
戦
前
日
本
の
産
業
発
展
と
財
閥
け

橘
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武

自E

』ま

じ

め

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
近
代
日
本
に
お
い
て
、
「
財
閥
」
と
総
称
さ
れ
る
企
業
群
が
、
大
き
な
経
済
的
な
い
し
社
会
的
影
響
力
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
森
川
英
正
氏
と
山
崎
広
明
氏
の
所
説
の
検
討
を
手
が
か
り
に

し
て
、
財
閥
が
戦
前
日
本
の
産
業
発
展
に
対
し
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
課
題
を
設
定
し
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
べ
き
問
題
が
、
二
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
①
財
閥
と
は
伺
か
と

い
う
問
題
と
、
②
な
、
ぜ
森
川
説
と
山
崎
説
に
注
目
す
る
の
か
と
レ
う
問
題
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
の
問
題
で
あ
る
「
財
閥
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
で
は
、
山
崎
広
明
氏
の
定
義
を
採
用
す
る
。
山
崎
定
義
と
は
、
財

闘
を
、
「
中
心
的
産
業
の
複
数
部
門
に
お
け
る
寡
占
企
業
を
傘
下
に
有
す
る
、
家
族
を
頭
点
と
し
た
多
角
的
事
業
形
態
L

、
井
」
み
な
す
も
の

で
あ
る
。
こ
の
山
崎
定
義
は
、
家
族
の
影
響
、
多
角
化
、
寡
占
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
他
の
有
力
な
財
閥
の
定

義
(
安
岡
重
明
氏
よ
る

L
Zや
森
川
英
正
氏
に
よ
る
品
製
)
に
比
べ
て
、
家
族
(
ま
た
は
同
族
)
の
要
素
に
関
し
て
、
暖
昧
な
表
現
を
用
い
て
い

165 



る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
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暖
昧
さ
を
含
む
山
崎
定
義
を
あ
え
て
採
用
す
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
期
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
化
し
た
「
財
閥
と
称
さ
れ
る

企
業
群
」
を
、
明
治
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期
ま
で
一
貫
し
て
財
閥
と
定
義
づ
け
る
こ
と
に
は
、
そ
も
そ
も
論
理
上
の
無
理
が
あ
る
か

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
言
葉
を
、
「
持
株
会
社
に
よ
る
複
数
の
傘
下
企
業
の
株
式
所
有
を
通
じ
て
、
同
一
資
本
で
異
な
る
産
業

部
門
の
支
配
を
め
ざ
す
独
占
組
織
の
一
形
配
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
)
。
有
力
な
財
閥
定
義
で
あ
る
安
岡
定
義
と
森
川
定
義
は
、
い
ず

れ
も
家
族
(
ま
た
は
同
族
)
の
所
有
・
支
配
を
決
定
的
に
重
視
し
、
そ
れ
を
「
財
闘
を
財
閥
た
ら
し
め
る
独
自
の
シ
ス
テ
ム
」
と
み
な
し

ら
で
あ
る
(
本
稿
で
は
、

て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
「
財
閥
と
称
さ
れ
る
企
業
群
」
は
、
第
一
次
大
戦
前
後
の
時
期
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成
し
た
。

コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
は
、
株
式
会
社
制
度
に
よ
り
社
会
的
資
金
を
導
入
す
る
点
で
、
家
族
(
ま
た
は
同
族
)
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
と
は
、
原
理
的
に
あ
い

い
れ
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
家
族
の
所
省
・
支
配
を
財
閥
の
本
質
的
要
素
と
み
な
す
見
解
に
立
つ
限
り
、
明
治
期
か

ら
第
二
次
大
戦
期
ま
で
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
財
閥
を
定
義
づ
け
る
と
と
は
論
理
的
に
無
理
で
あ
る
、

と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。

筆
者
は
、
お
よ
そ
上
記
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
レ
て
、
今
か
ら
八
年
前
に
、
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
論
を
財
閥
論
か
ら
峻
別
す
べ
き
だ
」

と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
自
体
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
、
現
在
で
も
確
信
し
て
い
る
。
し
か

L
、
一
方
で
、
と
れ
を
実
際
に

庵
史
分
析
に
適
用
す
る
段
に
な
る
と
、

否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

の
使
い
勝
手
が
良
く
な
い
(
英
語
表
現
に
な
じ
み
に
く
い
、
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
却
な
ど
)
、
社
会
通
念
を
反
映
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
化
し

(
泣
)

て
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
も
「
財
閥
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
、
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
間
題
が
生
じ
る
こ
と
も
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
言
葉

こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
論
理
上
の
無
理
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
も
、
あ
え
て
、
明
治
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦

期
ま
で
を
通
観
し
う
る
財
閥
の
定
義
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
、
便
宜
的
な
措
置
で
あ
り
、
次
善
の
策
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
の
定
義
づ
け
に
、
歴
史
概
念
と
し
て
は
暖
昧
な
も
の
が
含
ま
れ
る



の
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

い
や
、
む
し
ろ
、
暖
昧
だ
か
ら
こ
そ
、
定
義
づ
け
が
あ
る
程
度
の
有
効
性
を
も
っ
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

の
ポ
イ
ン
ト
は
、

上
記
の
よ
う
な
財
閥
の
定
義
づ
け
は
、
家
族
の
影
響
、
多
角
化
、
寡
占
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で

明
治
期
か
ら
第
二
次
位
界
大
戦
期
ま
で
の
通
時
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
原
理
と
矛
盾
す
る
家
族
の

所
有
・
支
配
と
い
う
表
現
を
避
け
、
家
族
の
影
響
と
い
う
暖
昧
な
表
現
を
用
い
た
点
に
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
山
崎
定
義
は
、
ま
さ
に
、

家
族
の
影
響
、
多
角
化
、
寡
占
と
い
う
三
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
。
財
閥
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
本
章
が
山
崎
氏
に
よ
る
定
義
を
採
用
す

る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

次
に
、
②
の
「
な
ぜ
森
川
説
と
山
崎
説
に
注
目
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
、
日
を
転
じ
よ
う
。
こ
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
は
、
森
川

英
正
氏
と
山
崎
広
明
氏
、
が
、
産
業
発
展
と
財
閥
と
の
関
係
を
ト
ー
タ
ル
に
論
じ
た
例
外
的
な
経
営
史
家
で
あ
る
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る

一
九
七

0
年
代
以
降
の
財
閥
史
研
究
の
最
大
の
特
徴
は
、
特
定
の
財
聞
を
専
門
的
に
取
り
上
げ
る
「
個
別
財
閥
史
研
究
」
が
高
ま
り
を

み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は
、

一
つ
に
は
、
特
定
の
財
閥
の
資
料
を
利
用
し
う

る
の
が
特
定
の
研
究
者
に
限
ら
れ
る
と
い
う
状
況
(
「
資
料
そ
の
も
の
の
独
上
巳
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
)
が
、

点
ー
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、

一
部
に
存
在
し
て
い
る

よ
り
積
極
的
な
要
因
と
し
て
、
経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
定
着
を
あ
げ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

説

経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
盛
行
は
、
皮
肉
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
「
反
面
教
師
」
の
存
在
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

近
年
の
財
閥
研
究
の
深
化
の
出
発
点
と
な
っ
た
『
日
本
金
融
資
本
分
別
』
を
一
九
六
五
年
に
刊
行
し
た
、
柴
垣
和
夫
氏
の
こ
と
で
あ
る
。

柴
垣
氏
の
こ
の
著
作
は
、
森
川
英
正
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
執
筆
当
時
で
は
最
高
水
準
の
史
料
を
用
い
な
が
ら
、
宇
野
経
済
学
の
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理
論
的
わ
く
組
に
あ
ま
り
に
も
リ
ジ
ッ
ド
に
固
執
し
た
結
呆
と
し
て
、
財
閥
の
個
性
に
富
ん
だ
生
成
・
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
す
こ

と
に
成
功
し
て
レ
な
い
」
、
と
い
う
問
題
点
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
、
「
財
閥
の
個
性
に
富
ん
だ
生
成
・
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
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を
描
き
出
す
」
努
力
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
、
「
個
別
財
閥
の
史
的
過
程
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
経
営
史
学
の
手

法
が
必
要
で
あ
」
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
一
九
七

0
年
代
後
半
以
降
、
経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
「
個
別
財
閥

史
研
究
」
が
、
高
ま
り
を
み
せ
る
よ
ろ
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

や
や
大
岨
に
言
え
ば
、
と
う
し
た
最
近
の
研
究
動
向
に
は
、
功
罪
相
半
ば
す
る
も
の
が
あ
る
。
経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
る
「
個
別
財
閥
史
研
究
」
は
、
確
か
に
実
証
水
準
を
引
き
と
げ
、
各
財
閥
の
個
性
に
注
目
し
た
点
で
柴
垣
説
を
乗
り
越
え
た
。
だ
が
、

