
Title 故金原賢之助博士の生涯
Sub Title
Author 高木, 寿一

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1959

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.52, No.3 (1959. 3) ,p.278(84)- 284(90) 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19590301-

0084

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


八
四
.(

ニ
七
八)

. 

•
 

.

故

金

原

賢

之

助

，
博
.
±
.
の

：
生

、_

ァ

'
:
'
:
ン

.

.

. 

. 

■ 

• 

-

-

'
 

: 

‘

' 

:高

.

木

''
.
寿

へ

一

慶
応
義
塾
大
学
商
学
部
長
.、
.経
済
学
博
-±
、
金
原
賢
之
助
君
は
去
る
ー
月
こ
十
八
日
夜
半
に
逝
去
さ
れ
た
.-
°
衍
申
、

ハ
十
一
歳
で
あ 

る
o
:そ
め
学
究
連
猶
は
、
璩
応
蒸
塾
；踩
始
f
り
、
.
慶

応

義

塾

に

終

つ

て

い

る

..
;0

金
原
博
士
の
学
問
的
業
鎮
は
既
に
若
い
頃
か
ら
学
界
に
認 

:め
ら
れ
ち
い
た
。
、そ
0
'慶
応
義
墊
に
$

.
る
貢
献
、
：さ
ら
に
長
年
に
.亘
る
広
1>
活
動
範
四
を
通
じ
て
社
会
洛
方
面
に
於
け
る
貢
献
な

,

'

■ 

..
 

.
 

V..-. 

'
 

.

.

.

. 

.
 

-
-

--

:

め
て
大
き
い
.も
の
が
あ
.
つ
た
。
,

博
:.
±

の
才
幹
，
学
^
.
譏
見
が
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
：と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の 

逝
去
は
慶
'応
義
塾
の
重
太
な
損
先
•で
#

’るば
か
り
で
な
く
、
広
く
社
会
'の
損
失
で
あ
る
0
わ
れ
わ
れ
の
痛
恨
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

. 

ブ
金
原
賢
之
助
博
士
の
妹
：■

し
'^
_
憶
の
こ
と
ば
を
承
わ
り
た
い
方
.々
.は
、
駿
磁
義
塾
関
係
者
ば
か
り
で
な
く
各
方
面
に
極
め
て
多
い

:

の
で
：あ
.る
が
、
逝
去
し
て
未
、だ
日
が
浅
い
の
で
、
い
ま
は
そ
の
余
裕
が
な
い
。
こ
こ
にr

月
三
十
一
日
、
.金
原
博
士
：の
葬
儀
に
際
し
て
、

.

'

.

.

.

.■

■
. 

-

.

.

 

'

'*
弁
塾
長
が
霊
前
で
述
べ
ら
れ
た
.弔
詞
が
あ
る
。

，

..

.

r

慶
応
義
塾
大
学
商
学
部
長
、
慶
応
義
塾
理
事
/
金
原
賢
之
助
君
は
去
る
'
月

こ十
八
日
午
後
十
一
時
五
十
九
分
逝
去
せ
ら
れ
ま
し 

た
。
発
病
以
来
一
力
年
に
一
旦
る
療
養
も
遂
に
そ
の
甲
斐
な
.く
、
こ
こ
に
到
り
ま
し
た
W
J
.とは
痛
恨
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

.■

.
君
は
慶
応
義
塾
に
職
を
奉
じ
て
以
来
、
四
十
年
に
近
く
、
尚
お
義
塾
の
た
め
に
為
す
と
.
.こ
ろ
多
き
を
期
待
し
た
に
拘
わ
ら
ず
、
私
た
ち 

は
此
度
の
訃
に
会
ぅ
に
到
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

':
■
.

君
は
明
治
三
十
年
静
岡
県
浜
松
市
に
生
れ
、
浜
松
商
業
学
校
を
卒
業
の
後
、
志
を
立
て
て
慶
応
義
塾
大
学
理
財
料
に
入
学
し
、
学
生
時

代
に
既
に
秀
才
の
名
を
ほ
し
い
ま
免
に
し
て
、
大
正
十
年
三
月
卒
業
さ
れ
る
と
と
も
に
、
理
財
科
助
手
と
し
て
本
塾
に
残
り
、
こ
こ
に
学 

.

