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近
代
日
本 

1
6
0
年
の
歩
み
か
ら

未
来
を
展
望
す
る

〜
時
代
を
俯
瞰
す
る「
知
」を
養
う
た
め
に
〜

嫌
い
だ
っ
た
は
ず
の
経
済
が

お
も
し
ろ
く

―
―
藤
原
さ
ん
は
以
前
か
ら
日
本
の
近
代

社
会
シ
ス
テ
ム
に
は
耐
用
年
数
が
あ
り
、

40
年
の
周
期
で
変
遷
し
て
き
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
耐
用
年
数
が

あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、バ
ブ
ル
景
気
が
始
ま
っ
た

頃
の
こ
と
で
す
。敗
戦
か
ら
の
復
興
は
当

然
で
あ
る
と
し
て
も
、世
界
で
も
突
出
し

た
成
長
ぶ
り
を
示
し
、急
激
な
好
景
気
に

沸
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
、と
い
う
疑

問
が
出
発
点
で
す
。

当
時
、僕
は
新
聞
記
者
で
経
済
・
金
融
を

担
当
し
て
い
た
の
で
す
が
、そ
も
そ
も
希
望

し
て
い
な
か
っ
た
分
野
で
し
た
か
ら
嫌
々

な
が
ら
取
材
を
し
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ

が
、そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
見
て
い

る
う
ち
に「
こ
の
変
化
は
何
だ
？ 

お
も
し
ろ

い
！
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
経
済
に
関
心

を
持
て
た
。そ
し
て
、景
気
の
波
か
ら
社
会

の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
前
段
と
し
て
、そ
も
そ
も
な

ぜ
嫌
だ
っ
た
経
済
記
者
を
辞
め
ず
に

い
た
の
か
と
い
う
と
、記
者
に
な
っ
て

1
年
目
に
配
属
さ
れ
た
の
が
大
蔵
省

（
当
時
）担
当
で
、大
臣
で
あ
っ
た
田
中

角
栄
さ
ん
の
人
物
に
魅
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
す
。彼
は
尋
常
高
等

小
学
校
し
か
出
て
い
な
か
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
が
、と
て
も
ユ
ニ
ー
ク

な
発
想
が
で
き
る
人
で
し
た
。僕
が

見
た
限
り
で
は
、当
時
の
正
則
英
語

な
ど
も
大
卒
の
官
僚
た
ち
に
負
け
な

い
ぐ
ら
い
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
い

ま
し
た
し
、高
度
な
哲
学
書
や
経
済

理
論
書
こ
そ
読
ま
な
か
っ
た
け
れ

ど
、読
ま
な
く
て
も
自
分
の
体
験
の

中
で
そ
れ
ら
の
理
論
を
つ
か
ん
で
い

る
と
い
う
よ
う
な
、す
ご
い
人
物
で

し
た
。

そ
れ
で
大
蔵
省
の
記
者
ク
ラ
ブ
に
と
ど

ま
り
、角
栄
さ
ん
や
後
任
の
福
田
赳
夫
さ

ん
を
間
近
で
見
て
き
ま
し
た
。そ
の
影
響

も
あ
っ
て
、経
済
を
通
し
て
世
の
中
全
体
を

見
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
な
り
、さ
ら
に

社
会
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
す
る

中
で
、日
本
の
近
代
史
に
興
味
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
こ
う
し
て
い
る

う
ち
に
バ
ブ
ル
景
気
が
崩
壊
し
た
こ
と

で
、社
会
の
循
環
の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
始
め
た
わ
け
で
す
。

社
会
の
周
期
に
関
す
る
説
で
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
の
は「
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
」