反
面
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
柴
垣
説
が
追
求
し
た
、
財
閥
を
日
本
資
本
主
義
発
達
史
の
な
か
で
い
か
に
ト
ー
タ
ル
に
位
置
づ
け
る
か
と

い
う
課
艇
は
、
後
景
に
退
い
が
)
。

経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
諸
論
者
に
は
、
「
個
別
財
閥
史
研
究
」
に
は
積
極
的
に
取
り
組
み
な
が
ら
も
、
財
閥
総
体
の
役
割
の

解
明
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
と
る
者
が
多
い
。
し
か
し
、
数
は
少
な
レ
が
、
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
取
り
上
げ
る
森
川
氏

と
山
崎
氏
は
、
ま
さ
に
そ
の
例
外
に
相
当
す
る
研
究
者
で
あ
り
、
経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
な
が
ら
も
産
業
発
展
と
財
閥
と
の
関

係
を
総
括
的
に
論
じ
た
、
稀
有
な
存
在
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
二
章
で
森
川
説
と
山
崎
説
を
や
や
詳
し
く
検
討
し
、
産
業
発
展
と
財
閥
と
の
関
係
と
い
う
テ
1
マ
に
関
連
し
て
、

こ
れ
ま
で
二
つ
の
論
点
が
提
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
所
有
と
経
営
の
分
離
と
い
う
論
点
と
、
多
角
化
と
企
業

間
競
争
の
激
化
と
レ
う
論
点
で
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
掘
り
下
げ
る
。
そ
し

て
、
最
後
に
第
五
章
に
お
し
γ

て
、
第
三
章
で
恥
り
上
げ
た
森
川
英
正
氏
と
山
崎
広
明
氏
の
所
説
に
つ
メ
ン
ト
を
加
え
る
形
を
と
り
な
が
ら
、

全
体
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
ゆ
き
た
い
。



森
川
説
と
山
崎
説

1 

森
川
英
正
氏
の
所
説

森
川
英
正
氏
は
、
財
閥
と
い
う
産
業
組
織
体
の
存
在
は
「
諸
外
国
に
も
数
多
く
見
出
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
日
本
の
財
閥
の
独
自

性
を
そ
の
「
強
烈
な
工
業
化
士
協
」
に
求
め
る
。
た
だ
し
、
氏
は
、
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
と
い
う
「
財
閥
特
有
の
ゾ
ス
テ
ム
が
日

(
M
) 

本
の
工
業
化
過
程
に
お
け
る
積
極
的
・
促
進
的
要
因
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
」
。
と
言
ろ
の
は
、
「
財
闘
を
財
閥
た
ら
し
め
る
独
自
の
シ

ス
テ
ム
L

で
あ
る
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
は
、
経
営
戦
略
の
保
守
性
、
意
思
決
定
過
程
の
煩
雑
さ
、
資
金
力
の
限
界
な
ど
に
よ
っ
て
、

日
本
の
工
業
化
過
程
に
お
け
る
「
否
定
的
・
阻
止
的
要
因
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
「
財
閥
と
い

う
特
異
な
家
族
的
・
封
鎖
的
な
産
業
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
企
業
群
が
日
本
の
工
業
化
過
程
の
推
進
的
主
体
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
は
否

定
で
き
な
い
」
。
以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
、
森
川
氏
は
、
「
財
閥
と
称
さ
れ
る
企
業
群
は
、
財
閥
特
有
の
シ
ス
テ
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
却
)

工
業
化
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
っ
た
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
」
(
圏
点
も
原
文
ど
お
り
)
の
で
あ
る
。

森
川
氏
に
よ
れ
ば
、
財
閥
系
企
業
が
工
業
化
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
っ
た
の
は
、
同
族
メ
ン
バ
ー
で
は
な
く
専
門
経
営
者
が
意
思
決

定
を
行
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

説

工
業
化
過
程
に
対
す
る
財
閥
の
参
加
が
、
一
般
的
に
レ
っ
て
財
閥
同
族
の
自
発
的
意
思
の
所
産
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
は
ト
て
フ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
専
門
経
営
者
と
笹
等
に
ひ
き
い
ら
れ
た
ホ
ワ
イ

「
私
が
強
調
し
た
レ
の
は
、

卜
・
カ
ラ

i
社
員
の
意
思
を
、
積
極
的
か
消
極
的
か
は
と
も
か
く
、
財
閥
同
族
が
受
け
容
れ
た
と
こ
ろ
に
実
現
し
た
。
・
:
・
(
中
略
)

169 

論

:
:
日
本
の
工
業
化
過
起
を
推
進
し
た
財
閥
の
積
極
的
機
能
は
、
財
閥
の
本
質
と
は
直
接
か
か
わ
り
な
い
財
閥
外
の
意
思
が
生
み
出
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し
た
」
。
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と
の
よ
う
に
、
産
業
発
展
と
財
閥
左
の
関
係
に
つ
い
て
の
森
川
氏
の
議
論
は
、
や
や
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
財
閥
と
称
さ
れ

る
企
業
群
は
、
財
閥
特
有
の
シ
ス
テ
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
工
業
化
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
氏
の
結
論
に
、
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
筆
者
(
橘
川
)
と
し
て
は
、
こ
の
森
川
氏
の
結
論
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
レ
。
し
か

し
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
そ
の
こ
と
で
は
な
ぐ
、
氏
が
財
閥
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
と
い
う
論
点
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
戦
前
日
本
の
産
業
発
展
に
対
し
て
財
閥
、
が
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
た
か
を
解
明
す
る
う
え
で
、
重
要

な
意
味
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

2 

山
崎
広
明
氏
の
所
説

産
業
発
展
と
財
閥
と
の
関
係
を
総
括
的
に
論
じ
た
経
営
史
家
は
、
森
川
英
正
氏
の
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。
国
際
競
争
の
面
で
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
に
な
っ
た
日
本
の
諸
産
業
の
成
長
過
程
を
振
り
返
る
「
日
本
企
業
史
序
説
」
を
一
九
九
一
年
に
発
表
し
た
、
山
崎
広
明
氏
が
そ
の
人

で
あ
る
。
同
論
文
の
中
で
、
山
崎
氏
は
、
産
業
発
展
と
財
閥
や
戦
後
型
企
業
集
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

-
一
つ
の
命
題
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
の
命
題
は
、
「
こ
れ
ら
の
産
業
〔
国
際
競
争
の
面
で
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に
な
っ
た
日
本
の
諸
産
業
:
:
:
引
用
者
〕
の
発
展
に
お
け
る

主
導
者
(
リ
ー
ダ
ー
)
H
リ
ス
ク
・
テ
ィ
カ

l
は
、
概
し
て
レ
え
ば
、
財
閥
や
企
業
集
団
の
外
も
し
く
は
広
義
に
は
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る

場
合
で
も
そ
の
外
縁
部
か
ら
登
場
し
て
き
た
独
立
系
企
業
で
あ
っ
た
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
例
主
と
し
て
、
山
崎

氏
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
時
期
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
①
紡
績
業
に
お
け
る
二
一
大
紡
の
う
ち
二
社
(
東
洋
紡
績
と
大
日
本
紡
績
)
は
明

ら
か
に
財
閥
の
外
に
位
置
し
、
残
る
一
社
(
鐘
淵
紡
績
)
も
三
井
財
閥
の
傍
系
会
社
で
は
あ
っ
た
も
の
の
相
対
的
に
自
立
的
な
経
営
を
展

閉
し
た
、
②
レ
ー
ヨ
ン
工
業
に
お
け
る
先
発
二
社
(
帝
国
人
絹
と
旭
絹
織
)
は
独
立
系
企
業
で
あ
り
、
後
発
四
社
の
う
ち
三
社
(
東
洋
紡
績
、



日
本
レ
イ
ヨ
ン
、
倉
敷
絹
織
)
は
財
閥
外
の
大
紡
績
会
社
か
そ
の
子
会
社
で
あ
っ
た
(
残
る
一
社
は
二
一
井
物
産
の
子
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
東
洋

と
い
う
こ
つ
の
産
業
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。

レ
ー
ヨ
ン
)
、

第
二
の
命
題
は
、
「
財
閥
や
企
業
集
団
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
企
業
の
な
か
か
ら
主
要
産
業
へ
の
後
発
参
入
者
を
送
り
出
し
、
き
ら
に
は
リ

ー
ダ
ー
自
体
を
自
ら
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に
お
け
る
競
争
を
激
化
さ
せ
た
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
崎
氏
は
、
の
ち
に
第
四
章
で
問
題
に
す
る
よ
う
に
、
右
記
の
東
洋
レ
ー
ヨ
ン
の
事
例
を
除
け
ば
、
戦
前
期

に
関
す
る
適
切
な
例
証
を
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
け
)
。

山
崎
氏
が
提
示
し
た
二
つ
の
問
題
の
う
ち
、
戦
前
日
本
の
産
業
発
展
に
は
た
し
た
財
閥
の
役
割
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
重
要
な

意
味
を
も
つ
の
は
、
第
二
の
命
題
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
、
山
崎
氏
自
身
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
諸
産
業
に
お
け
る