究
生
活
の
生
、涯
を
定
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
' 在
学
中
は
高
橋
誠
一
郎
教
授
め
.研
究
会
に
.あ
ヵ
.ま
し
た
が
、
.卒
業
後
は
金
融
経
済
学
の
研
鑽 

に
専
念
し
、.
大
正
十
四
年
九
月
ヒ
欧
米
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
帰
朝
後
、
昭
和
四
年
経
済
学
部
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
0
君
の
好
学
の
精 

神
と
研
究
の
精
緻
は
直
ち
に
そ
の
頭
灼
を
現
わ
し
、
学
界
に
君
の
存
在
を
高
か
ら
し
め
：た
の
で
あ
.り
ま
す
。
さ
ら
に
'金
融
>
財
政
•
商
工 

等
々
の
実
際
間
題
に
つ
い
て
も
、
政
府
機
関
.
民
間
諸
団
体
に
招
か
れ
て
、
そ
の
達
識
，を
求
め
ら
れ
た
ば
か
：り
で
.な
く
、
学

術

研

究

：
文 

教
政
策
等
に
.つ
い
て
%.
参
与
し
て
、
.尽
力
す
る
と
こ
ろ
が
極
め
で
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
0
ま
た
推
.さ
れ
て
東
京
市
会
議
員—

都
会
議 

員
と
し
て
都
政
に
参
劃
さ
れ
た
こ
と
も
あ
_り
ま
す
が
、
君
■の
生
涯
は
学
究
と
し
て
専
念
さ
れ
た
.の
で
あ
り
ま
し
て
、.
君
良
身
も
そ
れ
を
本 

望
と
考
え
て
灰
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
昭
和
十
一
一
年「

世
界
経
済
の
動
向
と
金
本
位
制
度」

の
論
文
を
以
て
経
済
学
博
士
の
称
号
を
得
ら 

れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
一
年
ょ
り
経
済
学
部
長
の
要
職
に
あ
り
、
.そ
の
目
、
軋
塾
大
学
通
信
教
育
課
程
の
.創
始
な
、ど
，
戦
後
の
#

自
復
興 

へ
の
寄
与
は
多
大
で
あ
り
ま
し
た
。
‘ ニ
十
六
年
に
は
義
塾
常
任
理
事
に
就
任
し
て
義
塾
経
営
の
中
枢
に
住
じ
ま
し
た
が
、
君
の
才
幹
は
、
 

渉
外
事
務
を
担
当
し
て
塾
員
組
織
の
再
編
成
な
ら
び
に
創
立
百
年
記
念
事
業
の
企
劃
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。
三
十
一
年
四
月
再 

び
教
授
職
に
戻
り
ま
し
た
が
、
.酿
学
.部
設
M -
-

の
議
が
起
る
.と
と
も
に
、
そ
の
準
備
委
員
長
と
し
て
.：君
の
持
.つ
影
響
力
ば
余
す
と
こ
ろ
な
く

示
さ
れ
、
勤
半
そ
の
発
足
と
と
も
に
初
代
学
部
長
に
任
じ
今
日
に
到
-̂
:
た
の
■で
あ
り
ま
す
。.
.そ
の
間
、

ハ
ア
'、ハ
ー
ド
経
営
学
講
座
の
開
設

-
 

,
 

•

に
当
り
、
ま
た
一
二
十
二
年
に
は
ハ
ア
バ
ー
ド
大
学
と
の
交
流
を
は
.か
る
た
め
_
米
し
て
接
衝
に
当
る
介
ど
、
本
塾
の
た
め
に
は
か
っ
た
活 

動
は
真
に
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
更
に
本
塾
体
育
会
馬
術
部
部
旻
：と
し
て
、
.
BB
和
一
一
?
以
き
ー
.一
十
年
に
苴
り
指
導
に
当
ら
れ
、
同
部
を
し 

て
名
誉
あ
る
伝
統
を
築
か
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。

： 

• 

\

教
室
に
於
け
る
指
導
は
ょ
く
学
生
の
霞
を
集
め
、
君
の
俳
号
に
ち
な
む
.千
舟
会
は
、
'
舉

,

, 

.