で
す
。ロ
シ
ア
の
経
済
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・

コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
が
提
唱
し
た
学
説
で
、技

術
革
新
に
よ
っ
て
景
気
が
拡
大
し
、や
が
て

縮
小
す
る
と
い
う
長
期
の
循
環
は
、約
50
〜

60
年
周
期
で
起
き
る
と
い
う
も
の
で
す

ね
。彼
の
死
後
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学

者
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て

そ
の
学
説
が
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
と
名

づ
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
に
物
事
を
体
系
的
に
考
え
る

こ
と
の
重
要
性
を
、僕
は
経
済
・
社
会
学
者

の
公
文
俊
平
さ
ん
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

公
文
さ
ん
の
主
な
研
究
対
象
は
社
会
シ
ス

テ
ム
で
、コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
は
日
本
の

社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
も
当
て
は
ま
る

と
説
い
て
い
ま
し
た
。

た
だ
僕
自
身
は
、自
分
の
体
験
に
照
ら

し
て
考
え
る
と
、60
年
と
は
少
し
周
期
が

異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
し

た
。特
に
日
本
の
場
合
、西
洋
の
歴
史
ス

ケ
ー
ル
を
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
の
は

明
治
以
降
で
あ
り
、近
代
国
家
と
し
て
の

日
本
の
歩
み
に
つ
い
て
は
日
本
独
自
の
考

え
方
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、と
。

歴
史
の
意
外
性
と
周
期
性

―
―
周
期
と
い
う
も
の
さ
し
で
物
事
を
見

る
と
、社
会
や
歴
史
を
俯
瞰
で
き
ま
す
ね
。

一
定
の
長
さ
で
区
切
る
こ
と
が
議
論
の

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、物
事
を
体

系
的
に
考
え
る
と
き
の
、一
つ
の
手
が
か
り

に
な
り
ま
す
。

政
治
シ
ス
テ
ム
で
は
、ア
メ
リ
カ
の
政

治
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
デ
ル
ス
キ
ー
が
、世

界
の
覇
権
国
家
は
1
0
0
年
周
期
で
交
代

し
て
い
く
と
い
う
、覇
権
サ
イ
ク
ル
の
長
波

理
論
を
提
唱
し
ま
し
た
。15
世
紀
末
か
ら

現
在
ま
で
の
間
に
五
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
あ

り
、ポ
ル
ト
ガ
ル
↓
オ
ラ
ン
ダ
↓
イ
ギ
リ
ス

第
一
期
↓
イ
ギ
リ
ス
第
二
期
↓
ア
メ
リ
カ

と
、そ
れ
ぞ
れ
が
覇
権
国
家
と
し
て
国
際

秩
序
の
形
成
を
主
導
し
て
き
た
と
い
う
説

で
す
。覇
権
国
家
が
交
代
す
る
き
っ
か
け
は

コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
と
の
争
い
で
、例
え
ば
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
対
抗
し
て
い
た
の
は

ス
ペ
イ
ン
で
す
が
、次
の
覇
権
国
家
は

オ
ラ
ン
ダ
、そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
は
フ
ラ
ン
ス

が
対
抗
し
て
い
た
け
れ
ど
、次
の
覇
権
国

家
は
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、次

の
覇
権
国
家
は
そ
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
で

は
な
い
と
い
う
法
則
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
歴
史
の
意
外
な
展
開
を
実
感

さ
せ
ら
れ
た
の
が
、ア
メ
リ
カ
特
派
員
時

代
に
目
の
当
た
り
に
し
た
第
一
次
ニ
ク
ソ
ン

シ
ョ
ッ
ク
で
す
。当
時
、ア
メ
リ
カ
は
ソ
連

と
東
西
冷
戦
状
態
に
あ
り
、中
国
と
も
対

立
し
て
い
ま
し
た
が
、ソ
連
に
は
構
わ
ず

1
9
7
2
年
に
ニ
ク
ソ
ン
が
北
京
を
訪
問

し
て
米
中
関
係
を
和
解
へ
と
転
換
さ
せ
ま

し
た
。ま
さ
に
当
時
の
流
行
語「
ア
ッ
と

驚
く
為
五
郎
」で
す（
笑
）。

そ
れ
で
、な
る
ほ
ど
歴
史
に
法
則
性
を

見
い
だ
す
の
は
お
も
し
ろ
い
、じ
ゃ
あ
日
本

の
歴
史
は
ど
う
だ
ろ
う
、と
考
え
て
み
た

の
で
す
。

―
―
40
年
周
期
に
つ
い
て
、具
体
的
に
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

僕
が
考
え
る
法
則
性
は
、近
代
日
本
の
社

会
シ
ス
テ
ム
は
、お
よ
そ
40
年
ご
と
に
耐
用

年
数
が
切
れ
て
次
の
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す

る
、と
い
う
も
の
で
す
。第
一
の
サ
イ
ク
ル

は
1
8
6
8
年
の
明
治
維
新
か
ら
、第
二

は
1
9
0
4
年
の
日
露
戦
争
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
の
敗
戦
ま
で
、第
三
は
敗
戦
の