競
争
的
事
占
と
で
も
一
一
一
口
う
べ
き
市
場
構
造
は
、
企
業
の
積
極
的
な
投
資
行
動
を
促
進
し
、
産
業
全
体
の
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
要
因

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
き
き
の
山
崎
第
二
命
題
に
よ
れ
ば
、
こ
の
競
争
的
寡
占
の
市
場
構
造
が
で
き
あ
が
る
う
え
で
、
財
閥
は
後
発
参
入

者
を
送
り
出
す
と
い
う
注
目
す
べ
き
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
命
題
が
重
要
だ
と
言
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で

あ
る
。別

言
す
れ
ば
、
山
崎
氏
は
、
産
業
発
展
と
財
閥
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
財
閥
の
多
角
化
と
企
業
間
競
争
の
激
化
と
い
う
論
点
を
打
ち
出

し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
森
川
氏
が
提
示
し
た
財
閥
に
お
け
る
所
有
と
経
蛍
の
分
離
と
い
う
論
点
と
は
、
視
角
を
異
に
し
て
い

る
。
以
下
で
は
、
産
業
発
展
に
は
た
し
た
財
閥
の
役
割
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
れ
ら
二
つ
の
論
点
を
、
順
次
掘
り
下

説

げ
て
ゆ
く
。

論

I刀
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森
川
説
へ
の
二
つ
の
疑
問

本
節
で
は
、
森
川
英
正
氏
が
提
示
し
た
財
閥
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
、
議
論

の
焦
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
森
川
氏
の
所
説
に
対
し
て
二
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
の
疑
問
は
、

日
木
の
財
閥
に
お
い
て
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
記
が
貫
徹
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

な
ぜ
専
門
経

営
者
は
財
関
系
企
業
の
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
進
出
し
意
思
決
定
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
森
川
氏
は
、
「
オ
ー
ナ
ー
と
専
門
経
営
者
と
が
ト
て
フ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
っ
て
争
ろ
と
い
う
『
権
力
論
』
的
発
想
」
が

必
要
だ
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
レ
か
に
学
卒
者
が
稀
少
資
源
で
、

イ
リ
ュ

1

ジ
ョ
ン
を
含
む
期
待
を
こ
め
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
時
代
で
も
、
彼
ら
〔
専
門
経
営
者

:
:
引
用
者
〕
に
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
地
位
を
明
け
漉
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ナ
ー
た
ち
|
|
財
閥
の
場
合
は
、
財
閥
家

族
、
非
財
閥
系
株
式
会
社
の
場
合
は
大
株
主
1

1
や
先
任
番
頭
た
ち
の
側
か
ら
の
抵
抗
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
抵
抗
を
打
ち
砕
い
た

三
井
に
お
け
る
井
上
馨
、
大
阪
紡
績
に
お
け
る
渋
沢
栄
一
、
尼
崎
紡

績
に
お
け
る
福
本
一
死
之
助
の
よ
う
な
各
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
を
説
得
し
う
る
『
開
明
派
』
の
存
在
で
あ
っ
た
」
。

の
は
、
福
沢
諭
士
口
の
よ
う
な
先
覚
者
の
思
想
的
影
響
力
で
あ
り
、

財
閥
系
企
業
の
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
座
を
め
ぐ
っ
て
い
く
度
か
「
権
力
闘
争
L

が
展
開
さ
れ
、
そ
の
際
先
立
者
や
「
開
明
派
L

が

一
定
の
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
か
ら
、
上
記
の
森
川
氏
の
議
論
は
、
事
実
の
指
摘
と
し
て
は
正
確
な
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
提
起
し
て
レ
る
疑
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
は
、
氏
の
議
論
は
、
十
分
な
論
理
的
説
得
力
を
も
た
な
い
。
と
言
う



の
は
、
財
閥
系
企
業
で
専
門
経
営
者
が
進
出
し
た
理
由
を
、
外
的
(
財
閥
外
の
先
覚
者
や
「
開
明
派
」
)
な
い
し
偶
発
的
(
「
権
力
闘
争
」
)
要

因
に
求
め
、
内
的
な
い
し
必
然
的
要
因
に
求
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
財
閥
家
族
が
先
覚
者
や
「
開
明
派
」
の
説
得
に
応
じ
る
形
で
専

門
経
営
者
と
の
「
権
力
闘
争
」
に
敗
れ
た
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
有
意
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
性
を
も
つ
の
は
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
実
が
生
じ
た
か
を
論
理
的
に
解
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

森
川
説
に
対
す
る
第
二
の
疑
問
は
、
第
一
の
疑
問
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
森
川
氏
は
、
経
営
者
企
業
の
本
質
は
「
専
門
経

芭
者
に
よ
る
企
業
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
掌
握
」
に
あ
る
と
し
た
ろ
え
で
、
「
通
説
と
は
異
な
り
、
戦
前
日
本
の
い
く
つ
か
の
財

閥
は
経
営
者
企
業
の
先
端
を
行
く
も
の
で
あ
っ
問
」
と
い
う
斬
新
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
方
で
森
川
説
に
対
す
る
新
た
な
疑
問
(
第
一
一
の
疑
問
)
を
喚
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
家
族
・

同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
相
当
数
の
財
閥
系
企
業
は
、
経
営
者
企
業
へ
の
転
換
の
点
で

(
別
言
す
れ
ば
、
専
門
経
営
者
の
進
出
の
点
で
)
、
非
財
閥
系
企
業
よ
り
先
行
し
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
疑
問
を
解
明
す

る
た
め
に
は
、
財
閥
系
企
業
に
も
非
財
閥
系
企
業
に
も
等
し
く
作
用
し
た
外
的
、
偶
発
的
要
困
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
は
決
定
的
に
不
十

分
で
あ
り
、
財
閥
系
企
業
の
み
に
作
用
し
た
内
的
、
必
然
的
要
因
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
告
一
口
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

2 

財
閥
家
族
の
所
有
・
支
配
へ
の
制
約

以
上
の
検
討
か
ら
、
森
川
英
正
氏
の
所
説
に
対
す
る
上
記
の
二
つ
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
財
閥
系
企
業
に
お
い
て
専
門

経
営
者
が
進
出
し
た
の
か
を
内
的
な
い
し
必
然
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
は
た
し
て
、

説論

こ
の
よ
う
な
説
明
を
行
な
う
こ
と
は
、
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
そ
れ
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
森
川
氏
の
財
閥
の
定
義
に
由
来
す
が
)
「
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
の
だ
と

173 



す
る
な
ら
ば
」
と
い
う
議
論
の
前
提
を
、
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
は
家
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族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
か
な
り
の
程
度
制
約
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
状
況
を
、
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
想
定
が
妥
当
性

を
も
つ
な
ら
ば
、
財
閥
系
企
業
に
お
け
る
専
門
経
営
者
の
進
出
は
、
い
わ
ば
そ
の
当
然
の
帰
結
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
財

閥
系
企
業
に
お
い
て
専
門
経
営
者
が
進
出
し
た
の
か
を
内
的
、
必
然
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
説
明
と
は
、
「
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
は
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
か
な
り
の
程
度
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
財
閥
系
企
業
で
専
門
経
営
者
の
積
極
的
な
進
出
が
み
ら
れ
た
」
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
の
妥
当
性
を
主
張
す
る

た
め
に
は
、
前
段
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
付
し
た
部
分
の
事
実
認
識
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本

節
の
以
下
の
部
分
で
取
り
組
む
の
は
そ
の
作
業
で
あ
る
が
、
そ
の
際
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
筆
者
も
参
加
し
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ

る
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
』
(
以
下
で
は
、
『
企
業
集
団
』
と
略
す
)
の
中
で
展
開
さ
れ
た
財
閥
の
総
有
制
と
「
番
頭
政
治
」
に
関

す
る
議
論
で
あ
る
。

ま
ず
、
財
閥
の
同
族
資
産
の
総
有
制
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
『
企
業
集
団
』
の
中
で
武
田
晴
人
氏
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い

る。

「
も
と
も
と
総
有
制
は
、
家
産
の
分
割
を
認
め
ず
、
同
族
各
家
か
ら
み
れ
ば
私
的
な
所
有
と
し
て
の
本
来
の
性
格
で
あ
る
処
分
の
自

由
を
容
認
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
所
有
と
経
営
と
い
う
周
知
の
枠
組
で
い
え
ば
、
専
門
経
営
者
の
登
用
に
よ
っ
て
事
業
経
営
か
ら
後

退
し
て
い
く
所
有
者
は
、
近
代
的
な
資
本
所
有
者
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
理
念
の
も
と
に
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
ろ
な

制
約
の
存
在
は
、
同
族
が
事
業
経
営
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
し
て
自
ら
へ
の
利
益
の
配
分
を
増
大
さ
せ
同
族
各
家
の
家
産
の
拡
大
や
、

企
業
家
的
野
心
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
因
を
排
除
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
:
:
:
(
後
略
)
:
:
:
」
。