-

’ 
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集
め
.て
居
り
ま
す
。
：.交
友
も
ま
た
迤
め
て
：多
ぐ
、.：.常
，に
君
の
茼
囲
に
は
敎
多
い
友
入
を
持
つ

'と
い
，夕
-
と
> 
こ
れ
全
く
君
の
.徳

：
の

致

す

.
と 

こ
ろ
で
あ
り
：ま
し
よ
5

0
人
に
接
し
て
温
仁
に
し
て
明
朗
、
芷
に
異
才
た
：る
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
義
塾
を
思
う
の
念
厚 

く
、
.昨
秋
百
年
記
念
式
典
に
は
病
を
お
し
て
参
列
，さ
れ
、
^
の
#
び
'に
満
.ち
：た
姿
ば
今
も
私
た
ち
の
眼
に
残
：？
て
：居
り
ま
す
。

. 

.
商
学
部
が
発
足
じ
て
漸
く
第
三
年
に
当
り
、
慶
応
義
塾
新
世
紀
0'
再
出
発
.に
際
.し
.て
、
塾
0
内
外
極
め
.て
多
:»
で

あ

り

ま

す

。
'
こ

の

時 

:

に
当
っ
そ
君
を
喪
う
は
誠
に
一
大
損
失
ヤ
あ
る
と
と
も
に
^
双
の
念
の
犬
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
；
.

.今
日
'の
葬
儀
.に
臨
ん
で
、
.
.ひ
た
す
ら
，に
君
の
冥
福
を
析
，る

'
,と
と
も
.
.に、
御
遺
族
の
.幸
を
.念
ず
る
.の
み
で
.
.あ
り
ま
ず
。
.

昭
和
三
十
四
年
一
月
三
十

4

日
、

.慶
応
義
塾
長
奧
丼
復
太
郎

.k
.

っ

.

V
'
.

ぃ

.
r

.

こ
の
吊
詞
を
奧
井
塾
長
が
静
か
に
心
を
こ
.め
て
読
み
進
ん
で
行
く
に
0
れ
て
、
私
は
落
涙
を
禁
ず
る
こ
'ど
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
疋
五 

年
に
理
財
科
に
入
学
，し
大
正
十
年
に
卒
業
し
た
同
期
生
で
あ
り
、
殊
に
.親
し
い
交
遊
を
続
げ
た
一
>
.入
と
し
て
、

金
原
.君
が
逝
く
な
っ
て
か 

ら
の
日
々
、
た
ま
た
ま
閑
が
な
時
が
あ
れ
ば
長
.い
生
涯
の一

こ
.ま
一
こ
ま
を
思
：い
浮
：ベ
る
。
懐
し
さ
も
亦
ひ
と
し
お
で
あ
る
？
同
期
生
の 

中
で
も
、
姝
に
金
原
君
と
は
塾
に
入
学
以
来
同
じ
ク
.ラ
ス
に
属
し
て
親
交
を
続
け
て
き
た
町
田
義
.一
郎
君
と
、.
.亡
友
を
語
る
日
が
多
い
。
 

い
ま
追
悼
の
文
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
感
慨
交
々
に
迫
っ
て
筆
が
進
ま
ず
、
空
し
く
数
夜
を
す
ど
し
て
い
る
。
何
よ
り
も
思
い
懷
し
办 

こ
と
は
、
金
原
君
と
の
交
遊
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
友
情
に
厚
か
ク
た
こ
と
で
あ
る
.。
私
は
常
に
こ
の
こ
と
を
.思
い
出
し
て 

は
感
謝
し
て
い
る
。
四
十
余
年
の
親
し
い
生
涯
の
友
丨
常
に
兄
事
し
て
い
た
友
を
失
っ
て
、
心
の
ど
こ
か
が
脱
け
^
ち
た
よ
う
な—

心
の 

支
柱
の
一
を
失
っ
た
よ
う
な
淋
b
さ
を
感
ず
る
。

.
'

金
原
君
が
大
正
十
年
理
財
科
卒
業
生
の
最
優
秀
の
学
生
で
あ
っ
た
t
と
に
：つ
.い
て
は
、
同
期
生1

同
が
等
し
く
認
め
て
い
る
。

理
財
学 

会
に
於
て
も
中
心
と
な
っ

て
活
動
を
し

た

。

高
罾
_

一
郎
先
生
の
.研
究
会
に
於
て
指
導
を
受
げ
、
,;
大
部
•の
卒
業
論
文
を
提
出
し
た
。
ボ
ェ

ム•

バ
ァ
ヴ
ェ
ル
ク
と
ク.

