
業
革
命
期
の
地
主
制
確
立
論

へ
転
換
﹂︵
森
︵
二
〇
一
八
）︑
一
一
六
頁
）
さ
せ
た
と
す
る
評
価

に
異
存
は
な
い
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
産
業
化
資
本
へ
の
転
化
を

も
っ
て
︑﹁
工
業
と
農
業
の
発
展
の
不
均
衡
性
を
加
速
度
的
に
激

化
﹂︵
中
村
︵
一
九
六
五
）︑
六
七
六
頁
）
さ
せ
た
と
い
う
結
論
に

三
〇
〇
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象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
お
け
る
地
方
資

産
家
の
役
割
に
対
す
る
評
価
は
︑
消
極
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒

　

一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
﹁
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
路
線
は
︑

一
九
八
〇
年
代
に
は
停
滞
を
み
せ
た
一
方
で
︑
一
九
九
〇
年
以
降

に
な
る
と
︑
地
方
を
主
体
と
し
た
﹁
下
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
の

コ
ー
ス
が
相
次
い
で
提
起
さ
れ
は
じ
め
る
︵
阿
部
︵
一
九
八
九
）︑

谷
本
︵
一
九
九
八
）︑
武
田
編
︵
二
〇
〇
三
））︒
こ
う
し
た
議
論

の
中
で
︑
産
業
革
命
期
に
お
け
る
企
業
勃
興
の
主
体
と
し
て
︑
地

方
資
産
家
が
改
め
て
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
谷
本
雅
之
と
阿

部
武
司
は
︑
企
業
経
営
へ
の
関
与
度
合
い
と
出
資
リ
ス
ク
に
基
づ

き
地
方
資
産
家
を
四
つ
の
類
型
に
分
類
し
た
上
で
︑
一
定
の
資
金

を
投
資
す
る
こ
と
で
出
資
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
一
方
で
︑
企
業
経

営
に
は
参
画
し
な
い
﹁
地
方
名
望
家
﹂
型
の
資
産
家
の
役
割
を
重

視
し
た
︵
谷
本
・
阿
部
︵
一
九
九
五
））︒
こ
の
類
型
化
の
議
論
に

基
づ
き
︑
新
潟
県
下
の
資
産
家
や
浜
口
儀
兵
衛
家
の
事
例
を
検
討

し
た
結
果
︑
彼
ら
を
支
え
た
﹁
動
機
と
し
て
の
地
域
社
会
﹂
の
存

在
が
谷
本
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
︵
谷
本
︵
一
九
九
八
））︒
こ
こ

で
の
谷
本
の
議
論
に
即
す
る
と
︑
名
望
家
と
は
﹁﹃
地
域
社
会
﹄

と
の
関
わ
り
で
社
会
的
な
活
動
を
行
な
う
資
産
家
﹂︵
同
前
︑
一

〇
七
頁
）
で
あ
り
︑
企
業
家
は
﹁﹃
新
し
い
地
域
・
機
会
﹄
で
事

業
を
行
う
主
体
﹂︵
同
前
）
と
定
義
付
け
ら
れ
る
︒

　

谷
本
に
よ
る
﹁
動
機
と
し
て
の
地
域
社
会
﹂
論
に
対
し
て
︑
中

村
尚
史
は
地
域
社
会
に
お
け
る
地
縁
や
血
縁
な
ど
の
非
匿
名
的
な

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
企
業
家
の
利
潤
追
求
こ
そ
が
︑

地
方
の
産
業
化
に
貢
献
し
た
と
主
張
す
る
︒
中
村
の
議
論
に
よ
る

と
︑
中
央
の
資
本
家
に
対
し
て
︑
地
方
資
産
家
は
こ
う
し
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
当
該
地
域
に
お
け
る
相
対

的
な
優
位
性
を
発
揮
し
え
た
と
し
て
︑﹁
顔
の
み
え
る
関
係
﹂
が

果
た
し
た
役
割
を
強
調
す
る
︵
中
村
︵
二
〇
一
〇
ａ
））︒
そ
の
た

め
︑
中
村
が
主
張
す
る
﹁
顔
の
み
え
る
関
係
﹂
論
に
お
い
て
は
︑

経
済
的
合
理
性
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
﹁
動
機
と
し
て
の
地

域
社
会
﹂
論
は
︑
地
方
経
済
の
停
滞
を
招
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑

そ
の
発
展
に
は
貢
献
し
え
な
い
も
の
と
評
価
さ
れ
︑﹁
名
望
家
的

投
資
を
控
え
つ
つ
︑
慎
重
な
選
別
︵
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
と
観
察

︵
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
に
も
と
づ
い
て
地
方
企
業
へ
の
投
資
を
行
っ

た
資
産
家
︵
地
方
投
資
家
）
の
存
在
が
︑
的
確
な
成
長
資
金
の
供

給
を
通
し
て
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
し
た
﹂︵
中
村
︵
二
〇

一
〇
ａ
）︑
六
頁
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
︒

　

両
論
と
も
︑﹁
複
層
的
な
経
済
発
展
の
中
で
︑
人
々
の
経
済
行

動
に
影
響
を
与
え
る
﹃
場
﹄﹂︵
沢
井
・
谷
本
︵
二
〇
一
六
）︑
二

三
一
頁
））
と
し
て
の
地
域
社
会
の
存
在
を
前
提
と
す
る
点
は
共

三
〇
一
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通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
谷
本
は
近
世
以
来
の
在
来
的
な
生
産
様

式
に
着
目
し
た
の
に
対
し
︑
中
村
が
近
代
的
な
工
場
生
産
の
展
開

を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
両
論
が
併
存
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑

昨
今
の
地
方
資
産
家
研
究
は
︑
こ
う
し
た
理
論
的
枠
組
み
に
依
拠

し
つ
つ
︑
個
別
の
事
例
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
白

鳥
圭
志
は
︑
北
海
道
函
館
市
の
地
方
資
産
家
で
あ
る
小
熊
家
の

﹁
名
望
家
﹂
と
し
て
の
側
面
を
再
評
価
し
︵
白
鳥
︵
二
〇
〇
四
））︑

三
浦
壮
は
︑﹁
動
機
と
し
て
の
地
域
社
会
﹂
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
︑

﹁
顔
の
み
え
る
関
係
﹂
を
利
用
し
て
︑
地
域
の
工
業
化
に
貢
献
し

た
山
口
県
の
高
良
家
の
活
動
を
検
証
し
て
い
る
︵
三
浦
︵
二
〇
一

五
））︒
ま
た
︑
都
築
晶
に
よ
る
愛
知
県
の
神
野
・
富
田
家
の
研
究

の
よ
う
に
︑
家
憲
の
役
割
を
重
視
し
た
経
済
思
想
史
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
も
お
こ
な
わ
れ
た
︒

　

ま
た
︑
地
域
工
業
化
の
担
い
手
と
し
て
の
商
業
資
本
へ
の
関
心

か
ら
︑
商
家
の
経
営
分
析
も
進
展
し
て
い
る
︵
石
井
・
中
西
編

︵
二
〇
〇
六
）；
中
西
・
井
奥
編
︵
二
〇
一
五
）；
井
奥
・
中
西
編

︵
二
〇
一
六
））︒
そ
の
過
程
で
︑
愛
知
県
の
萬
三
商
店
の
分
析
を

通
し
て
︑﹁
家
業
の
醸
造
業
お
よ
び
商
業
と
︑
そ
れ
を
基
盤
と
し

て
不
動
産
投
資
や
有
価
証
券
投
資
へ
と
多
角
的
に
展
開
し
た
経
営

主
体
﹂︵
中
西
・
井
奥
編
︵
二
〇
一
五
）︑
四
七
五
頁
）
と
し
て
の

﹁
地
方
事
業
家
﹂
と
い
う
概
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
︒

　

個
別
実
証
的
な
研
究
の
進
展
を
基
礎
と
し
て
︑
中
西
聡
は
地
方

資
産
家
の
大
量
観
察
を
お
こ
な
っ
た
結
果
︑
近
代
日
本
を
﹁
資
産

家
資
本
主
義
の
時
代
﹂
と
し
て
把
握
し
た
︵
中
西
︵
二
〇
一︵
九
）
4

））︒

中
西
の
議
論
の
中
で
は
︑
戦
前
期
の
日
本
で
は
︑﹁
個
人
投
資
家

が
株
主
と
し
て
企
業
を
監
視
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
︑
そ
の
株
主
が
限

定
さ
れ
た
富
裕
層
で
経
営
に
も
関
与
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
﹂

︵
同
前
︑
三
頁
）
こ
と
に
加
え
︑﹁
数
が
あ
る
程
度
限
ら
れ
た
有
力

資
産
家
が
出
資
と
経
営
の
両
面
で
重
要
か
つ
比
重
と
し
て
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
﹂︵
同
前
︑
四
六
三
頁
）
点
が
重
要
視
さ
れ

る
︒

　

近
年
の
地
方
資
産
家
に
関
す
る
研
究
の
中
で
は
︑
彼
ら
が
地
方

の
産
業
化
に
果
た
し
た
役
割
は
積
極
的
か
つ
肯
定
的
に
評
価
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
地
方
資
産
家
ら
に
よ
る
﹁
下

か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
の
展
開
と
︑
都
市
や
中
央
資
本
に
よ
る