こ
こ
で
は
、
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
み
ら
れ
た
同
族
の
所
有
は
、
総
有
制
に
よ
り
「
制
約
さ
れ
た
所
有
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

つ
ま
り
、



指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

説

『
企
業
集
団
』
の
第
一
章
で
明
治
前
・
中
期
を
担
当
し
た
阿
部
武
司
氏
は
、
「
総
じ
て
明
治
年
間
の
一
二
井
家
で
は
、
阿
族
が
発
言
権
を
あ

る
程
度
保
ち
つ
つ
、
外
部
の
人
々
の
恵
見
を
レ
れ
て
、
江
戸
時
代
以
来
の
財
産
の
総
有
制
を
近
代
的
法
体
系
が
整
備
さ
れ
て
レ
く
中
で
守

っ
て
い
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
円
」
、
「
三
井
に
見
受
け
ら
れ
た
財
産
の
総
有
制
は
住
友
に
も
認
め
ら
れ
る
と
し
て
よ
か
ろ
刊
」
、
と
い

う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
同
氏
は
、
「
明
治
年
間
に
急
速
に
成
長
し
た
岩
崎
家
〔
主
菱
財
聞
か
」
所
有
す
る
同
族
:
:
:
引
用

者
〕
は
弥
之
助
社
長
時
代
に
財
産
の
総
有
制
を
独
自
に
作
り
上
げ
問
」
、
「
岩
崎
に
類
似
し
た
新
興
の
富
豪
安
田
の
事
例
も
注
目
さ
れ
る
。

・
・
(
中
略
)
;
:
:
と
れ
も
一
種
の
共
同
財
産
と
み
て
よ
い
」
と
議
論
を
続
け
、
「
明
治
後
期
に
財
閥
を
形
成
す
る
富
豪
た
ち
は
、
三
井

等
が
す
で
に
江
戸
時
代
に
築
い
て
い
た
財
産
の
総
有
制
の
構
築
を
明
治
中
期
頃
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
模
索
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
阿
部
氏
の
議
論
を
受
け
て
、
『
企
業
集
団
』
の
第
二
章
で
明
治
後
期
を
受
け
持
っ
た
武
田
氏
は
、
「
三
井
が
総
有
制
の
下
で
同
肱
の

財
産
を
同
族
会
管
理
下
の
各
合
名
会
社
に
編
成
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
一
菱
で
は
、
岩
崎
各
家
の
資
産
の
一
部
を
な
す
『
事
業
活
動
』
が

共
有
の
事
業
(
あ
る
い
は
同
族
の
総
有
の
対
象
と
さ
れ
る
資
産
)
と
し
て
三
菱
合
資
会
社
に
統
合
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
」
、
「
住

友
の
場
合
に
は
、
分
家
・
別
家
に
対
す
る
本
家
の
権
限
が
強
か
っ
た
よ
う
で
、
同
族
の
『
総
有
』
す
る
家
産
全
体
が
本
屈
に
統
合
さ
れ
て

い
た
と
み
ら
九
一
伏
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
き
ら
に
、
同
書
の
第
三
章
で
第
一
次
世
界
大
戦
期
と
両
大
戦
間
期
を
担
当
し
た
橋
本
寿
朗
氏
に

よ
れ
ば
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
形
成
以
後
も
、
財
閥
の
同
族
資
産
の
総
有
制
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
企
業
集
団
』
の
各
執
筆
者
は
、
日
本
の
財
閥
で
み
ら
れ
た
同
族
所
有
に
つ
い
て
、
個
性
差
は
認
め
な
が
ら
も
、
全
体

と
し
て
総
有
制
の
も
と
に
お
か
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
レ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
森
川
英
正
氏
は
、
同
書
に
関
す
る
書
評
の
中
で
、
「
三
菱

に
総
有
制
を
認
め
る
の
は
無
理
で
あ
出
」
と
批
判
し
問
。
そ
の
際
森
川
氏
が
論
拠
と
し
た
の
は
、
①
本
家
(
久
弥
家
)
と
分
家
(
弥
之
助

家
)
の
二
つ
の
岩
崎
家
が
二
五

O
万
円
ず
つ
出
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
八
九
三
年
に
誕
生
し
た
三
菱
合
資
会
社
は
、
「
共
有
財
産
の
分
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割
を
前
提
と
し
た
共
同
出
資
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
」
で
あ
っ
た
、
②
武
田
氏
自
身
が
、
『
企
業
集
団
』
の
中
で
、
「
岩
崎
両
家
の
株

式
投
資
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
固
有
の
資
産
と
み
な
さ
地
」
た
こ
と
を
承
認
し
て
い
初
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
①
の
一
二
菱
合
資
会
社
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
長
沢
康
昭
氏
の
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
重
要
な
内
容

な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
該
当
箇
所
を
全
文
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
三
菱
合
資
会
社
は
、
『
鉱
山
稜
行
、
鉱
物
売
買
、
船
舶
所
有
、
船
舶
機
闘
機
械
鉄
工
物
ノ
新
造
修
理
、
土
地
家
屋
ノ
賃
貸
』
を
会
社
の

目
的
と
し
、
資
本
金
五

O
O万
円
と
さ
れ
た
。
出
資
者
は
岩
崎
弥
之
助
、
久
弥
両
名
で
、
持
分
は
そ
れ
ぞ
れ
二
五

O
万
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
持
分
は
排
他
的
な
個
人
的
所
有
権
で
な
く
、
そ
の
処
分
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
℃
い
た
。
会
社
契
約
書
か
ら
そ
の
部
分
を
引
尉
す

る
と
、『

一
、
社
員
山
他
ノ
社
員
全
体
ノ
承
諾
一
一
拠
リ
第
三
者
ヲ
入
社
セ
シ
メ
又
ハ
己
レ
ノ
地
位
一
一
代
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

一
、
社
員
二
ハ
ヶ
月
前
ニ
予
告
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
、
事
業
年
度
ノ
末
ニ
於
テ
任
意
ニ
退
社
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
、
社
員
己
レ
ノ
持
分
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
セ
ン
ト
ス
ル
時
ぺ
業
務
担
当
社
員
ノ
認
可
ヲ
受
ク
可
シ
』

(
E
l
一
、
第
二

O
巻、

六
頁
)

)¥、

と
あ
り
、
第
三
者
の
入
社
に
制
限
を
設
け
、
所
有
権
を
同
族
の
も
と
に
お
こ
う
と
し
て
い
る
。

三
菱
合
資
が
同
族
の
所
有
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
四
十
年
〔
一
九

O
七
年
:
:
引
用
者
]
二
月
、
弥
之
助
の
長
男
小
弥
太

が
弥
之
助
の
持
分
の
う
ち
一

O
O万
円
を
引
き
継
い
で
入
社
し
た
時
、
弥
之
助
、
久
弥
、
小
弥
太
の
三
名
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
規
約
書
の

中
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

『
:
・
:
両
家
一
一
属
ス
ル
持
分
ハ
各
々
其
家
ノ
戸
主
又
ハ
家
督
相
続
人
之
ヲ
所
有
継
承
し
て
歴
世
此
法
ヲ
変
ヘ
ザ
ル
ヲ
原
憲
卜
シ
、
事

情
実
ニ
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
方
リ
、
総
社
員
ノ
承
諾
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ノ
外
ハ
一
切
之
ヲ
他
ニ
分
与
シ
又
ハ
譲
リ
渡
サ
ザ
ル
コ



ト
ヲ
要
ス
』

(
N
1
一
九
九
、
三

O
九
頁
〉

と
定
め
、
出
資
者
を
岩
崎
両
家
の
戸
主
ま
た
は
家
督
相
続
人
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
約
は
大
正
九
年
〔
一
九
二

O
年
;
:
:
引
用

者
〕
六
月
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
者
の
入
社
を
制
限
し
た
会
社
契
約
書
は
残
っ
て
い
る
の
で
、
昭
和
十
二
年
〔
一
九
三
七
年

:
引
用
者
〕
に
株
式
会
社
化
す
る
ま
で
、
三
菱
は
岩
崎
両
家
の
同
族
的
所
有
の
も
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
長
沢
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
る
と
、
三
菱
合
資
を
「
共
同
財
産
の
分
割
を
前
提
と
し
た
共
同
出
資
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法

人
」
と
み
な
す
森
川
氏
の
議
論
は
、
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
引
用
文
で
長
沢
氏
は
「
同
族
の
所
有
」
、
「
同
族
的
所
有
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
『
企
業
集
団
』
の
各
論
者
が
言
う
「
総
有
」
と
事
実
上
同
義
で
あ
る
。

次
に
、
②
の
武
田
氏
が
「
岩
崎
両
家
の
株
式
投
資
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
固
有
の
資
産
と
み
な
さ
れ
」
た
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

森
川
氏
の
側
に
若
干
の
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
、
森
川
氏
が
問
題
に
し
た
武
田
氏
の
記
述
の
直
後
に
は
、
「
合
資