ラ
ー
ク
の
資
本
概
念
論
争
.を
中
心
と
す
る
研
究
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
®
江
帰
一
、
気
質
勘
重
両
先
生
は
じ 

め
理
財
科
の
諸
先
生
は
金
原
賢
之
助
と
い
う
優
れ
た
学
生
が
い
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
居
ら
れ
た
。
：卒
!•
則
の
最
後
の
暑
中
休
暇
に
大
阪 

お
よ
び
東
京
海
日
新
聞
社
の
依
嘱
に
よ
る
労
働
事
情
の
調
査
に
参
加
し
、
そ
の
報
告
が
実
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と 

が
起
因
で
あ
っ
た
ろ
う
か
，
堀
江
帰
一.先
坐
か
ら
大
阪
毎
日
.新
聞
社
が
全
く
異
例
な
厚
遇
の
条
件
を
も
一
っ
て
君
を
招
聘
し
た
い
と
沄
っ
て 

い
る
が
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
お
話
し
が
あ
？
た
。
：

..
 

'

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
.坐
涯
に
'は
時
に
重
大
な
岐
路
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
こ
の
手
厚
い
招
聘
は
金
原
君
に
と
っ
て
一
の
岐
路
で
あ 

ゥ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
し
こ
の
招
聘
を
受
諾
す
れ
ば
.、
，彼
は
必
ず
新
聞
難
の
第
一
流
の
入
.と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
.か
し
金
原
君 

は
颯
江
先
生
_
.の
御
厚
意
を
感
謝
し
ろ
つ
辞
退
し
て
、
学
究
生
活
に
進
む
決
心
を
貫
い
た
の
で
：あ
る
。
.私
は
後
年
に
金
原
君
か
ら
そ
の
時
の 

経
緯
を
聞
き
、彼
の
学
問
研
究
へ
の
.情
熱
'と
決
心
が
い
か
に
強
か
っ
た
が
を
知
う
た
。

に
残
づ
た
#

M
君
.の
.研

究

の

成

果
丨
業
績
は
、 

ボ
工
ム
，
パ
ァ
ヴ
そ
ル
タ
と
ク
ラ
ー
ク
の
論
争
を
課
題
と
す
る
論
文
を
始
め
と
し
て
三
田
学
会
雑
認
に
発
表
さ
れ
た
。
精
力
的
に
研
究
が 

進
め
ら
れ
、
そ
の
業
績
は
.学
界
の
.注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
マ
た
：。

111

田
学
会
雑
誌
，に
豸
表
ざ
れ
た
論
文
の
.ほ
か
、
*

.T
E
十
四
年
九
爿
' (

一.九
H
k
:s'
に
留
学
生
と
し
て
欧
州
に
派
遣
さ
れ
る
ま
で
め
間 

に
、
ベ
ル
ジ
'シ
.ュ
タ
ィ
ン
の
名
著
，

「

社
会
主
義
の
諸
前
提
と
：社
会
民
主
党
の
任
務」

を
全
訳
し
て
、

「

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
批
判」

と
題
し
て 

公
刊
し
た
:0
小
泉
信
三
先
生
が
長
文
の
序
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
？
い
ま
三
+
数
年
を
隔
て
て
こ
の
書
物
ぎ
開
い
で
見
る
と
、
訳
文
極
め
て 

明
快
で
あ
り
、：
若
：ぎ
！

II

の
金
原
君
の
■学
間
精
進
が
偶
ば
れ
る
。.
.こ
の
訳
書
は
今
日
に
於
.て
も
な
私
屢
今
引
用
さ
れ
て
居
る
。

金
原
君
は
長
身
で
は
な
い
'が
筋
骨
引
き
締
り
、
.
.気
力
が
横
溢
し
て
、
さ
マ
爽
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
■
あ

_

罾

の«
ぼ
者
以
外
に
も

若 

い
頃
の
金
原
君
を
知
り
、.