﹁
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
不
分
明
で
あ

り
︑
こ
れ
ら
の
議
論
は
充
分
に
進
展
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
︒

こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
︑
次
に
中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
す
る
︒

　

松
方
デ
フ
レ
期
か
ら
日
露
戦
争
期
に
か
け
て
の
明
治
時
代
後
半

の
日
本
経
済
は
︑
国
内
全
体
で
相
次
い
で
企
業
勃
興
が
起
き
る
と

と
も
に
︑
産
業
革
命
が
進
展
し
た
時
代
で
あ
り
︑
特
に
地
方
経
済

三
〇
二
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が
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
﹁
地
方
の
時
代
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
の

後
︑
都
市
近
郊
地
域
に
お
け
る
工
業
地
帯
の
形
成
に
よ
っ
て
︑
現

代
に
ま
で
続
く
﹁
都
市
の
時
代
﹂
へ
と
転
換
し
た
と
理
解
さ
れ
る

︵
中
村
︵
二
〇
一
〇
ａ
））︒
た
だ
し
︑
こ
う
し
た
﹁
地
方
の
時

代
﹂
か
ら
﹁
都
市
の
時
代
﹂
へ
の
転
換
時
期
は
︑
検
討
事
例
に
よ

っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
一
概
に
結
論
付
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
︵
渡
邉
︵
二
〇
〇
五
））︒

　

こ
の
﹁
地
方
の
時
代
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
地
方
の
産
業
化
に
必
要

と
さ
れ
た
資
源
の
調
達
は
地
域
内
部
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

ず
︑
地
域
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
こ
と
が
︑﹁
カ
ネ

︵
設
備
投
資
資
金
）
と
情
報
の
獲
得
の
た
め
に
必
要
﹂︵
中
村
︵
二

〇
一
〇
ａ
）︑
三
一
八
頁
）
で
あ
っ
た
︒
建
設
に
巨
額
の
資
本
が

必
要
と
さ
れ
る
鉄
道
事
業
を
例
に
み
て
み
る
と
︑
上
武
鉄
道
の
建

設
で
は
︑
経
営
ト
ッ
プ
が
渋
沢
栄
一
か
ら
の
融
資
を
取
り
付
け
る

な
ど
︑﹁
重
役
は
自
ら
の
人
脈
を
最
大
限
に
活
用
﹂︵
恩
田
︵
二
〇

一
八
）︑
二
三
九
頁
）
す
る
と
と
も
に
︑
両
毛
鉄
道
の
建
設
で
も
︑

﹁
中
央
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
的
な
利

用
﹂︵
石
井
︵
二
〇
一
三
）︑
二
三
六
頁
）
が
必
要
と
さ
れ
た
︒
一

般
的
に
︑
中
央
の
資
本
家
ら
は
︑﹁
と
も
す
る
と
単
に
﹃
ス
ポ
ン

サ
ー
﹄
や
﹃
顔
﹄
と
し
て
の
役
割
に
終
始
﹂
す
る
傾
向
に
あ
る
も
︑

彼
ら
自
身
が
関
心
を
寄
せ
る
事
業
の
場
合
に
は
︑﹁
自
ら
積
極
的

に
自
身
の
関
連
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
︑
資
金
的
︑
人
的

援
助
を
要
請
﹂︵
同
前
︑
四
九
頁
）
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
︑
資

金
調
達
を
お
こ
な
う
上
で
は
︑
中
央
と
の
接
触
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
︒
ま
た
︑
萬
三
商
店
の
よ
う
に
︑
自
ら
に
有
利
な
取
引

環
境
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
︑﹁
中
央
資
本
を
互
い
に
競
争
さ
せ

つ
つ
上
手
に
利
用
﹂︵
中
西
・
井
奥
︵
二
〇
一
五
）︑
四
八
七
頁
）

し
た
経
営
戦
略
も
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
中
央
と
地
方
は

必
ず
し
も
対
立
的
に
捉
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
青
梅
鉄
道
に

よ
る
浅
野
セ
メ
ン
ト
向
け
の
石
灰
石
の
採
掘
及
び
輸
送
の
事
例
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
中
央
企
業
と
地
方
企
業
の
共
存
共
栄
的
な

相
互
依
存
の
関
係
も
形
成
さ
れ
た
︵
渡
邉
︵
二
〇
〇
五
））︒
な
お
︑

前
節
で
検
討
し
た
伊
東
要
蔵
に
お
け
る
中
央
と
の
関
係
は
︑
三
十

五
銀
行
で
の
経
営
改
革
の
実
態
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
人
的
資

源
の
調
達
手
段
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
︵
三
科
︵
二
〇
一
七
））︒

　

中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
の
評
価
は
︑
検
討
対
象
と
す
る

事
例
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
い
ず
れ
の
側
か
ら

の
議
論
に
傾
注
す
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
よ︵
う
）
5

︒
そ
も
そ
も
︑

地
方
と
中
央
と
の
関
係
性
に
対
す
る
研
究
視
角
そ
の
も
の
が
希
薄

で
あ
る
た
め
︑
両
者
の
関
係
に
は
明
確
に
解
明
し
え
て
い
な
い
部

分
が
大
き
い
と
い
え
る
︒
そ
う
し
た
中
で
︑
地
方
の
産
業
化
に
貢

献
し
う
る
地
方
資
産
家
で
あ
る
と
と
も
に
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企

三
〇
三
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業
家
ら
と
連
携
し
て
中
央
資
本
の
一
翼
を
担
っ
た
伊
東
要
蔵
の
よ

う
な
企
業
家
の
存
在
は
︑﹁
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
と
﹁
下
か

ら
の
資
本
主
義
化
﹂
の
関
係
︑
中
央
と
地
方
の
関
係
を
捉
え
な
お

す
上
で
︑
検
討
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

三
-
四
︑
個
別
産
業
の
展
開
︵
鉄
道
・
金
融
）

　

こ
こ
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
前
節
で
検

討
対
象
と
し
た
個
別
産
業
の
展
開
に
つ
い
て
み
て
い
く
︒
多
く
の

慶
應
義
塾
出
身
者
が
︑
鉄
道
事
業
や
金
融
事
業
な
ど
に
関
係
し
て

お
り
︑
伊
東
要
蔵
も
そ
の
典
型
的
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
前
述

の
通
り
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
れ
ら
の
産
業
の
展
開
を
概
括
す

る
こ
と
で
︑
当
該
産
業
に
関
わ
っ
た
企
業
家
の
役
割
を
把
握
す
る

前
提
を
確
認
し
た
い
︒
ま
ず
は
︑
鉄
道
事
業
か
ら
み
て
い
く
︒

　

近
代
日
本
に
お
け
る
輸
送
の
歴
史
は
︑
以
下
の
よ
う
に
大
別
で

き
る
︒
第
一
は
︑
日
本
鉄
道
が
上
野
―
熊
谷
間
を
開
通
さ
せ
た
一

八
九
三
年
ま
で
の
﹁
鉄
道
と
長
距
離
輸
送
の
平
行
的
発
展
期
﹂︑

第
二
は
︑
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
﹁
鉄
道
と
小
運
送
﹂
の
時
代
︑

第
三
は
︑
終
戦
後
の
﹁
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
と
長
距
離

道
路
輸
送
復
活
・
発
展
﹂
の
時
代
で
あ
る
︵
松
好
・
安
藤
︵
一
九

七
一
）︑
一
六
九
頁
）︒
こ
の
う
ち
︑
前
節
が
検
討
対
象
と
し
た
時

期
は
︑﹁
鉄
道
と
小
運
送
﹂
の
時
代
に
該
当
す
る
︒
こ
の
時
期
は
︑

明
治
以
来
の
﹁
民
業
発
達
ま
で
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
の
暫
定
官

営
﹂︵
小
川
︵
一
九
八
七
）︑
五
二
頁
）
と
は
異
な
り
︑﹁
官
有
化

の
テ
ン
ポ
は
ゆ
る
や
か
﹂︵
同
前
︑
五
四
頁
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
︒
ま
た
︑
一
八
九
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て

の
時
期
は
︑﹁﹃
地
方
の
時
代
﹄︑
す
な
わ
ち
局
地
鉄
道
が
急
速
に

発
達
し
た
時
代
﹂︵
青
木
︵
二
〇
〇
六
）︑
二
三
頁
）
で
あ
っ
た
︒

一
九
一
〇
年
に
軽
便
鉄
道
法
が
成
立
す
る
と
︑
全
国
的
に
民
間
資

本
を
活
用
し
た
鉄
道
建
設
が
進
め
ら
れ
︑
さ
ら
な
る
出
願
ブ
ー
ム

が
発
生
し
た
︵
渡
邉
︵
一
九
九
〇
））︒
地
方
に
お
け
る
鉄
道
の
敷

設
に
は
︑
地
域
住
民
の
積
極
的
な
貢
献
が
必
要
と
さ
れ
︵
青
木

︵
一
九
八
三
））︑
そ
の
こ
と
が
地
域
社
会
に
と
っ
て
﹁
極
め
て
重

要
な
影
響
﹂︵
老
川
︵
一
九
九
二
）︑
六
頁
）
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
︒

　

日
本
の
鉄
道
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
厚
い
︒
そ
の
中
で
は
︑

例
え
ば
︑
民
間
鉄
道
の
発
展
の
様
相
を
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て