会
社
へ
と
管
理
が
移
管
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
吋
?
と
い
う
文
が
続
く
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
武
田
氏
は
、
『
企
業
集
団
』

の
別
の
箇
所
で
「
三
菱
で
は
、
岩
崎
各
家
の
資
産
の
一
部
を
な
す
『
事
業
活
動
』
が
共
有
の
事
業
(
あ
る
い
は
同
族
の
総
有
の
対
象
と
さ
れ

る
資
産
)
と
し
て
三
菱
合
資
会
社
に
統
合
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
田
氏
は
、
岩
崎
各
家
の
資
産
の
あ
る
部
分

2

れ
を
③
の
部
分
と
す
る
)
は
二
一
菱
合
資
に
統
合
さ
れ
て
総
有
制
の
も
と
に
お
か
れ
、
残
り
の
部
分
(
こ
れ
を
⑧
の
部
分
と
す
る
)
は
三
菱
合
資

に
統
合
さ
れ
ず
「
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
資
産
と
み
な
さ
れ
」
た
、
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
森
川
氏
の
よ
う

に
、
⑧
の
部
分
に
つ
い
て
述
べ
た
武
田
氏
の
言
質
を
取
り
上
げ
て
@
の
部
分
に
つ
い
て
の
同
氏
の
主
張
(
一
一
一
菱
で
も
同
族
資
産
の
総
有
制
が

作
用
し
て
い
た
と
い
う
主
張
)
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
妥
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

説論

日
本
の
財
閥
に
お
い
て
み
ら
れ
た
同
族
の
所
有
は
、
総
有
制
に
よ
り
「
制
約
さ
れ
た
所
有
」
だ
っ
た
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
武
田
氏
が
言
う
よ
う
に
、
三
」
の
よ
う
な
制
約
の
存
在
は
、
同
族
が
事
業
経
営
に
対
し
て
積
極
的

以
上
の
検
討
か
ら
、

177 



に
関
与
し
て
自
ら
へ
の
利
益
の
配
分
を
増
大
さ
せ
同
族
各
家
の
家
産
の
拡
大
や
、

企
業
家
的
野
心
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
因
を
排
除

178 
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す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
で
あ
る
。
別
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、

円
木
の
財
閥
で
は
、
日
間
族
資
産
の
総
有
制
と
事
菜
経
常
へ
の
同
族
の
関

与
の
後
退
と
が
結
び
つ
く
と
と
が
、
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
企
業
集
団
』
の
中
で
阿
部
武
司
氏
は
、
明
治
前
期
の
三
井
と
住

友
は
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
と
し
て
同
族
資
産
の
総
有
制
と
「
番
頭
政
治
」
を
引
き
継
い
だ
と
し
た
う
え
で
、
「
『
番
頭
政
治
』
は
三
野
村

や
広
瀬
に
よ
る
改
革
を
可
能
に
し
、
そ
の
後
の
専
門
経
営
者
の
活
動
も
容
易
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

右
記
の
阿
部
氏
の
文
章
に
出
て
く
る
三
野
村
、
広
瀬
と
は
、
二
一
井
の
番
頭
三
野
村
利
左
衛
門
と
住
友
の
番
頭
広
瀬
宰
平
の
こ
と
で
あ
る

が
、
両
者
は
い
ず
れ
も
、
幕
末
・
維
新
期
の
経
営
危
機
を
克
臓
す
る
立
て
役
者
と
な
っ
た
。
阿
部
氏
は
、
こ
の
う
ち
広
瀬
に
つ
い
て
は
、

「
権
力
を
掌
握
し
た
広
瀬
は
、
近
代
的
ビ
ジ
ネ
ス
の
指
導
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
様
々
な
欠
点
を
露
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し
て
、

長
期
的
に
は
否
定
的
な
訴
価
を
下
し
て
い
る
。
」
方
、
士
一
野
村
に
つ
レ
て
は
、
「
一
八
七
三
年
に
三
井
の
家
政
改
革
の
全
権
を
掌
握
し
た

=
一
野
村
利
左
衛
門
は
、
三
井
家
の
財
産
を
同
族
団
の
総
有
か
ら
切
り
離
し
、
三
井
家
と
は
別
個
に
存
在
す
る
三
井
組
そ
の
も
の
の
所
有
に

移
そ
う
と
す
る
努
力
を
続
け
」
た
と
述
べ
、
「
同
族
同
の
経
宮
支
配
の
み
な
ら
ず
所
有
を
大
き
く
制
約
し
、
従
業
員
持
株
制
を
導
入
す
る

こ
の
改
革
は
、
後
の
『
財
閥
転
向
L

や
財
閥
解
体
に
つ
な
が
る
暫
新
性
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
}
と
、
き
わ
め
て
高
い
評
価
を

与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
阿
部
氏
の
議
論
に
対
し
て
森
川
英
正
氏
は
、
『
企
業
集
団
』
に
関
す
る
書
評
の
中
で
、
「
新
時
代
に
対
す
る
知
的
洞
察
力
を

欠
い
た
番
頭
の
限
界
を
学
卒
専
門
経
営
者
(
た
と
え
ば
、
中
上
川
や
河
JP))
と
の
対
比
に
お
い
て
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
け
に
と
批
判
し
た
。

た
だ
し
、
広
瀬
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
阿
部
氏
も
、
そ
の
前
近
代
性
と
限
界
性
を
指
摘
し
て
レ
る
。
従
っ
て
、
阿
部
氏
と
森
川

氏
の
見
解
が
対
立
す
る
の
は
一
ニ
野
村
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
レ
。

本
稿
の
行
論
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
る
べ
き
点
は
、
上
記
の
よ
う
に
寸
番
頭
政
治
」
と
専
門
経
営
者
に
よ
る
経
営
と
の
断
絶
性
を
強
調



す
る
森
川
氏
も
、
財
閥
同
脹
の
経
営
関
与
を
後
退
さ
せ
た
面
で
は
両
者
が
連
続
性
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
点
で
あ
問
。
例
え
ば
、

森
川
氏
は
、
「
外
国
の
財
閥
で
は
、
同
拡
が
所
有
者
H
支
配
者
と
し
て
経
営
上
の
意
思
決
定
を
も
左
右
す
る
の
が
常
で
あ
っ
日
」
と
し
た

う
え
で
、
「
日
本
財
閥
の
独
自
な
様
相
L

と
し
て
、
「
使
用
人
で
あ
る
経
営
者
に
大
き
な
権
限
と
高
い
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
」
点
を
あ

げ
る
。
そ
し
て
、
「
三
井
、
住
友
の
よ
う
な
江
戸
時
代
に
起
源
を
有
す
る
財
閥
で
は
、
出
資
者
H
支
配
者
で
あ
る
同
族
が
経
営
者
に
対
し

経
営
権
を
委
任
し
た
。
明
治
以
後
発
生
し
た
財
閥
で
は
、
創
業
者
で
あ
る
同
族
が
自
ら
陣
頭
指
揮
に
当
た
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
創

業
者
の
死
亡
・
引
退
と
と
も
に
、
次
第
に
使
用
人
経
営
者
に
経
営
権
が
移
っ
て
ゆ
く
傾
向
が
存
在
し
た
」
、
と
議
論
を
続
け
て
い
る
。
こ

の
文
章
を
読
む
限
り
、
阿
部
氏
が
指
摘
し
た
、
「
番
頭
政
治
」
が
そ
の
後
の
専
門
経
営
者
の
活
動
を
容
易
に
し
た
と
い
う
論
点
そ
れ
自
体

に
対
し
て
は
、
森
川
氏
は
反
対
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
節
で
は
、
な
ぜ
財
閥
系
企
業
に
お
い
て
専
門
的
経
営
者
が
進
出
し
た
の
か
を
内
的
、
必
然
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
、
主

眼
を
お
い
て
き
た
。
そ
の
説
明
と
は
、
「
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
は
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
か
な
り
の
程
度
制
約
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
財
閥
系
企
業
で
専
門
経
営
者
の
積
極
的
な
進
出
が
み
ら
れ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
明
の
妥

当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
前
段
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
付
し
た
部
分
の
事
実
認
識
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
『
企
菜
集
団
』
で
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
た
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
財
聞
に
お
い
て
み
ら
れ
た
同
族
の
所
有
は
、

総
有
制
に
よ
り
「
制
約
さ
れ
た
所
有
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
制
約
さ
れ
た
所
有
」
は
、
財
閥
同
族
の
事
業
経
営
へ
の
関
与
の
後

退
と
い
う
「
制
約
さ
れ
た
支
配
」
と
結
び
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
記
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
付
し
た
部
分
の
事
実
認
識
は
正

確
で
あ
る
こ
と
が
、
一
応
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

説論

179 



戦前日本の産業発展と財閥{寸

3 

財
閥
本
社
の
株
主
安
定
化
機
能
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日
本
の
財
閥
は
、

明
治
中
期
の
本
部
機
構
の
整
備
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
形
成
運
動
、
一
九
三