い
ま
も
懐
し
.み
を
持
っ
.
.て
逝
去
を
惜
し
む
人
ギ
も
多
.い
。
.過
日
、
>私
は
そ
の
.
.

1

人
で
あ
る
早
稲
田
大
学
の
㈣
^

• 

• 

八

七
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賢

一
博
士
か
ら
-|
私
は
若
い
頃
の
金
原
さ
ん
を
ょ
く
知
っ
.て
い
ま
す
。
，キ
リ
ッ
ど
し
た
'立
派
な
青
年
学
者
で
、
実
に
さ
っ
爽
と
し
た
も
の
. 

で
し
た
。
惜
し
い
人
を
な
く
し
ま
し
た」

と
一K

わ
れ
た
。

.

金
原
君
は
健
康
に
恵
ま
れ
て
、
疲
れ
を
知
ら
な
.い
人
で
あ
っ
た
。
.そ
の
生
涯
に
病
気
ら
し
い
病
気
を
し
た
の
は
僅
か
ニ
度
し
か
な
い
。
. 

一
度
は
大
正
十
二
年
春
の
こ

と

で

あ
っ
た

と

記
憶
す
る
が
、
腸
チ
ブ
ス
に
冒
さ
れ
て
、
芝
白
余
の
伝
染
病
研
究
所
に
入
院
し
た
こ
と
が
あ 

る
。
見
舞
に
行
っ
た
私
に
、
痩
せ
細
っ
て
い
な
が
ら「

僕
は
チ
ブ
ス
な
ん
か
.で
死
ぬ
も
ん
か」

と
意
気
頗
る
旺
盛
で
あ
っ
.た
。
そ
れ
か
ら 

三
十
数
年
の
間
は
病
気
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
ニ
度
目
の
病
気
で
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
，

.
一
一
力
年
半
の
欧
米
留
学
を
終
え
て
、
昭
和
三
年
四
月
に
帰
国
し
て
か
ら
、
極
め
て
活
潑
な
研
究
活
動
と
塾
外
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。
別 

表
の
著
作
目
録
を
見
れ
ば
金
原
君
の
学
問
的
業
績
の
豊
富
な
こ
と
を
知
る
で

あ

ろ

う

。

三
田
学
会
雑
誌
そ
の
ほ
か
に
多
数
の
論
文
を
発
表 

し
て
い
る
。
昭
和
六
年
に
刊
行
し
た
ミ
ュ
ラ
ァ
の「
為
替
相
場
と
物
価」

の
^
«

か
ら
、
申
々
著
書
.
訳
書
が
ハ
ム
^

さ
れ
て
い
る
。
昭
和 

九
年
一
一
月
に「

世
界
経
済
の
動
向
と
金
本
位
制
度」
を
公
刊
し
た
。
私
は
こ
の
書
は
金
原
君
が
当
時
確
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
著
書
で
あ 

り
、
且
つ
こ
の
書
は
既
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
金
原
君
の
金
融
経
済
学
者
と
し
て
.の
名
•声

を

確

立

し

た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
.
こ
の
書 

物
に
は
若
い
学
徒
の
意
気
が
充
溢
し
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。

こ
の
書
の
扉
に
.はT

こ
の
小
著
を
M
師
故
堀
江
帰
一
博
士
の
霊
に
棒
ぐ」

.と
記
さ
れ
て
あ
る
。
金
原
君
に
深
く
嘱
望
し
て
届
ら
れ
た 

堀
江
先
生
は
、
金
原
君
が
留
学
中
に
急
逝
さ
れ
た
。
堀
江
先
生
の
厚
情
に
感
謝
し
て
い
た
金
原
教
授
は
、
■こ
の
書
に
確
信
を
持
つ
か
ら
こ
、
 

そ
恩
師
の
霊
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の「

世
界
経
済
の
動
向
と
金
本
位
制
度
.

j

に
ょ
っ
て
経
済
学
博
士
の
称
号
を
授
与 

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
原
教
授
の
塾
外
に
於
け
る
活
動
も
こ
の
頃
が
ら
ま
す
ま
す
活
潑
に
な
っ
た
。

当
時
の
金
原
君
を
回
顧
す
れ
ば
、，
そ
の
学
問
に
対
す
る
倦
む
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
た
精
進
と
活
動
と
は
、
あ
れ
で
よ
く
体
が
続
く
も
.の