検
討
す
る
と
と
も
に
︵
武
知
︵
一
九
九
〇
））︑
地
域
社
会
を
主
体

と
し
た
企
業
勃
興
と
交
通
網
の
拡
充
に
つ
い
て
の
分
析
や
︵
老
川

︵
一
九
八
三
））︑
人
文
地
理
学
的
概
念
を
援
用
し
︑
都
市
の
領
域

性
の
観
点
か
ら
検
討
が
な
さ
れ
た
︵
三
木
︵
二
〇
〇
〇
））︒
さ
ら

に
︑
経
営
者
に
つ
い
て
の
分
析
も
進
め
ら
れ
る
な
ど
︵
老
川
︵
一

九
八
七
）；
渡
邉
︵
一
九
九
五
））︑
多
様
な
視
角
か
ら
の
個
別
事

三
〇
四
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例
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒

　

ま
た
︑
株
式
会
社
制
度
に
よ
っ
た
鉄
道
企
業
に
と
っ
て
︑﹁
企

業
活
動
に
必
要
と
さ
れ
る
事
業
資
金
の
調
達
は
極
め
て
重
要
な
問

題
﹂︵
中
村
︵
二
〇
一
〇
ｂ
）︑
一
五
六
頁
）
で
あ
り
︑
建
設
資
金

の
調
達
が
計
画
の
成
否
を
左
右
す
る
要
因
と
な
り
え
た
︒
中
西
健

一
に
よ
る
と
︑
明
治
期
の
幹
線
鉄
道
建
設
に
お
け
る
主
な
出
資
者

は
︑
政
商
や
財
閥
︑
大
阪
在
来
の
商
人
や
高
利
貸
し
か
ら
転
化
し

た
鉄
道
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
︑
甲
越
系
資
本
家
︑
地
方
素
封
家
や
地

主
で
あ
っ
た
︵
中
西
︵
一
九
七
九
））︒
し
か
し
︑
一
九
〇
六
年
か

ら
の
鉄
道
国
有
化
を
契
機
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
出
資
者
は
鉄
道
事

業
へ
の
出
資
を
抑
制
し
︑
電
力
株
へ
と
投
資
対
象
を
変
化
さ
せ
て

い
く
︒
こ
の
こ
と
は
︑
当
時
︑
振
興
し
つ
つ
あ
っ
た
電
力
事
業
が

﹁
鉄
道
国
有
化
に
よ
り
深
刻
な
﹃
投
資
難
﹄
に
見
舞
わ
れ
て
い
た

個
人
投
資
家
に
恰
好
の
投
資
対
象
を
提
供
﹂︵
野
田
︵
一
九
八
〇
）︑

三
一
六
頁
）
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
︒

　

大
正
期
に
入
る
と
︑
鉄
道
事
業
へ
の
出
資
に
︑
沿
線
地
域
社
会

の
居
住
者
や
出
身
者
︑
取
引
利
害
関
係
を
持
つ
関
係
者
を
含
め
た

一
般
投
資
家
が
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
︵
原
田
・
青
木
︵
一
九
七

三
））︒
さ
ら
に
︑
都
市
内
部
の
輸
送
機
関
で
あ
っ
た
電
気
鉄
道
な

ど
で
は
︑
巨
額
の
固
定
資
本
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
︑
長
期
の
金

融
機
関
で
あ
る
保
険
会
社
は
鉄
道
企
業
と
財
務
関
係
を
構
築
す
る
︒

そ
う
し
た
中
で
︑
新
興
の
電
気
鉄
道
事
業
は
︑﹁
生
保
に
と
っ
て

恰
好
の
投
資
対
象
﹂︵
小
川
︵
一
九
八
〇
）︑
八
八
頁
）
と
し
て
機

能
し
た
︒

　

電
気
鉄
道
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
︑
中
西
健
一
に
よ
る
マ
ク
ロ

的
視
点
か
ら
の
検
討
を
基
礎
と
し
て
︑
個
別
事
例
に
対
す
る
研
究

が
進
め
ら
れ
た
︒
東
京
に
即
し
て
み
て
み
る
と
︑
電
気
鉄
道
の
市

営
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
て
︑
政
治
史
や
経
済
史
︑
都
市
史
な
ど
︑

多
面
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ
た
︒
具
体
的
に
は
︑
都
市
東
京
の
拡

大
を
交
通
機
関
の
拡
充
か
ら
探
る
と
と
も
に
︵
鈴
木
︵
二
〇
〇

九
））︑
市
営
化
以
前
の
民
営
電
気
鉄
道
の
価
格
問
題
や
︵
桂
川

︵
一
九
八
五
））︑
民
営
電
気
鉄
道
の
市
営
化
に
至
る
行
政
の
対
応

︵
櫻
井
︵
一
九
八
六
））︑
市
営
化
後
の
東
京
市
電
気
局
の
経
営
実

態
な
ど
が
検
証
さ
れ
た
︵
小
野
︵
二
〇
一
〇
））︒
前
節
で
指
摘
し

た
玉
川
電
気
鉄
道
の
展
開
や
伊
東
要
蔵
に
よ
る
浜
松
鉄
道
の
建
設

及
び
経
営
も
︑
こ
う
し
た
研
究
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
︒

　

次
に
︑
銀
行
事
業
や
保
険
事
業
を
中
心
と
し
た
金
融
事
業
の
展

開
に
つ
い
て
み
て
い
く
︒
わ
が
国
に
お
け
る
金
融
史
研
究
の
中
心

は
︑
金
融
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
分
析
で
あ
り
︵
佐
藤
︵
二
〇
〇

〇
））︑
そ
の
上
で
︑
個
別
の
金
融
機
関
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
︒

ま
た
︑
産
業
金
融
の
展
開
を
分
析
し
た
石
井
寛
治
は
︑
開
港
地
横

三
〇
五
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浜
に
拠
点
を
も
つ
生
糸
売
込
問
屋
に
よ
る
生
産
者
へ
の
前
貸
し
金

融
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
︑
近
世
以
来
の
伝
統
的
商
業
資
本
に
よ

る
産
業
発
展
資
金
の
供
与
の
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
︵
石
井
︵
一

九
七
二
））︒
こ
こ
で
は
︑
金
融
資
本
の
近
世
―
近
代
の
連
続
性
が

強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

銀
行
事
業
に
つ
い
て
み
る
と
︑
前
節
で
検
討
し
た
三
十
五
銀
行

に
代
表
さ
れ
る
地
方
銀
行
に
つ
い
て
は
︑
一
九
六
〇
年
代
に
︑
地

方
銀
行
そ
れ
自
体
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
以
降

︵
全
国
地
方
銀
行
協
会
編
︵
一
九
六
一
））︑
個
別
事
例
の
研
究
が

進
め
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
地
域
経
済
を
分
析
す
る
際
に
は
︑
金
融
事

業
と
地
方
資
産
家
と
の
関
わ
り
が
主
要
な
論
点
の
一
つ
と
さ
れ
た

︵
渋
谷
・
加
藤
・
岡
田
編
︵
一
九
八
九
））︒
そ
の
た
め
地
方
銀
行

内
部
の
経
営
分
析
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
︑
地
方
資
産
家
の
経
済

活
動
や
地
方
の
産
業
化
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︵
粕

谷
・
伊
藤
・
齋
藤
編
︵
二
〇
一
〇
））︒
そ
の
一
方
で
︑
両
大
戦
間

期
に
お
け
る
名
望
家
的
性
格
を
帯
び
た
地
方
資
産
家
の
利
害
対
立

が
︑
銀
行
合
同
の
障
壁
と
な
る
な
ど
︵
白
鳥
︵
二
〇
〇
六
））︑
両

者
の
関
わ
り
が
地
方
経
済
の
停
滞
要
因
と
も
な
り
え
た
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
蓄
積
を
踏
ま
え
た
上
で
︑﹁
近
代
日

本
の
地
域
経
済
発
展
に
果
た
し
た
地
方
銀
行
の
役
割
は
極
め
て
重

要
﹂︵
中
村
︵
二
〇
一
五
）︑
三
五
頁
）
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
役

割
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
戦
前
期
の
日
本
に
お
け
る
金
融
機
関
の
多
く
は
︑﹁﹃
機

関
銀
行
﹄
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
つ
つ
発
展
﹂︵
加
藤
︵
一
九
五

七
）︑
一
頁
）
し
た
た
め
︑
少
数
の
取
引
先
に
対
す
る
多
額
の
長

期
融
資
や
情
実
を
伴
う
放
漫
な
貸
付
が
常
態
化
し
て
い
た
と
さ
れ

︵
岡
崎
︵
二
〇
〇
四
））︑
し
ば
し
ば
経
営
危
機
が
誘
発
さ
れ
た
︒

そ
も
そ
も
︑
金
融
機
関
の
経
営
危
機
を
ま
ね
く
要
因
は
︑
重
役
の

職
掌
に
対
す
る
無
責
任
︑
政
党
関
係
へ
の
銀
行
利
用
︑
自
己
関
係

事
業
へ
の
利
用
︑
情
実
中
心
の
経
営
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
榎

並
︵
一
九
二
二
））︒
こ
う
し
た
要
因
に
加
え
︑
戦
前
期
日
本
の
金

融
機
関
に
は
厳
格
な
貸
出
審
査
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
︵
斎