0
年
代
以
降
の
財

閥
の
「
転
向
」
と
改
組
を
通
じ
て
、
組
織
を
変
貌
さ
せ
た
。
第
1
図
、
第
2
図
、
第
3
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
九
三
年
末
、

一
九
二

O
年

末

一
九
四
四
年
九
月
の
時
点
で
の
一
二
井
財
閥
の
組
織
構
成
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
2
図
お
よ
び
第
3
図
に
注
目
す
れ
ば
、
本
章
の
前
節
で
確
認
し
た
こ
と
は
、
家
族
・
同
族
(
例
え
ば
、
三
井
同
族
会
)
と
木
社

(
例
え
ば
、
三
井
合
名
会
社
な
い
し
三
井
本
社
)
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
が
か
な
り
の
程
度
制
約
さ
れ
て

1893 年末の三井の組織第 1~

い
た
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
種
の
所
有
に
対
す
る
封
じ
込
め
と
み
な
す
と
と
が
で
き

る
が
、
同
様
の
事
象
は
、
本
社
と
事
業
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
。
財
閥
本

社
は
、
財
閥
直
系
事
業
会
社
の
安
定
株
主
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
別
の
機
会
に
、
戦
前
日
本
の
財
閥
と
戦
後
の
企
業
集
団
(
本
稿
で
は
、
企
業
集
団

を
三
菱
系
・
住
友
系
・
三
井
系
・
芙
蓉
系
〔
富
士
銀
行
系
〕

和
系
・
第
一
勧
銀
系
の
レ
わ
ゆ
る

「
六
大
企
業
集
団
」
に
限
定
し
、
そ
の
内
実
を
そ
れ
ぞ
れ
の
社
長
会
構
成
メ
ン
バ
ー
企
業
聞
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
求
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
別
ニ
一
目
す
れ
ば
、
企
業
集
団
を
「
多
様
な
業
界
の
有
力
企
業

が
相
立
に
株
式
を
持
ち
合
う
こ
し
ι
に
よ
っ
て
成
立
し
た
集
団
で
、
大
株
主
会
と
し
て
社
長
会
を
も
ー
で
」

と
定
義
づ
け
る
、
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
)
と
の
関
係
を
論
じ
た
が
、
そ
こ
で
の
結
論
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
家
族
の
影
響
力
の
消
滅
、
本
社
(
持
株
会
社
)

の
解
体
な
ど
か
ら
み
て
、
財
閥
と
企
業



集
団
が
、
組
織
的
に
非
連
続
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
機
能
的
に
は
、
両
者
は
、
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
所
有
を
封
じ
込
め
、
経
営
政
策
の
自
由
度
を
高
め
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
」
。

議
論
で
あ
る
。

筆
者
が
上
記
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
う
え
で
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、

や
は
り
、
『
企
業
集
団
』
の
中
で
展
開
さ
れ
た
一
連
の

『
企
業
集
団
』
に
お
い
て
、
戦
前
日
本
の
財
閥
と
戦
後
の
企
業
集
団
と
の
接
点
で
あ
る
財
閥
解
体
を
検
討
し
た
の
は
、
宮
島
英
昭
氏
で

あ
る
。
そ
こ
で
宵
島
氏
は
、
財
閥
解
体
に
よ
っ
て
財
閥
直
系
企
業
に
生
じ
た
実
態
的
変
化
と
し
て
、
①
人
事
権
が
本
社
の
統
括
か
ら
解
放

さ
れ
た
こ
と
、
②
安
定
株
主
が
一
挙
に
喪
失
し
た
こ
と
、
③
直
系
企
業
聞
の
利
害

調
整
お
よ
び
情
報
交
換
の
場
が
消
失
し
た
こ
と
、
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
問
。
こ

1920 年末の三井財閥の構成

100.0% 
0909 年)

説

第 2図

論

乙
で
住
目
す
べ
き
点
は
、
氏
が
②
で
、
財
閥
解
体
に
よ
り
財
閥
直
系
企
業
の
安
定

株
主
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
点
で
あ
る
。

『
企
業
集
団
』
の
第
六
章
(
橘
川
武
郎
執
筆
部
処
)
と
第
七
章
(
岡
崎
哲
二
氏
執
筆

町
拠
)
は
、

一
九
五

C
年
代
初
頭
か
ら
一
九
七

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
日
本
の

企
業
集
団
に
お
い
て
、
株
式
相
互
持
合
い
に
よ
る
株
主
安
定
化
が
、
「
資
本
市
場

の
圧
力
を
緩
和
し
て
経
営
政
策
の
自
由
度
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
」
た
、
と
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
と
宮
島
氏
の
②
の
見
解
と
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
財
閥

解
体
以
前
の
日
本
の
財
閥
に
お
い
て
も
、
傘
下
企
業
の
経
営
政
策
の
自
由
度
を
高

め
る
株
主
安
定
化
機
能
が
作
用
し
て
い
た
(
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
財
閥
本
社
が

181 

財
関
直
系
事
業
会
社
の
安
定
株
主
と
し
て
機
能
し
た
)
、

と
の
推
論
が
成
り
立
つ
。
こ
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時
一
日

当
日

第 3図

の
推
論
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
、
『
企
業
集
団
』
の
中
で
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
化
L
て

182 

以
降
の
財
闘
を
論
じ
た
第
三
章
-
J
第
五
章
を
、
時
系
列
に
即
す
形
で
、
読
み
直
し
て
み

よ内ノ。『
企
業
集
団
』
の
第
三
章
で
財
閥
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
化
を
正
面
か
ら
論
じ
た
橋
本
寿

朗
氏
は
、
そ
の
意
義
を
、
主
と
し
て
、
意
思
決
定
の
分
権
化
(
別
言
す
れ
ば
、
「
現
場
の

知
恵
L

の
組
織
的
活
用
)
に
求
め
る
議
論
を
展
開
し
問
。
そ
し
て
、
橋
本
氏
は
、
同
書
の

「
序
」
で
は
、
「
財
閥
本
社
は
直
系
企
業
の
専
門
経
営
者
に
と
っ
て
は
安
定
株
主
と
し
て

機
能
し
た
面
も
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
。

太
平
洋
戦
争
崩
の

H
本
の
財
閥
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、
『
企
業
集
団
』
の
第
四
章
で

沢
井
実
氏
が
同
族
と
本
社
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
「
本
社
の
株
式
会
社
化
、
そ
の
後

の
株
式
公
開
に
よ
っ
て
も
同
族
の
本
社
忙
対
す
る
持
株
支
配
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ

た
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
「
し
か
し
こ
う
し
た
本
社
に
対
す
る
高
持
株
比
率
の
維
持
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
財
閥
家
族
の
実
質
的
支
配
力
は
低
下
し
た
し
と
の
評
価
を
下
し
て
い
出
。

つ
い
で
、
第
五
竜
で
は
宮
島
氏
が
、
本
社
と
傘
下
企
莱
と
の
関
係
に
言
及
し
、
「
傘
下

企
業
の
設
備
投
資
、
新
分
野
へ
の
参
入
等
に
関
す
る
本
社
の
統
括
力
は
低
下
し
、
傘
下

企
業
の
経
営
の
自
律
性
の
上
昇
が
進
ん
で
い
た
」
、
「
株
式
保
有
面
で
も
・
:
:
(
中
略
)

と
の
見
解
を
表
明
し
て
レ
る
。

-
:
本
社
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
低
下
し
た
」
、

以
上
の
『
企
業
集
団
』
の
検
討
か
ら
、

日
本
の
財
閥
史
と
企
業
集
団
史
を
貫
く
一
筋



の
赤
い
糸
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
結
論
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
日
本
の
財
閥
と
戦
後
の
企
業
集
団
は
、

メ
ン
バ
ー
企
業

か
ら
み
た
場
合
、
株
主
安
定
化
を
通
じ
て
所
有
の
影
響
力
を
弱
め
、
経
営
の
自
律
性
を
高
め
る
共
通
の
機
能
を
発
揮
し
た
と
い
う
、
さ
き

に
注
(
打
)
を
付
し
た
筆
者
の
文
章
の
後
段
で
紹
介
し
た
結
論
で
あ
る
。
岡
崎
氏
が
、
別
の
機
会
に
、
「
戦
前
の
非
財
閥
系
企
業
は
、
獲

得
し
た
利
益
を
そ
の
金
額
に
応
じ
て
大
部
分
を
株
主
に
配
当
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
利
益
金
処
分
の
点
で
古
典
的
な
企
業
像
な
い
し
は

今
日
の
定
型
化
さ
れ
た
米
国
企
業
像
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
」
(
裏
返
し
て
言
え
ば
、
財
閥
系
企
業
の
方
が
配
当
性
向
が
低
か
っ
た
)
と
指
摘
し

た
こ
と
も
、
こ
の
結
論
と
整
合
的
で
あ
る
。

本
章
の
前
節
で
は
、
日
本
の
財
閥
の
家
族
・
同
族
と
本
社
(
木
社
設
立
以
前
に
は
事
業
部
門
)
と
の
関
係
に
お
い
て
、