だ
と
思
ぅ
'ほ
ど
で
あ
っ
た
。
毎
日
深
更
丨
黎
明
に
到
る
ま
で
読
書
し
思
索
し
、
健
筆
を
揮
っ
て
研
究
の
成
果
を
発
表
し
た
。
ま
た
求
め
ら 

れ
れ
ば
遅
滞
な
く
明
快
に
達
識
な
意
見
を
開
陳
し
た
。
金
原
君
に
対
す
る
諸
方
面
の
信
頼
は
■一
層
高
め
ら
れ
て
行
っ
た
。

昭
和
七
年
末
か
ら
は
財
団
法
人
金
融
研
究
会
の
調
査
研
究
事
業
の
中
心
と
し
て
活
動
し
た
が
、
そ
の
後
に
、
切
に
求
め
ら
れ
て
参
劍
し 

.
た
政
府
お
よ
び
民
間
の
機
開
は
極
め
て
多
い
。
政
府
機
関
で
は
、
例
え
ば
内
閣
臨
時
資
金
調
查
委
員
会
、
中
央
物
価
委
員
会
、
通
貨
安
定 

対
策
本
部
委
員
会
、
学
術
研
究
会
議
委
員
、
■大
学
設
置
i

会
委
員
そ
の
他
の
委
員
と
な
っ

た

。

大
蔵
大
臣
お
よ
び
商
工
大
臣
な
ど
か
ら 

個
人
的
に
意
見
を
求
'め
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
民
間
機
関
で
は
日
本
商
工
会
議
所
お
よ
び
東
京
商
工
会
議
所
そ
の
他 

の
多
く
の
団
体
の
委
員
ま
た
は
参
与
な
ど
を
依
嘱
さ
れ
て
い
る
。
 

•

学
術
団
体
で
は
特
に
日
本
金
融
学
会
に
関
与
し
参
劃
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
.た
し
、
日
本
経
済
政
策
学
会
そ
の
ほ
.か
の
学
会
の
理
事
お 

よ
び
委
員
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
金
融
学
界
そ
の
ほ
か
の
学
者
.との

交
り
は
極
め
て
広
か
っ
た
。
金
原
君
が
関
与
し
た
政
府
機
関
お
よ
び
民 

間
囤
休
は
極
め
て
多
く
、
い
ま
こ
こ
に
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
に
は
東
京
世
田
ヶ
谷
区
の
地
元
の
人
々
の
切
な
る
推
挙
を
拒
み
難
く
、
ま
た
先
輩
の
奨
め
も
あ
っ
て
、
東
京
市
会
議
員 

に
、
続
い
て
都
会
議
員
に
，立
候
補
す
る
こ
と
に
.な
っ
た
が
、
そ
の
選
挙
で
は
最
高
点
で
当
選
し
て
、
昭
和
二
士一

年
ま
で
都
政
に
参
割
し 

た
。
そ
の
後
、
両
三
度
か
、
東
京
お
よ
ぴ
郷
里
静
岡
県
で
国
会
議
員
と
な
る
こ
と
を
熱
心
に
推
拳
苍
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
若
し
金
原
君 

に
そ
の
意
さ
え
あ
れ
ば
、
彼
の
豊
か
な
才
幹
と
学
識
を
も
っ
て
、
必
ず
卓
れ
た
政
治
家
と
な
っ
た
で
あ
，ろ
ぅ
。
彼
は
ひ
と
た
び
決
心
す
れ 

ば
、
必
ず
最
大
の
結
果
を
も
っ
て
事
を
為
し
遂
げ
る
人
で
あ
っ
.た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
金
原
君
は
、
塾
長
の
弔
詞
に
も
あ
る
-±
ぅ
に
、
 

学
究
と
し
て
の
生
涯
を
続
け
る
こ
と
を
本
望
と
し
て
、
政
治
家
へ
の
途
を
選
ば
な
が
っ
た
。
..：

終
戦
後
は
、
経
済
学
部
長
と
し
て
、
続
い
て
常
任
理
事
と
し
て
、
義
塾
の
復
興
に
尽
力
し
た
功
績
は
火
き
い
。
'こ
の
と
と
は
奧
井
塾
長