藤
︵
二
〇
〇
七
））︑
中
小
銀
行
が
持
っ
て
い
た
旧
態
依
然
と
し
た

個
人
金
貸
的
な
性
格
も
経
営
危
機
の
要
因
と
さ
れ
た
︵
渋
谷
︵
一

九
七
五
））︒
諸
外
国
の
金
融
史
研
究
の
中
で
は
︑
こ
う
し
た
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
資
金
が
︑
地
域

の
産
業
化
を
促
進
し
た
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︵Lam

-
oreaux,1994;N

ew
ton,2010

）︑
こ
れ
は
顧
客
の
信
用
情
報
に

非
対
称
性
が
潜
在
す
る
よ
う
な
未
成
熟
な
金
融
市
場
に
限
定
さ
れ

る
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
︑
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
相
次
ぐ
金
融
機

関
の
破
綻
を
背
景
と
し
て
︑
金
融
機
関
の
経
営
危
機
に
対
す
る
歴

三
〇
六
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史
研
究
が
進
展
し
た
︵
永
江
︵
二
〇
〇
四
））︒
こ
こ
で
の
議
論
は
︑

統
計
資
料
に
基
づ
い
て
第
一
次
大
戦
期
の
預
金
の
吸
着
と
反
動
恐

慌
の
影
響
が
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
︵
伊
牟
田
︵
二
〇
〇
二
））︑

松
本
重
太
郎
が
主
導
し
た
融
資
拡
大
に
伴
う
不
良
債
権
の
発
生
に

起
因
す
る
百
三
十
銀
行
の
経
営
危
機
の
分
析
や
︵
石
井
︵
一
九
九

八
））︑
恐
慌
期
に
お
け
る
金
融
危
機
に
対
す
る
銀
行
経
営
者
の
活

動
の
検
証
︵
小
川
︵
二
〇
〇
一
））︑﹃
銀
行
通
信
録
﹄
な
ど
の
雑

誌
記
事
に
よ
る
破
綻
の
過
程
や
経
営
陣
の
責
任
問
題
の
検
討
な
ど

︵
秋
谷
︵
二
〇
〇
六
））︑
銀
行
経
営
者
に
対
し
て
批
判
的
な
も
の

が
中
心
で
あ
っ
た
︒
前
節
で
論
じ
た
三
十
五
銀
行
の
問
題
も
︑
こ

れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
情
実
融
資
に
基
づ
く
経
営
危
機

と
同
様
の
視
角
か
ら
の
分
析
で
あ
る
︒

　

保
険
事
業
に
つ
い
て
み
る
と
︑
各
種
統
計
資
料
に
基
づ
い
た
産

業
史
的
観
点
か
ら
の
分
析
︵
保
険
銀
行
時
報
社
編
︵
一
九
三

三
）；
印
南
編
︵
一
九
六
六
）；
保
険
研
究
所
編
︵
一
九
八
〇
））

を
基
礎
と
し
て
︑
社
史
に
よ
る
個
別
企
業
の
歴
史
分
析
︵
日
本
経

営
史
研
究
所
編
︵
一
九
七
九
）；
同
︵
一
九
八
一
）；
企
画
広
報
部

社
史
編
纂
室
編
︵
一
九
九
二
）
な
ど
）
が
進
め
ら
れ
た
︒
当
初
は
︑

財
閥
研
究
の
一
環
と
し
て
︑﹁
財
閥
系
金
融
機
関
が
財
閥
傘
下
企

業
と
ど
れ
だ
け
取
引
を
し
て
い
た
の
か
︑
い
か
な
る
内
容
の
取
引

で
あ
っ
た
か
﹂︵
麻
島
︵
二
〇
〇
四
）︑
九
九
頁
）
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
主
要
な
論
点
と
さ
れ
た
た
め
︑
財
閥
系
の
保
険
企
業
の

分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
︵
杉
山
︵
一
九
八
三
）；
武
田
︵
一
九
九

三
））︒
そ
の
後
︑
分
析
の
対
象
が
非
財
閥
系
の
企
業
に
ま
で
拡
大

さ
れ
た
こ
と
で
︑
保
険
事
業
の
包
括
的
な
検
討
が
進
展
し
た
と
い

え
る
︵
麻
島
︵
一
九
九
一
））︒
そ
の
一
方
で
︑
保
険
事
業
で
は
こ

う
し
た
構
造
的
な
分
析
が
主
流
で
あ
っ
た
た
め
︑
個
別
企
業
家
の

経
営
活
動
に
つ
い
て
の
検
討
は
︑
極
め
て
抑
制
的
で
あ
る
と
い
え

る
︒

　

ま
た
︑
保
険
会
社
に
と
っ
て
︑
資
金
を
﹁
集
め
る
こ
と
と
運
用

す
る
こ
と
は
︑
車
の
車
輪
ほ
ど
重
要
﹂︵
麻
島
︵
一
九
八
五
）︑
六

〇
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
個
別
企
業
の
経
営
分
析

に
際
し
て
は
︑
貸
付
金
を
含
め
た
投
資
活
動
を
中
心
と
し
て
︑
大

手
保
険
会
社
の
資
産
運
用
状
況
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︵
麻

島
︵
一
九
九
一
））︒
保
険
会
社
が
資
産
の
運
用
を
積
極
化
さ
せ
た

背
景
と
し
て
︑
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
資
金
運
用
能
力
の
拡
大

と
︑
そ
れ
に
伴
う
金
融
市
場
で
の
地
位
の
上
昇
が
指
摘
さ
れ
る
と

と
も
に
︵
山
中
︵
一
九
八
六
））︑
こ
の
こ
と
は
﹁
戦
間
期
に
お
け

る
財
閥
の
支
配
構
造
を
補
完
す
る
役
割
を
生
保
会
社
の
地
位
上
昇

に
認
め
る
﹂︵
武
田
︵
二
〇
〇
九
）︑
一
七
頁
）
も
の
と
評
価
さ
れ

る
︒

三
〇
七



史
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四
︑
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
︑
本
稿
で
は
︑
慶
應
義
塾
出
身
に
よ
る
学
閥
企
業
家

集
団
の
活
動
に
つ
い
て
︑
代
表
的
な
企
業
の
展
開
や
伊
東
要
蔵
の

経
済
活
動
を
概
括
し
た
上
で
︑
関
連
す
る
既
往
の
研
究
を
体
系
的

に
検
討
し
て
き
た
︒
冒
頭
に
記
し
た
経
済
史
研
究
上
の
意
義
と
課

題
を
析
出
す
る
た
め
に
︑
彼
ら
の
経
済
活
動
に
関
す
る
分
析
結
果

を
︑
経
済
史
研
究
の
枠
組
み
の
中
で
検
討
し
た
い
︒

　

ま
ず
︑
金
融
市
場
に
お
け
る
地
方
資
産
家
や
金
融
機
関
の
役
割

に
つ
い
て
み
る
と
︑
伊
東
要
蔵
や
千
代
田
生
命
保
険
の
事
例
は
︑

先
行
研
究
の
分
析
と
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︵
三
科

︵
二
〇
一
五
）；
三
科
︵
二
〇
一
八
ｄ
））︒
豊
国
銀
行
の
機
関
銀
行

的
性
格
に
つ
い
て
は
限
定
的
な
分
析
に
過
ぎ
な
い
が
︵
三
科
︵
二

〇
一
六
））︑
設
立
時
に
お
け
る
人
的
な
関
係
性
を
み
る
と
︑
同
行

が
慶
應
閥
企
業
に
対
し
て
機
関
銀
行
的
役
割
を
有
し
て
い
た
こ
と

は
想
定
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
企
業
家
集
団
の
役
割

と
は
︑
企
業
の
設
立
及
び
そ
の
後
の
経
営
に
お
い
て
︑
人
的
及
び

資
金
的
援
助
を
相
互
に
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
特
に
︑

金
融
市
場
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

に
か
け
て
の
時
期
は
︑
市
場
を
介
さ
な
い
資
金
調
達
の
役
割
が
大

き
か
っ
た
︒
そ
う
し
た
際
に
は
︑
同
窓
関
係
に
あ
る
企
業
家
が
設

立
や
経
営
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
出
資
者
に
対
し
て

信
用
を
供
与
す
る
と
と
も
に
︑
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
動
機
と
な
り

え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
慶
應
義
塾
の
出
身
者
に
よ
っ
て
経

営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
企
業
の
社
会
的
信
用
を
振
作
す
る
役
割

を
果
た
し
た
と
も
い
え
よ
う
︒

　

次
に
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
の
事
例
と
し
て
挙
げ
た
伊
東

要
蔵
は
︑
地
方
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
地
方
資
産
家
で
あ
る
と
と

も
に
︑
慶
應
義
塾
の
出
身
と
い
う
特
性
を
生
か
し
︑
関
係
す
る
企

業
家
ら
と
連
携
し
て
︑
金
融
事
業
や
鉄
道
事
業
︑
紡
績
事
業
を
中

心
と
し
た
経
済
活
動
を
お
こ
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
地
方
出
身
の

学
卒
者
と
し
て
︑
地
域
経
済
の
指
導
者
で
あ
る
と
と
も
に
︑
近
代

産
業
の
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
︑
地
域
社
会
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
学
閥
に
よ
る
そ

れ
の
︑
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
伊
東
要
蔵
を
︑
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
と

由
井
に
よ
る
明
治
期
の
企
業
家
の
四
類
型
に
即
し
て
分
類
す
る
な

ら
︵
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
・
由
井
︵
一
九
七
七
））︑﹁
中
央
に
お