一
種
の
所
有
に
対

す
る
封
じ
込
め
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
い
で
本
節
で
は
、
財
閥
本
社
と
直
系
事
業
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

同
様
の
事
象
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

日
本
の
財
閥
で
は
、
所
有
は
二
重
の
意
味
で
封
じ
込
め
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
事
業
会
社
の
経

営
政
策
の
自
由
度
が
高
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

説

(
1
)

筆
者
が
こ
う
し
た
見
解
に
到
達
す
る
う
え
で
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
は
、
武
田
晴
人
編
『
日
本
産
業
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
を
編
纂
す
る
た
め
の
共
同
研
究
会
に
お
け
る
武
田
晴
人
民
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
武
田
晴
人
『
日
本

産
業
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
1

1
平
成
五
年
産
科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研
究
A
)
研
究
成
果
報
告
書
』
、
一
九
九
四
年
、
一

O
頁
参
照
。

(
2
)

経
営
史
学
会
の
第
一
五
回
大
会
に
お
け
る
山
崎
広
明
氏
の
発
言
。
森
川
英
正
・
湯
沢
威
「
第
一
五
回
大
会
統
一
論
題
『
大
正
期
に
お
け
る
中
規

模
財
閥
の
成
長
と
限
界
』
討
議
報
告
」
(
『
経
営
史
学
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
八

O
年
)
一
一
一
一
一
頁
よ
り
引
用
し
た
。

(
3
)

安
岡
重
明
氏
は
、
「
日
本
財
関
の
歴
史
的
位
置
」
(
安
岡
重
明
編
『
日
本
の
財
関
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
)
の
中
で
、
財
閥
を
、

「
家
族
ま
た
は
同
族
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
た
親
会
社
(
持
株
会
社
)
が
中
核
と
な
り
、
そ
れ
が
支
配
し
て
い
る
諸
企
業
(
子
会
社
)
に
多
種
の
産
業

を
経
営
さ
せ
て
い
る
企
業
集
団
で
あ
っ
て
、
太
規
模
な
子
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
部
門
に
お
い
て
寡
占
的
地
位
を
占
め
る
」
二
四
頁
)
、
と
定
義

づ
け
た
。

(
4
)

森
川
英
正
氏
は
、
『
日
本
財
閥
史
』
教
育
社
、

一
九
七
八
年
、
の
中
で
、
財
閥
を
、
寸
富
豪
の
家
族
・
同
族
の
封
鎖
的
な
所
有
・
支
配
下
に
成
り
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立
つ
多
角
的
卒
業
体
。
二
一
六
頁
)
、
と
定
義
づ
け
た
。

(
5
)

森
川
英
正
『
財
関
の
経
営
史
的
研
究
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八

O
年
、
三

O
O頁。

(
6
)

橘
川
武
郎
「
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
日
本
に
お
け
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
形
成
運
動
の
歴
史
的
意
義
」
(
青
山
学
院
大
学

2
H山
経
営
論
集
』
第

二
三
巻
第
一
号
、
一
九
八
七
年
。
以
下
で
は
、
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
」
と
略
す
)
二
二
二
一
貝
。

(
7
)
+全
阜
の
注

(
3
)
お
よ
び
柱

(
4
)
参
照
。

(
8
)

森
川
前
掲
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
三

O
二
頁
。

(
9
)

橘
川
前
掲
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
L

五
四
頁
。

(
凶
)
こ
の
筆
者
の
主
張
に
対
L
て
、
石
井
寛
治
氏
は
、
叶
日
本
経
済
史
〔
第
三
板
〕
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
二
四
六
支
に
お
い
て
、
宵

定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。

(
U
)

下
谷
政
弘
氏
は
、
『
日
本
の
系
列
と
企
業
グ
ル
ー
プ
』
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
、
の
中
で
、
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
コ
ン

y
ェ
ル
ン
は
産

業
横
断
的
な
組
織
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
「
本
来
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
」
(
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
概

念
)
は
、
「
一
個
の
産
業
体
系
の
枠
内
で
形
成
さ
れ
た
集
団
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
(
一
九
八
二

O
O頁
参
照
)
。

(
泣
)
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
解
体
が
、
通
常
「
財
閥
解
体
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
聞
の
事
情
を
端
的
に
一
一
小
し
て
い
る
。

(
悶
)
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
は
、
橘
川
武
郎

1

財
閥
史
と
企
業
集
団
史
の
論
理
」
(
『
経
営
史
学
』
第
三

O
巻
第
二
号
、
一
九
九
五

年
)
参
照
。

(
H
H
)

経
営
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
財
閥
研
究
の
先
駆
的
業
績
と
し
て
は
、
安
附
重
明
『
財
閥
形
成
史
の
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
雪
国
内
、
一
九
七

O

年
、
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
時
)
柴
垣
和
夫
『
日
本
金
融
資
本
分
析
』
東
京
ト
入
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
。

(
凶
)
森
川
前
掲
『
日
本
財
閥
更
』
一
一
一
一
一
一
二
頁
。

(
幻
)
同
前
一
一
三
一
三
頁
。

(
凶
)
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
森
川
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
個
別
財
閥
の
史
的
過
程
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
経
営
史
学
の
手
法
が
必
要
で
あ
る
。
個
別
財
閥
の
歴
史
を
『
資
本
の
論
理
』
と
か
可
独
占
資
本

の
法
則
』
と
か
レ
っ
た
大
ダ
ン
ピ
ラ
を
抜
い
て
割
切
っ
た
の
で
は
何
の
た
め
に
個
別
財
閥
を
研
究
し
て
い
る
の
か
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
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ま
う
。
個
別
企
業
は
そ
の
時
ど
き
に
置
か
れ
た
状
況
に
対
し
個
性
的
に
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
歴
史
を
生
み
出
す
も
の
と
と
ら
え
、
そ
う

し
た
企
業
行
動
を
成
り
立
た
せ
た
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
を
内
在
的
に
解
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
的
視
点
が
、
個
別
財
閥
の
『
生
き
も

の
と
し
て
の
歩
み
』
を
追
う
た
め
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
の
で
あ
る
L

(

森
川
前
掲
『
日
本
財
閥
史
』
一
一
三
一
一
一
よ
さ
一
四
頁
)
。

(
M
M
)

橋
川
前
掲
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
L

の
第
4
表
(
四
O
J
四
二
頁
)
参
照
。

(
刷
出
)
柴
痘
氏
は
、
前
掲
『
日
本
金
融
資
本
分
析
』
の
中
で
、
財
閥
を
日
本
型
金
融
資
本
の
積
極
的
タ
イ
プ
と
規
定
づ
け
た
。

(
幻
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
柴
垣
氏
が
、
『
日
本
金
融
資
本
分
析
』
の
刊
行
か
ら
一
三
年
た
っ
た
一
九
七
八
年
に
、
諸
批
判
に
反
論
す
る
形
で
次
の

よ
う
に
述
べ
た
こ
し
乙
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

「
わ
た
く
し
が
旧
著
で
対
象
と
し
た
財
閥
に
か
ん
す
る
実
証
的
研
究
は
、
こ
の
聞
い
ち
じ
る
し
い
進
展
を
み
せ
た
。
(
:
:
中
略
・
・
:
)
わ
た
く
し
の

田
著
は
、
す
く
な
く
と
も
実
証
面
に
お
い
て
は
、
全
面
的
な
増
補
改
訂
を
必
要
と
す
る
段
階
に
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
レ
。
し
か
し
、

方
法
的
側
面
1
1
!
と
い
っ
て
も
純
粋
に
経
済
学
方
法
論
左
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
〈
、
戦
前
期
日
本
金
融
資
本
の
全
体
的
把
握
の
方
法
正
そ
の

内
容
と
い
っ
た
意
味
に
お
け
る
ー
ー
に
お
い
て
は
、
部
分
的
に
は
と
も
か
く
、
基
本
的
に
は
な
お
旧
説
を
維
持
し
う
る
と
考
え
て
い
る
」
(
柴
周
一
和

夫
「
再
論
・
日
本
金
融
資
本
の
特
質
」
、
旦
局
普
ほ
か
編
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
、
理
論
左
実
一
正
』
+
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
所
収
。
二
七

三
l
二
七
四
頁
)
。

(
盟
)
森
川
前
掲
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
九
八
頁
。

(
お
)
同
前
二
九
九
頁
。

(
刷
出
)
同
前
三

O
O頁。

(
お
)
同
前
三

O
O頁。

(
松
山
)
同
前
三

O
O頁。

(
幻
)
同
前
三

O
O
頁

。

、

(
鎚
)
以
上
の
森
川
氏
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
同
前
二
九
五
J

三
O
六
頁
参
照
。

(
m
m
)

同前一一一

O
二
頁
。

(
初
)
山
崎
広
明
「
日
本
企
業
史
序
説
|
|
大
企
業
ラ
ン
キ
ン
グ
の
安
定
と
変
動
|
|
一
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
現
代
日
本
社
会
第
五
巻