八
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の
弔
詞
の
う
.ち
に
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
通
信
教
育
部
の
創
設
、：
さ
ら
に
商
学
部
の
創
設
な
ど
そ
の
ぼ
か
、
義
塾
の
新
し
い
企
茴
と
そ 

の
実
現
に
つ
い
て
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
.で
あ
•っ
た
。
彼
の
創
意
と
熟
慮
と
適
確
な
判
断
、
さ
ら
に
計
画
の
円
滑
な
実
現
の
過 

程
に
於
け
る
努
力
と
忍
耐
等
々
は
、
な
か
な
か
他
の
及
び
#
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
金
原
君
を
知
る
人
は
、
，彼
に
事
を
託
す
れ
ば
、
必
ず
R 

滑
に
且
つ
完
璧
に
成
し
遂
げ
て
く
れ
る
と
い
う
信
頼
を
浪
っ
て
い
た
。

慶
応
義
塾
が
新
し
い
段
階
に
進
む
に
当
っ
て
、
金
原
君
に
期
待
す
る
と
：こ
ろ
が
多
か
づ
た
し
、
：
' 彼
も
ま
た
自
己
の
生
涯
の
す
べ
て
を
義 

塾
に
捧
げ
る
こ
と
を
ホ
懐
と

し

て

い

た

。

商
学
部
の
創
設
に
は
中
心
と
な
っ
て
尽
力
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
せ
め
て
第
一
回
の
卒
業
生
を 

出
す
ま
で
は
と
も
思
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
ほ
か
、
ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
と

思
う
こ
と
も
.あ
っ
た
ろ
う
。
昨
年
二
月
中
甸
慶
応
病
院
の 

病
床
に
臥
し
て
か
ら
.一
年
、
.
殊

に

金

原

君

は

不

治

の

病

(

癌〕

で
あ
る
こ

と

を

よ

く

知
；
っ
て
い
た'の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
苦
し
み
も
強
か 

っ
た
ろ
う
。
さ
ぞ
残
念
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
昨
秋
、
小
康
を
得
て
、
義
塾
創
立
百
年
式
典
に
列
席
し
た
が
、
人
目
に
は
元
気
そ
う
.に 

も
見
え
、
努
め
て
常
の
よ
う
に
穏
か
な
微
笑
を
示
し
て
い
た
が
、
内
奥
に
は
は
げ
し
い
精
神
的
苦
關
に
悩
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
壮 

重

•
厳
粛
な
式
典
の
進
行
を
見
つ
め
、
心
に
刻
み
つ
け
な
が
ら
、
不
治
の
病
を
思
っ
て
暗
涙
を
の
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

:

本
年
一
月
に
入
っ
て
病
状
が
進
み
、
癌
研
究
所
附
属
病
院
に
入
院
し
た
。
自
分
の
病
気
の
こ
と
を
余
り
に
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ 

る
か
ら
、
見
舞
の
.こ
と
ば
に
も
困
る
の
で
、
若
い
友
入
か
ら
聞
い
た
話
な
ど
を
し
た
ら
、
お
か
し
そ
う
'に
か
す
か
に
微
笑
し
て
い
た
。
彼 

•の

病
苦
を
一
瞬
で
も

和
ら
げ
る
こ

と

が

で

き

た

と
す
れ
ば
、

せ
め
.て

も

の

慰
め
に
思
う
。
そ
の
時
、
金
原
君
は「

ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う 

ち
に
ひ
ど
く
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
。
て
ん
滴
の
時
な
ど
一
時
間
か
ら
一
.時
間
半
か
が
る
の
で
退
屈
す
る
。
気
分
は
非
常
に
よ
い
。
.た
だ
今 

日
の
よ
う
に
輸
血
す
る
と
三
十
七
度
五•

六
分
に
な
る」

と
書
い
た
紙
片
を
私
に
渡
し
た
。.
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
金
原
君
の
絶
筆
に
な
っ 

た
。
そ
れ
か
ら
五
日
後
の
一
月
ニ
十
八
日
夜
に
病
状
が
急
変
し
て
、
満
六
十一

歳
ニ
力
月
の
生
涯
を
終
っ
た
の
で
あ
る
。

故
金
原
賢
之
助
博
士
主
要
著
訳
書
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