け
る
実
業
家
タ
イ
プ
﹂
と
﹁
地
方
的
な
実
業
家
﹂
と
し
て
の
二
つ

の
側
面
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
彼
の
場
合
︑
こ
の
二
つ
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
別
個
の
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑

三
十
五
銀
行
で
の
経
営
改
革
に
お
い
て
︑
人
材
調
達
の
手
段
と
し

三
〇
八
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て
活
用
さ
れ
た
よ
う
に
︑
地
方
的
な
経
営
課
題
に
対
処
す
る
た
め

に
学
閥
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
の
時

に
は
︑
中
央
に
お
け
る
巨
大
企
業
で
あ
る
富
士
紡
績
の
株
式
を
自

ら
引
き
取
っ
て
い
る
よ
う
に
︵
三
科
︵
二
〇
一
七
））︑
伊
東
要
蔵

を
核
と
し
て
︑
中
央
と
地
方
に
跨
る
双
方
向
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
も
評
価
で
き
る
︒

　

伊
東
要
蔵
を
事
例
と
し
て
検
討
し
た
場
合
︑
こ
う
し
た
慶
應
義

塾
出
身
の
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
で
あ
っ
た
地
方
資
産
家

の
役
割
の
一
つ
は
︑
和
田
豊
治
や
浜
口
吉
右
衛
門
と
い
っ
た
同
窓

の
企
業
家
が
関
係
し
た
企
業
に
対
し
て
︑
自
ら
の
家
が
持
ち
う
る

資
金
を
投
資
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
場
合
︑
同
窓

関
係
と
い
う
中
村
尚
史
が
協
調
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
顔
の
み
え
る
関

係
﹂
こ
そ
が
︑
人
的
及
び
資
金
的
両
面
に
お
い
て
︑
中
央
と
地
方

と
の
関
係
性
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
︑

改
め
て
近
代
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
路
線
を
考
え
た
場
合
︑

﹁
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
と
﹁
下
か
ら
の
資
本
主
義
化
﹂
を
併

存
的
に
推
進
す
る
主
体
と
し
て
の
役
割
を
︑
こ
こ
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
本
稿
で
は
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
を
中
心
と
し
た
企

業
経
営
の
歴
史
と
︑
そ
の
経
済
史
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た

が
︑
最
後
に
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
︑
二
点
指
摘
し
て
お
く
︒

三
〇
九

第
一
は
︑
他
の
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
や
企
業
の
実
態
の
解
明

で
あ
る
︒
本
稿
で
は
代
表
的
な
企
業
家
や
彼
ら
が
関
わ
っ
た
企
業

の
み
を
取
り
上
げ
た
が
︑
他
の
企
業
家
や
企
業
の
研
究
事
例
を
蓄

積
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
慶
應
義
塾
出
身
の
企
業
家
集
団
の
活
動

を
包
括
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
際
に
は
︑
本
稿
で
扱

っ
た
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
の
み
な
ら
ず
︑
ミ
ド
ル
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
層
以
下
の
出
身
者
や
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
第
二
は
︑
相
対
化
の
問
題
で
あ
る
︒

慶
應
義
塾
出
身
の
経
済
活
動
の
特
性
を
析
出
す
る
た
め
に
は
︑
他

の
高
等
教
育
機
関
の
出
身
者
の
そ
れ
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
︒

こ
の
場
合
︑
慶
應
義
塾
と
同
様
の
私
学
で
あ
る
早
稲
田
大
学
や
卒

業
生
の
多
く
が
実
業
界
へ
と
進
ん
だ
東
京
商
科
大
学
な
ど
を
検
討

対
象
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
︒
右
記
の
課
題
に
つ
い
て
は
︑

別
稿
に
て
検
討
を
加
え
た
い
︒
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け
る
地
方
銀



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

四
〇　
︵
三
一
〇

行
経
営
と
経
営
破
綻
―
経
済
雑
誌
に
み
る
銀
行
経
営
者
の
資
質
問
題

を
中
心
に
―
﹂︑
加
藤
隆
編
﹃
産
業
革
命
期
に
お
け
る
地
方
の
政
治

と
経
済
﹄︑
東
京
堂
出
版
︑
二
七
五-

三
一
一
頁
︒

麻
島
昭
一
︵
一
九
八
五
）﹁
生
命
保
険
会
社
史
の
一
考
察
﹂︑﹃
経
営
史

学
﹄
第
二
〇
巻
第
二
号
︑
五
〇-

六
六
頁
︒

麻
島
昭
一
︵
一
九
九
一
）﹃
本
邦
生
保
資
金
運
用
史
﹄︑
日
本
経
済
評
論

社
︒

麻
島
昭
一
︵
二
〇
〇
四
）﹁
戦
前
期
財
閥
系
損
保
の
財
閥
内
取
引
―
三

井
・
三
菱
・
住
友
の
場
合
―
﹂︑﹃
社
会
科
学
年
報
﹄
第
三
八
号
︑
九

九-

一
三
四
頁
︒

阿
部
武
司
︵
一
九
八
九
）﹃
日
本
に
お
け
る
産
地
綿
織
物
業
の
展
開
﹄︑

名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

井
奥
成
彦
・
中
西
聡
編
︵
二
〇
一
六
）﹃
醤
油
醸
造
業
と
地
域
の
工
業

化
―
髙
梨
兵
左
衛
門
家
の
研
究
―
﹄︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︒

石
井
寛
治
︵
一
九
七
二
）﹃
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︒

石
井
寛
治
︵
一
九
九
八
）﹁
百
三
十
銀
行
と
松
本
重
太
郎
﹂︑﹃
経
済
学

論
集
﹄
第
六
三
巻
第
四
号
︑
二-

三
六
頁
︒

石
井
寛
治
︵
二
〇
一
〇
）﹁
書
評
：
鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田

一
夫
著
﹃
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

か
ら
み
た
近
代
日
本
の
地
域
経
済
―
﹄﹂︑﹃
経
済
学
論
集
﹄
第
七
五

巻
第
四
号
︑
四
五-

四
八
頁
︒

石
井
寛
治
・
中
西
聡
編
︵
二
〇
〇
六
）﹃
産
業
化
と
商
家
経
営
―
米
穀

肥
料
商
廣
海
家
の
近
世
・
近
代
―
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

石
井
里
枝
︵
二
〇
一
三
）﹃
戦
前
期
日
本
の
地
方
企
業
―
地
域
に
お
け

る
産
業
化
と
近
代
経
営
―
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

石
川
健
次
郎
︵
一
九
七
四
）﹁
明
治
期
に
お
け
る
企
業
者
活
動
の
統
計

的
観
察
﹂︑﹃
大
阪
大
学
経
済
学
﹄
第
二
三
巻
第
四
号
︑
八
五-

一
一

八
頁
︒

伊
牟
田
敏
充
︵
二
〇
〇
二
）﹃
昭
和
金
融
恐
慌
の
構
造
﹄︑
経
済
産
業
調

査
会
︒

印
南
博
吉
編
︵
一
九
六
六
）﹃
現
代
日
本
産
業
発
達
史
Ｘ
Ｘ
Ｖ
Ⅱ
―
保

険
―
﹄︑
交
詢
社
出
版
局
︒

榎
並
赳
夫
︵
一
九
二
二
）﹃
本
邦
地
方
銀
行
論
﹄︑
文
雅
堂
︒

老
川
慶
喜
︵
一
九
八
三
）﹃
明
治
期
地
方
鉄
道
史
研
究　

地
方
鉄
道
の

展
開
と
市
場
形
成
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

老
川
慶
喜
︵
一
九
八
七
）﹁
根
津
嘉
一
郎
と
東
武
鉄
道
株
式
会
社
の
経

営
再
建
﹂︑﹃
鉄
道
史
学
﹄
第
五
号
︑
一-

七
頁
︒

老
川
慶
喜
︵
一
九
九
二
）﹃
産
業
革
命
期
の
地
域
交
通
と
輸
送
﹄︑
日
本

経
済
評
論
社
︒

大
石
嘉
一
郎
編
︵
一
九
七
五
）﹃
日
本
産
業
革
命
の
研
究　

上
・
下
﹄︑

東
京
大
学
出
版
会
︒

大
森
一
宏
︵
二
〇
〇
〇
）﹁
戦
前
期
日
本
に
お
け
る
大
学
と
就
職
﹂︑
川

口
浩
編
﹃
大
学
の
社
会
経
済
史
―
日
本
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ

リ
ー
ト
の
養
成
―
﹄︑
創
文
社
︑
一
九
一-

二
〇
八
頁
︒

岡
崎
哲
二
︵
二
〇
〇
四
）﹁
戦
前
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
と
銀
行
淘
汰
﹂︑

﹃
経
済
史
研
究
﹄
第
二
五
巻
第
一
号
︑
一-

一
八
頁
︒

小
川
功
︵
一
九
八
〇
）﹁
明
治
末
期
︑
大
正
初
期
に
お
け
る
生
保
の
財

務
活
動
―
電
灯
︑
電
鉄
事
業
へ
の
関
与
を
中
心
と
し
て
―
﹂︑﹃
生
命

保
険
経
営
﹄
第
四
八
巻
第
五
号
︑
七
八-

一
〇
〇
頁
︒

小
川
功
︵
一
九
八
七
）﹃
民
間
活
力
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
﹄︑
鹿
島
出