構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
。
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〈
紅
)
同
前
六
一
頁
。

(
認
)
同
前
六
一

t
六
二
頁
参
照
。

(
お
)
同
前
六
九
頁
。

(
川
剖
)
同
前
六
八

t
六
九
頁
参
照
。

(
お
)
例
え
ば
、

M
・
E
-
ポ

l
タ
l
著
、
土
岐
坤
ほ
か
訳
『
国
の
競
争
優
位
(
下
)
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、

(
部
)
山
崎
前
掲
「
日
本
企
業
史
序
説
L

六
三

t
六
八
頁
参
照
。

(
幻
)
山
崎
第
二
命
題
に
お
い
て
は
、
財
閥
や
企
業
集
団
が
「
リ
ー
ダ
ー
山
体
を
口
ら
に
包
摂
す
る
と
と
」
も
競
争
を
激
化
さ
せ
る
と
い
う
キ
娠
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
を
は
な
い
。

(
叫
伺
)
会
川
実
正
「
な
ぜ
経
営
者
企
業
が
発
展
す
る
の
か
?
」
(
森
川
英
正
編
『
経
営
者
企
業
の
時
代
』
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
)
主
頁
。

(
m
m
)

同
前
一
七
頁
。

(
必
)
同
前
一
頁
。

(
H
U
)

同
前
一
七
頁
。

(川悩
)

ζ

こ
で
は
、
森
川
英
正
氏
が
、
家
族
(
ま
た
は
同
族
)
の
封
鎖
的
所
有
・
支
配
を
「
財
閥
を
財
閥
た
ら
し
め
る
独
自
の
シ
ス
テ
ム
」
左
み
な
し

て
い
る
こ
と
を
、
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
M
M
)

法
政
大
学
産
業
情
報
セ
ン
タ
ー
・
橋
本
寿
朗
・
武
田
崎
人
編
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
』
東
京
大
学
出
版
会
、

め
に
、
同
書
の
お
お
ま
か
な
構
成
と
執
筆
担
当
者
を
示
せ
ば
、
次
の
'
ど
お
り
で
あ
る
。

序
課
題
と
分
析
・
叙
述
の
視
角
(
橋
本
寿
朗
)

第
1
卓
政
商
か
ら
財
閥
へ
(
阿
部
武
司
)

第
2
章
多
角
的
事
業
部
門
の
定
着
と
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
組
織
の
整
備
(
武
田
晴
人
)

第
3
草
財
閥
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
化
(
橋
本
寿
朗
)

第
4
章
戦
時
経
済
と
財
関
(
沢
井
実
)

第
5
章
財
閥
解
体
(
宮
島
英
昭
)

第
6
章
戦
後
型
企
業
集
団
の
形
成
(
橘
川
武
郎
)
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第
7
章
資
本
自
由
化
以
後
の
企
業
集
団
(
岡
崎
哲
一
一
)

(
H
H
)

前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
』
七
八
頁
。

(
必
)
同
前
回
大
頁
。

(
必
)
同
前
四
六
頁
。

(
円
引
)
同
前
四
六
頁
。

(
必
)
向
前
四
七
頁
。

(
鈎
)
同
前
四
七
頁
。

(
印
)
同
前
七
七
頁
。

(
日
)
同
前
七
七
頁
。

(
回
)
同
前
一
一
一
一
真
参
照
。

(
回
)
森
川
英
正
「
書
評
、
法
政
大
学
産
業
情
報
セ
ン
タ
ー
・
橋
本
寿
朗
・
武
田
晴
人
編
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
』
」
(
『
経
営
史
学
』
第
二

七
巻
第
三
号
、
一
九
九
二
年
。
以
下
で
は
、
森
川
書
評
と
略
す
)
一

O
二
頁
。

(
臼
)
念
の
た
め
に
付
-
弄
す
れ
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
森
川
氏
の
批
判
は
、
対
象
を
三
菱
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
と

企
業
集
団
』
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
財
閥
の
総
有
制
に
つ
い
て
の
議
論
に
対
す
る
、
全
面
的
な
批
判
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

(
応
)
前
掲
森
川
書
評
一

O
二

頁

。

-

(
国
)
前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
』
八
五
一
良
。

(
訂
)
前
掲
森
川
書
評
一

O
二
頁
参
照
。

(
珂
)
丸
括
弧
内
は
、
三
菱
合
資
株
式
会
社
内
事
部
お
よ
び
総
務
部
『
社
誌
』
第
二

O
巻
、
一
八
八
三
年
分
(
刊
行
は
一
九
一
九
年
)
、
一
八
六
頁
か

ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

(
印
)
丸
括
弧
内
は
、
岩
崎
久
弥
伝
編
纂
委
員
会
編
『
岩
崎
久
弥
伝
』
、
一
九
六
一
年
、
三

O
九
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
と
を
示
す
。

(
印
)
長
沢
康
昭
「
二
一
菱
財
閥
の
経
営
組
織
」
(
三
島
康
雄
編
『
日
本
財
閥
経
営
史
コ
一
菱
財
閥
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
)
七
七

t
七
人

頁。

(
飢
)
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。
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(
位
)
同
前
四
四
頁
。

(
何
回
)
間
前
二
一
三
頁
。

(
制
)
同
前
四
四
頁
。

(
出
)
阿
部
氏
に
よ
れ
ば
、
「
江
戸
時
代
以
来
の
三
井
家
資
産
の
総
有
制
に
抜
本
的
な
変
更
を
迫
る
三
野
村
の
改
革
は
、
し
か
し
な
が
ら
彼
の
死
に
よ

っ
て
終
わ
っ
た
」
(
同
前
四
四
頁
)
。

(
侃
)
同
前
四
四
頁
。

(
門
別
)
士
一
井
財
閥
の
い
専
門
経
営
者
で
あ
っ
た
中
上
川
彦
次
郎
の
こ
と
で
あ
る
。

(
砧
)
住
友
財
閥
の
専
門
経
営
者
で
あ
っ
た
河
上
謹
一
の
こ
と
で
あ
る
。

(
的
)
前
掲
森
川
書
評
一

O
一頁。

(
叩
)
森
川
芙
正
氏
は
、
『
日
本
経
営
史
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
、
二
五
J

二
六
頁
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
明
治
中
期
以
降
め
大
企
業
に
お
け
る
専
門
経
営
者
め
台
頭
は
、
江
戸
時
代
の
商
家
経
営
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ま

ず
、
伝
統
的
家
業
の
系
譜
に
つ
な
が
る
財
閥
に
お
い
て
番
頭
が
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
就
任
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
発
端
が
聞
か
れ
た
か
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
た
し
か
に
、
商
家
の
番
頭
も
明
治
中
期
以
降
の
大
企
業
に
台
頭
す
る
専
門
経
営
者
も
、
給
料
を
支
払
わ
れ
る
ト
ッ
プ

の
使
用
人
と
い
う
意
味
で
は
連
続
性
を
有
し
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
進
ん
で
両
者
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
誤
り
だ
と
思
い
ま
す
」
。

こ
の
文
章
の
主
旨
は
、
番
頭
と
専
門
経
常
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
森
川
氏
が
、
、
と
も
に
「
給
料
を
支

払
わ
れ
る
ト
ッ
プ
の
使
用
人
」
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
番
頭
と
専
門
経
営
者
の
連
続
性
を
窓
認
し
て
い
る
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。

(
礼
)
森
川
前
掲
『
日
本
財
閥
史
』
一
一
一
一
九
J
二一一一

O
頁。

(η)
同
前
二
一
一
八
頁
。

(η)
同
前
二
二
九
頁
。

(
川
内
)
同
前
二
二
九
頁
。

(
花
)
こ
の
運
動
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
橘
川
前
掲
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
」
参
照
。

(
花
)
前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
と
企
業
集
団
h

孟
五
九
頁
。

(
行
)
橘
川
前
掲
「
財
閥
史
と
企
業
集
団
史
の
論
理
」
四
三
頁
。
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(
刊
叩
)
前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
ー
と
企
業
集
団
』
二

O
九
I
一一一

O
頁
参
照
。

(
m
m
)

同
前
二
五
八
1
二
六
五
、
二
七
七

t
一
一
八
二
頁
参
照
。

(
剖
)
間
前
三

O
五
J

三
二

O
頁
参
照
。

(
組
)
同
前
一
三
六
頁
(
岡
崎
哲
二
氏
執
筆
部
分
)
。

(
胞
)
同
前
一

O
七
t
一
一
一
、
一
三
二
頁
参
照
。

(
槌
)
同
前
二
一
一
頁
。

(
似
)
同
前
一
八
九
頁
。

(
邸
)
同
前
二

O
九
頁
。

(
m
m
)

岡
崎
哲
二
「
戦
時
計
画
経
済
と
企
業
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
現
代
日
本
社
会
第
四
巻

九
九
一
年
)
三
七
二
頁
。

説論

歴
史
的
前
提
』
東
京
大
学
出
版
会
、
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