版
会
︒

小
川
功
︵
二
〇
〇
一
）﹃
破
綻
銀
行
経
営
者
の
行
動
と
責
任
―
岩
手
金



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

四
一　
︵
三
一
一

融
恐
慌
を
中
心
に
―
﹄︑
滋
賀
大
学
経
済
学
部
︒

小
野
浩
︵
二
〇
一
〇
）﹁
大
正
期
に
お
け
る
東
京
市
電
の
経
営
―
市
有

化
か
ら
関
東
大
震
災
ま
で
―
﹂︑
老
川
慶
喜
編
﹃
両
大
戦
間
期
の
都

市
交
通
と
運
輸
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
九-

六
三
頁
︒

恩
田
睦
︵
二
〇
一
八
）﹃
近
代
日
本
の
地
域
発
展
と
鉄
道
―
秩
父
鉄
道

の
経
営
史
的
研
究
―
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

粕
谷
誠
・
伊
藤
正
直
・
齋
藤
憲
編
︵
二
〇
一
〇
）﹃
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
の
変
遷
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

桂
川
光
正
︵
一
九
八
五
）﹁
一
九
〇
六
年
東
京
の
電
車
賃
上
げ
反
対
運

動
﹂︑﹃
史
林
﹄
第
六
八
輯
第
一
号
︑
六
五-

一
〇
二
頁
︒

加
藤
俊
彦
︵
一
九
五
七
）﹃
本
邦
銀
行
史
論
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︒

企
画
広
報
部
社
史
編
纂
室
編
︵
一
九
九
二
）﹃
日
本
生
命
百
年
史
﹄︑
日

本
生
命
保
険
株
式
会
社
︒

栗
原
水
酉
編
︵
一
九
三
八
）﹃
生
命
保
険
会
社
興
信
録
―
ど
の
会
社
が

安
全
か
―
﹄︑
二
六
興
信
所
︒

小
早
川
洋
一
・
鈴
木
恒
夫
・
和
田
一
夫
︵
一
九
九
九
）﹁
明
治
期
の
会

社
お
よ
び
経
営
者
の
研
究
―﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
﹄︵
明
治
三

一
年
版
）
の
分
析
―
﹂︑﹃
産
業
経
済
研
究
所
紀
要
﹄
第
九
号
︑
一-

五
七
頁
︒

Ａ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
︵
一
九
六
五
）︑
中
川
敬
一
郎
訳
﹃
経
営
と
社
会
―

企
業
者
史
学
序
説
―
﹄︑
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
︒

斎
藤
壽
彦
︵
二
〇
〇
七
）﹁
地
方
銀
行
の
貸
出
審
査
体
制
﹂︑
石
井
寛

治
・
杉
山
和
雄
編
﹃
金
融
危
機
と
地
方
銀
行
―
戦
間
期
の
分
析
―
﹄︑

東
京
大
学
出
版
会
︑
七
七-

一
〇
二
頁
︒

櫻
井
良
樹
︵
一
九
八
六
）﹁
東
京
市
街
電
車
の
市
有
化
を
め
ぐ
る
政
治

過
程
―
桂
園
時
代
の
一
側
面
―
﹂︑﹃
史
學
雑
誌
﹄
第
九
五
編
第
七
号
︑

六
三-

八
六
頁
︒

佐
藤
政
則
︵
二
〇
〇
〇
）﹁
一
八
九
〇
年
代
の
金
融
構
造
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑

石
井
寛
治
・
原
朗
・
武
田
晴
人
編
﹃
日
本
経
済
史
二　

産
業
革
命

期
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
一
一-

一
一
八
頁
︒

沢
井
実
・
谷
本
雅
之
︵
二
〇
一
六
）﹃
日
本
経
済
史
―
近
世
か
ら
現
代

ま
で
―
﹄︑
有
斐
閣
︒

渋
谷
隆
一
︵
一
九
七
五
）﹁﹃
銀
行
事
故
調
﹄
解
題
﹂︑﹃
駒
沢
大
学
経
済

学
論
集
﹄
第
六
巻
臨
時
号
︑
ⅰ-

ⅵ
頁
︒

渋
谷
隆
一
・
加
藤
隆
・
岡
田
和
喜
編
︵
一
九
八
九
）﹃
地
方
財
閥
の
展

開
と
銀
行
﹄︑
日
本
評
論
社
︒

Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
︵
一
九
七
七
）︑
塩
野
谷
祐
一
・
中
山
伊

知
郎
・
東
畑
精
一
訳
﹃
経
済
発
展
の
理
論
﹄︑
岩
波
書
店
︒

白
鳥
圭
志
︵
二
〇
〇
四
）﹁
明
治
後
期
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
お

け
る
地
方
資
産
家
の
事
業
展
開
―
北
海
道
函
館
市
小
熊
幸
一
郎
の

﹁
名
望
家
的
﹂
行
動
の
変
容
過
程
―
﹂︑﹃
経
営
史
学
﹄
第
三
九
巻
第

一
号
︑
一-

二
七
頁
︒

白
鳥
圭
志
︵
二
〇
〇
六
）﹃
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
銀
行
合
同
政
策
の

展
開
﹄︑
八
朔
社
︒

島
田
昌
和
︵
二
〇
〇
五
）﹁
渋
沢
栄
一
を
中
心
と
し
た
出
資
者
経
営
者

の
会
社
設
立
・
運
営
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
考
察
﹂︑﹃
経
営
論
集
﹄
第
一

五
巻
第
一
号
︑
五-

二
八
頁
︒

菅
山
真
次
︵
二
〇
一
一
）﹃﹁
就
社
﹂
社
会
の
誕
生
―
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

か
ら
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
へ
―
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

杉
山
和
雄
︵
一
九
八
三
）﹁
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
財
閥
生
保
会
社
の

株
式
・
社
債
所
有
﹂︑﹃
成
蹊
大
学
経
済
学
部
論
集
﹄
第
一
四
巻
第
一

号
︑
一
九-
四
六
頁
︒



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

四
二　
︵
三
一
二

鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田
一
夫
︵
一
九
九
九
）﹁
明
治
期
の
会

社
お
よ
び
経
営
者
の
研
究
―﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
﹄︵
明
治
四

〇
年
版
）
の
分
析
―
﹂︑﹃
学
習
院
大
学　

経
済
論
集
﹄
第
三
六
号
第

三
巻
︑
二
七
五-

三
二
五
頁
︒

鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田
和
夫
︵
二
〇
〇
九
）﹃
企
業
家
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
み
た
近
代
日
本
の

地
域
経
済
―
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

鈴
木
八
郎
︵
一
九
一
五
）﹃
株
式
短
評
﹄︑
同
好
会
出
版
部
︒

鈴
木
勇
一
郎
︵
二
〇
〇
九
）﹃
近
代
日
本
の
大
都
市
形
成
﹄︑
岩
田
書
院
︒

瀬
岡
誠
︵
一
九
九
八
）﹃
近
代
住
友
の
経
営
理
念
―
企
業
者
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
―
﹄
有
斐
閣
︒

瀬
岡
誠
︵
二
〇
〇
二
）﹁
伊
庭
貞
剛
の
企
業
者
史
的
研
究
―
準
拠
集
団

と
西
川
吉
輔
の
分
析
―
﹂︑﹃
大
阪
学
院
大
学
国
際
学
論
集
﹄
第
一
三

巻
第
一
号
︑
六
五-

一
〇
一
頁
︒

瀬
岡
誠
︵
二
〇
〇
五
）﹁
伊
庭
貞
剛
の
企
業
者
史
的
研
究
―
第
一
次
的

準
拠
集
団
の
分
析
―
﹂︑﹃
大
阪
学
院
大
学
国
際
学
論
集
﹄
第
一
六
巻

第
一
号
︑
二
三-

五
五
頁
︒

全
国
地
方
銀
行
協
会
編
︵
一
九
六
一
）﹃
地
方
銀
行
小
史
﹄︑
全
国
地
方

銀
行
協
会
︒

竹
内
洋
︵
一
九
九
九
）﹃︿
日
本
の
近
代
一
二
﹀
学
歴
貴
族
の
栄
光
と
挫

折
﹄︑
中
央
公
論
社
︒

武
田
晴
人
︵
一
九
九
三
）﹁
財
閥
と
内
部
資
本
市
場
﹂︑
大
河
内
暁
男
・

武
田
晴
人
編
﹃
企
業
者
活
動
と
企
業
シ
ス
テ
ム
―
大
企
業
制
度
の
日

英
比
較
史
―
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
三
四-

七
二
頁
︒

武
田
晴
人
︵
二
〇
〇
九
）﹁
戦
間
期
日
本
資
本
市
場
に
お
け
る
生
命
保

険
会
社
の
投
資
行
動
﹂︑﹃
金
融
研
究
﹄︑
一
五-

八
〇
頁
︒

武
田
晴
人
編
︵
二
〇
〇
三
）﹃
地
域
の
社
会
経
済
史
―
産
業
化
と
地
域

社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
﹄︑
有
斐
閣
︒

武
知
京
三
︵
一
九
九
〇
）﹃
日
本
の
地
方
鉄
道
網
形
成
史
―
鉄
道
建
設

と
地
域
社
会
―
﹄︑
柏
書
房
︒

谷
本
雅
之
︵
一
九
九
八
ａ
）﹃
日
本
に
お
け
る
在
来
的
経
済
発
展
と
織

物
業
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

谷
本
雅
之
︵
一
九
九
八
ｂ
）﹁
日
本
に
お
け
る
〝
地
域
工
業
化
〟
と
投

資
活
動
―
企
業
勃
興
期
：
地
方
資
産
家
の
行
動
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︑

﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
六
四
巻
第
一
号
︑
八
八-

一
一
四
頁
︒

谷
本
雅
之
・
阿
部
武
司
︵
一
九
九
五
）﹁
企
業
勃
興
と
近
代
経
営
・
在

来
産
業
﹂︑
宮
本
又
郎
・
阿
部
武
司
編
﹃
日
本
経
営
史
Ⅱ

工
業
化
と

経
営
革
新
﹄︑
岩
波
書
店
︑
九
一-

一
三
八
頁
︒

土
屋
喬
雄
︵
一
九
五
四
）﹃
日
本
資
本
主
義
の
経
営
史
的
研
究
﹄︵
み
す

ず
書
房
）︒

都
築
晶
︵
二
〇
一
一
）﹁
地
方
資
産
家
に
お
け
る
家
産
管
理
―
神
野
・

富
田
家
と
神
富
殖
産
の
事
例
か
ら
―
﹂︑
経
営
史
学
﹄
第
四
六
巻
第

一
号
︑
五
六-

七
一
頁
︒

Ｈ
・
Ｈ
・
ハ
イ
マ
ン
︵
一
九
九
二
）︑
舘
逸
雄
監
訳
︑
七
森
勝
志
訳

﹃
地
位
の
心
理
学
﹄︑
巖
松
堂
出
版
︒

原
田
勝
正
・
青
木
栄
一
︵
一
九
七
三
）﹃
日
本
の
鉄
道
―
一
〇
〇
年
の

歩
み
か
ら
―
﹄︑
三
省
堂
︒

平
野
隆
︵
二
〇
一
三
）﹁
福
沢
諭
吉
の
経
営
思
想
・
近
代
企
業
論
﹂︑
小

室
正
紀
編
﹃
近
代
日
本
と
福
澤
諭
吉
﹄︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑

二
五
五-

二
七
六
頁
︒

平
野
隆
︵
二
〇
一
七
）﹁
福
澤
諭
吉
と
門
下
生
の
企
業
家
た
ち
―
尚
商

立
国
の
思
想
と
士
流
学
者
―
﹂︑﹃
大
倉
山
論
集
﹄
第
六
三
号
︑
二



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

四
三　
︵
三
一
三

九-

五
九
頁
︒

Ｊ
・
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ア
︵
一
九
六
五
）︑
土
屋
喬
雄
・
由
井
常
彦
訳

﹃
日
本
に
お
け
る
企
業
者
精
神
の
生
成
﹄︑
東
洋
経
済
新
報
社
︒

Ｊ
・
ヒ
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
・
由
井
常
彦
︵
一
九
七
七
）﹃
日
本
の
経
営

発
展
﹄︑
東
洋
経
済
新
報
社
︒

保
険
銀
行
時
報
社
編
︵
一
九
三
三
）﹃
本
邦
生
命
保
険
業
史
﹄︑
保
険
銀

行
時
報
社
︒

保
険
研
究
所
編
︵
一
九
八
〇
）﹃
日
本
保
険
業
史
﹄︑
保
険
研
究
所
︒

中
西
聡
︵
二
〇
一
一
）﹁
書
評
：
鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田
一

夫
著
﹃
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か

ら
み
た
近
代
の
日
本
の
地
域
経
済
―
﹄﹂︑﹃
経
営
史
学
﹄
第
四
六
巻

第
二
号
︑
九
一-

九
三
頁
︒

中
西
聡
︵
二
〇
一
九
）﹃
資
産
家
資
本
主
義
の
生
成
―
近
代
日
本
の
資

本
市
場
と
金
融
―
﹄︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︒

中
西
聡
・
井
奥
成
彦
編
︵
二
〇
一
五
）﹃
近
代
日
本
の
地
方
事
業
家
―

萬
三
商
店
小
栗
家
と
地
域
の
工
業
化
―
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

中
西
健
一
︵
一
九
七
九
）﹃
日
本
私
有
鉄
道
史
研
究
―
都
市
交
通
の
発

展
と
そ
の
構
造
―
増
補
版
﹄︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

長
廣
利
崇
︵
二
〇
一
三
）﹁
戦
間
期
日
本
に
お
け
る
高
等
商
業
学
校
の

就
職
斡
旋
活
動
﹂︑﹃
大
阪
大
学
経
済
学
﹄
第
六
三
巻
第
一
号
︑
一
〇

四-

一
二
五
頁
︒

長
廣
利
崇
︵
二
〇
一
九
）﹁
書
評
：
若
林
幸
男
編
﹃
学
歴
と
格
差
の
経

営
史
―
新
し
い
歴
史
像
を
求
め
て
―
﹄﹂︑﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
八

五
巻
第
一
号
︑
九
二-

九
四
頁
︒

永
江
眞
夫
︵
二
〇
〇
四
）﹁
明
治
前
期
に
お
け
る
地
方
零
細
銀
行
の
展

開
―
創
立
期
の
三
池
銀
行
を
事
例
と
し
て
―
﹂︑﹃
福
岡
大
学
経
済
学

部
論
叢
﹄
第
四
八
巻
第
三
・
四
巻
︑
七
五-

一
一
六
頁
︒

中
村
尚
史
︵
二
〇
一
〇
ａ
）﹃
地
方
か
ら
の
産
業
革
命
―
日
本
に
お
け

る
企
業
勃
興
の
原
動
力
―
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

中
村
尚
史
︵
二
〇
一
〇
ｂ
）﹁
日
本
に
お
け
る
近
代
企
業
の
生
成
﹂︑
阿

部
武
司
・
中
村
尚
史
編
﹃
講
座
・
日
本
経
営
史

第
二
巻

産
業
革
命

と
企
業
経
営
―
一
八
八
二
～
一
九
一
四
―
﹄︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

一
一
七-

一
七
〇
頁
︒

中
村
尚
史
︵
二
〇
一
五
）﹁
経
営
史
と
地
域
発
展
﹂︑
経
営
史
学
会
編

﹃
経
営
史
学
の
五
〇
年
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︑
三
三-

四
一
頁
︒

中
村
政
則
︵
一
九
七
九
）﹃
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
―
資
本
主
義
と

地
主
制
―
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︒

中
村
政
則
︵
一
九
六
五
）﹁
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
﹁
地
代
の
資
本

転
化
﹂
と
租
税
政
策
﹂︑﹃
一
橋
論
叢
﹄
第
五
三
巻
第
五
号
︑
六
四

九-

六
七
六
頁
︒

日
本
経
営
史
研
究
所
編
︵
一
九
七
九
）﹃
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
会

社
百
年
史
﹄︑
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
︒

日
本
経
営
史
研
究
所
編
︵
一
九
八
一
）﹃
明
治
生
命
百
年
史
﹄︑
明
治
生

命
相
互
保
険
会
社
︒

野
田
正
穂
︵
一
九
八
〇
）﹃
日
本
証
券
市
場
成
立
史
―
明
治
期
の
鉄
道

と
株
式
会
社
の
変
遷
―
﹄︑
有
斐
閣
︒

松
好
貞
夫
・
安
藤
良
雄
︵
一
九
七
一
）﹃
日
本
輸
送
史
﹄︑
日
本
評
論
社
︒

三
浦
壮
︵
二
〇
一
五
）﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
地
方
資
産
家
の
企
業
家

活
動
と
工
業
化
投
資
―
炭
鉱
資
本
家
・
高
良
家
の
﹁
金
銭
出
納
帳
﹂

分
析
を
中
心
と
し
て
―
﹂︑﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
八
一
巻
第
三
号
︑

八
一-
一
〇
二
頁
︒

三
木
理
史
︵
二
〇
〇
〇
）﹃
地
域
交
通
体
系
と
局
地
鉄
道
―
そ
の
史
的



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

四
四　
︵
三
一
四

展
開
―
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

三
木
田
十
五
︵
一
九
三
三
）﹃
財
界
学
閥
展
望
﹄︑
不
動
書
房
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
四
）﹁
地
方
資
産
家
・
伊
東
要
蔵
と
浜
松
の
鉄
道

事
業
―
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
を
中
心
に
―
﹂︑﹃
近
代
日
本
研

究
﹄
第
三
一
巻
︑
一
六
五-

二
〇
二
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
五
）﹁
玉
川
電
気
鉄
道
の
設
立
と
展
開
﹂︑﹃
史

学
﹄
第
八
四
巻
第
一
・
二
・
三
・
四
号
︵
合
併
号
）︑
八
五-

一
〇

八
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
六
）﹁
豊
国
銀
行
の
設
立
と
展
開
―
慶
應
義
塾
出

身
の
企
業
家
の
活
動
を
中
心
に
―
﹂︑﹃
近
代
日
本
研
究
﹄
第
三
二
巻
︑

一
三
七-

一
七
一
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
七
）﹁
三
十
五
銀
行
に
お
け
る
行
内
改
革
の
展
開

と
頭
取
の
役
割
―
伊
東
要
蔵
の
活
動
を
事
例
と
し
て
―
﹂︑﹃
企
業
家

研
究
﹄
第
一
四
号
︑
二
五-

四
八
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
八
ａ
）﹁
戦
前
期
に
お
け
る
地
方
資
産
家
の
企
業

経
営
と
有
価
証
券
投
資
―
静
岡
県
引
佐
郡　

伊
東
要
蔵
を
事
例
と
し

て
―
﹂︑﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
八
三
巻
第
四
号
︑
二
〇
一
八
年
︑
三

五-

六
二
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
八
ｂ
）﹁
戦
前
期
東
京
に
お
け
る
電
気
鉄
道
の
設

立
と
展
開
―
城
東
電
気
軌
道
・
王
子
電
気
軌
道
を
事
例
と
し
て
―
﹂︑

﹃
史
学
﹄
第
七
八
巻
第
三
号
︑
三
三
頁-

五
七
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
八
ｃ
）﹁
日
比
谷
平
左
衛
門
の
企
業
家
精
神
―
日

本
製
布
・
鐘
淵
紡
績
・
富
士
紡
績
の
再
建
及
び
人
材
育
成
制
度
の
検

討
―
﹂︑﹃
史
学
﹄
第
八
八
巻
第
一
号
︑
一-

二
五
頁
︒

三
科
仁
伸
︵
二
〇
一
八
ｄ
）﹁
門
野
幾
之
進
―
社
中
を
薫
陶
育
成
す
―
﹂︑

﹃
福
沢
諭
吉
年
鑑
﹄
第
四
五
巻
︑
一
八
一-

一
九
六
頁
︒

三
田
商
業
研
究
会
編
︵
一
九
〇
九
）﹃
慶
應
義
塾
出
身
名
流
列
伝
﹄︑
実

業
之
世
界
社
︒

宮
本
又
郎
︵
一
九
九
九
）﹃︿
日
本
の
近
代
一
一
﹀
企
業
家
た
ち
の
挑

戦
﹄︑
中
央
公
論
社
︒

森
武
麿
︵
二
〇
一
八
）﹁﹃
中
村
政
則
の
歴
史
学
﹄
を
歴
史
に
位
置
づ
け

る
―
地
主
制
史
論
―
﹂︑
浅
井
良
夫
・
大
門
正
克
・
吉
川
容
・
永
江

雅
和
・
森
武
麿
編
著
﹃
中
村
政
則
の
歴
史
学
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︑

九
五-

一
二
〇
頁
︒

森
川
英
正
︵
一
九
八
一
）﹃
日
本
経
営
史
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︒

森
田
志
郎
︵
一
九
六
三
）﹃︽
近
代
土
地
制
度
史
研
究
叢
書　

第
六
巻
︾

地
方
経
済
と
地
方
資
本
﹄︑
御
茶
の
水
書
房
︒

山
中
宏
︵
一
九
八
六
）﹃
生
命
保
険
金
融
発
達
史

増
補
版
﹄︑
有
斐
閣
︒

吉
野
鉄
拳
禅
︵
一
九
一
五
）﹃
日
本
富
豪
の
解
剖
﹄︑
東
華
社
︒

米
川
伸
一
︵
一
九
九
四
）﹁
第
二
次
大
戦
以
前
の
日
本
企
業
に
お
け
る

学
卒
者
﹂︑﹃
一
橋
大
学
研
究
年
報　

商
学
研
究
﹄
第
三
四
巻
︑
三-

三
八
頁
︵ShinichiY

onekaw
a,1984,ʻU

niversityGraduates
inJapaneseEnterprisesbeforetheSecondW

orldW
arʼ,

“Business H
istory

”,V
ol.16,N

o.2,pp.193-218

）︒

若
林
幸
男
︵
二
〇
一
八
）﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
と
﹁
学
歴
格
差
﹂﹂︑

若
林
幸
男
編
﹃
学
歴
と
格
差
の
経
営
史
―
新
し
い
歴
史
像
を
求
め
て

―
﹄︑
日
本
経
済
評
論
社
︑
一-

二
六
頁
︒

渡
邉
恵
一
︵
一
九
九
〇
）﹁
軽
便
鉄
道
法
の
成
立
―
国
有
後
に
お
け
る

鉄
道
政
策
の
一
側
面
―
﹂︑﹃
立
教
経
済
学
論
叢
﹄
第
三
七
号
︑
八

九-
一
一
五
頁
︒

渡
邉
恵
一
︵
一
九
九
五
）﹁
青
梅
鉄
道
の
設
立
と
浅
野
総
一
郎
﹂︑﹃
立

教
経
済
学
研
究
﹄
第
四
八
巻
第
三
号
︑
一
八
七-

二
一
二
頁
︒



学
閥
企
業
家
集
団
に
関
す
る
経
済
史
研
究
の
意
義
と
課
題

）

四
五　
︵
三
一
五

渡
邉
恵
一
︵
二
〇
〇
五
）﹃
浅
野
セ
メ
ン
ト
の
物
流
史
―
近
代
日
本
の

産
業
発
展
と
輸
送
―
﹄︑
立
教
大
学
出
版
会
︒

和
田
一
夫
・
小
早
川
洋
一
・
塩
見
治
人
︵
一
九
九
二
ａ
）﹁
明
治
四
〇

年
時
点
の
中
京
財
界
に
お
け
る
重
役
兼
任
―﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役

員
録
﹄︵
明
治
四
〇
年
版
）
の
分
析
―
﹂︑﹃
南
山
経
営
研
究
﹄
第
六

巻
第
三
号
︑
二
一
五-

二
四
八
頁
︒

和
田
一
夫
・
小
早
川
洋
一
・
塩
見
治
人
︵
一
九
九
二
ｂ
）﹁
明
治
三
一

年
時
点
の
中
京
財
界
に
お
け
る
重
役
兼
任
―﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役

員
録
﹄︵
明
治
三
一
年
版
）
の
分
析
―
﹂︑﹃
南
山
経
営
研
究
﹄
第
七

巻
第
二
号
︑
二
一
七-
二
五
四
頁
︒

和
田
一
夫
・
小
早
川
洋
一
・
塩
見
治
人
︵
一
九
九
三
）﹁
大
正
七
年
時

点
の
中
京
財
界
に
お
け
る
重
役
兼
任
―﹃
日
本
全
国
諸
会
社
役
員

録
﹄︵
大
正
七
年
版
）
の
分
析
―
﹂︑﹃
南
山
経
営
研
究
﹄
第
八
巻
第

一
号
︑
七
五-

一
二
五
頁
︒
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註︵1
）　

玉
川
電
気
鉄
道
に
特
徴
的
な
都
市
部
の
電
気
鉄
道
と
特
定
の
企

業
家
集
団
と
の
関
係
は
︑
他
の
企
業
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
︒

例
え
ば
︑
城
東
電
気
軌
道
は
渋
沢
栄
一
の
血
縁
者
が
中
心
と
な
っ

て
経
営
し
て
い
た
企
業
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
王
子
電
気
軌

道
は
︑
特
定
の
企
業
家
集
団
の
後
援
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
故

に
︑
電
力
戦
の
時
代
に
︑
東
邦
電
力
と
東
京
電
燈
と
の
競
争
に
直

面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︵
三
科
︵
二
〇
一
八
ｂ
））︒

︵
2
）　

和
田
︑
小
早
川
︑
塩
見
︑
鈴
木
に
よ
る
一
連
の
研
究
に
お
い
て
︑

企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
特
定
の
二
人
の
企
業
家
が
︑
同
時
に
二
社
の
役
員
で
あ
る
人

的
関
係
を
﹁
要
素
ネ
ッ
ト
﹂
と
し
︑
こ
の
﹁
要
素
ネ
ッ
ト
﹂
の
逐

次
的
な
連
結
に
よ
る
総
体
が
﹁
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
さ
れ

る
︵
鈴
木
・
小
早
川
・
和
田
︵
二
〇
〇
九
））︒

︵
3
）　
﹁
就
職
戦
線
偵
察
記　

第
四
報
―
大
会
社
・
大
銀
行
の
新
社
員

採
用
期
を
前
に
し
て
―
﹂︑﹃
実
業
之
日
本
﹄
第
三
五
巻
第
五
号
︑

実
業
之
日
本
社
︑
一
九
三
二
年
︒

︵
4
）　

中
西
聡
は
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
伊
東
要
蔵
に
つ
い
て
は
︑
土

地
資
産
家
の
一
事
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︵
中
西
︵
二
〇
一

九
））︒

︵
5
）　

こ
う
し
た
研
究
史
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
山
梨
県
及

び
静
岡
県
に
お
け
る
地
域
振
興
―
金
融
事
業
・
鉄
道
事
業
を
中
心

に
―
﹂︑
松
本
和
明
編
﹃
渋
沢
栄
一
と
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
⑦　

渋

沢
栄
一
の
目
指
し
た
地
域
振
興
﹄︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︵
近
刊
予

定
）
に
お
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

四
六　
︵
三
一
六

︻
付
記
︼

　

本
稿
は
︑
科
学
研
究
費
﹁
近
代
日
本
の
企
業
経
営
と
企
業
家
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
機
能
に
関
す
る
実
証
的
研
究
﹂︵
二
〇
一
八
年
度
︑
研
究
活

動
ス
タ
ー
ト
支
援
︑
一
八
Ｈ
〇
五
七
〇
〇
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
︒