1
9
4
5
年
か
ら
、第
四
が
1
9
8
5
年

の
プ
ラ
ザ
合
意
か
ら
の
40
年
で
す
。第
一
と

第
二
の
サ
イ
ク
ル
で
は
欧
米
列
強
に「
追
い

つ
け
追
い
越
せ
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
軍
事
大

国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
が
敗

戦
で
失
敗
に
終
わ
り
、第
三
と
第
四
の
サ
イ

ク
ル
で
は
戦
後
復
興
、高
度
経
済
成
長
の
波

に
乗
っ
て
経
済
大
国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し

か
し
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
と
い
う
失
敗
が
あ

り
、今
日
に
至
り
ま
す
。近
代
日
本
は
、「
軍

事
の
戦
争
」と「
経
済
の
戦
争
」を
転
換
点

に
、社
会
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
変
え
て
き
た

の
で
す
。こ
の
法
則
で
考
え
る
と
、次
の

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
2
0
2
5
年
前

後
に
な
り
ま
す
。

こ
の
40
年
周
期
説
に
つ
い
て
は
細
部
ま
で

ロ
ジ
カ
ル
に
詰
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
め
、こ
れ
ま
で
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ

て
話
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、か

つ
て
半
藤
一
利
さ
ん
や
司
馬
遼
太
郎
さ
ん

に
お
話
し
し
た
際
に
、「
お
も
し
ろ
い
」と

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。歴
史
に

造
詣
の
深
い
方
々
と
意
見
が
一
致
し
た
と

い
う
点
で
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、少
し
自
信

が
持
て
ま
し
た
。

祖
父
が
見
た
戊
辰
戦
争

―
―
で
は
40
年
周
期
説
を
下
敷
き
に
近
代
史

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。日
本

の
近
代
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま

す
が
、藤
原
さ
ん
の
お
祖
父
様
は
そ
の
前
段

階
で
あ
る
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
記
録
を
遺

さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

は
い
。戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
敗
者
の
視
点

か
ら
初
め
て
記
録
し
た『
仙
台
戊
辰
史
』を

著
し
た
の
が
僕
の
祖
父
、藤
原
相
之
助
で

す
。祖
父
は
秋
田
県
出
身
で
田
沢
湖
の
ほ

と
り
の 

お 

ぼ 

な 

い 

む 

ら 

生
保
内
村
、現
在
の
仙
北
市
南
東

部
で
生
ま
れ
育
ち
、の
ち
に
河
北
新
報
の

記
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。地
主
の
長

男
で
、幼
い
こ
ろ
は
近
隣
の
角
館
に
あ
っ
た

塾
に
通
っ
て
漢
籍
な
ど
を
、維
新
後
は
外
国

語
も
学
ん
だ
よ
う
で
す
。

生
保
内
村
は
秋
田
県
と
岩
手
県
、当
時

は
秋
田
藩
と
南
部
藩
と
の
境
に
位
置
し
、

江
戸
時
代
か
ら
藩
境
の
い
さ
か
い
が
多

か
っ
た
地
域
で
す
。戊
辰
戦
争
で
は
秋
田
藩

が
新
政
府
側
に
つ
い
た
た
め
、あ
た
り
の

田
ん
ぼ
一
帯
が
官
軍
と
賊
軍
の
戦
場
に
な

り
ま
し
た
。戦
い
の
混
乱
の
中
で
家
族
が

逃
げ
る
と
き
、赤
ん
坊
だ
っ
た
祖
父
は
カ

ゴ
に
入
れ
ら
れ
た
ま
ま
草
原
の
中
に
置
い

て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。気

づ
い
た
家
族
が
青
ざ
め
て
探
し
回
っ
た

ら
、茅
の
束
の
中
で
一
人
す
や
す
や
眠
っ
て

い
て
、こ
の
子
は
大
し
た
子
だ
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。

後
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た

祖
父
は
、自
分
の
経
験
し
た
あ
の
戦
い
は
、

戊
辰
戦
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
知
り
た
く

な
っ
た
。け
れ
ど
、当
時
は
き
ち
ん
と
し
た

記
録
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。子
ど
も
だ
っ

た
祖
父
は
、そ
の
ま
た
祖
父
に
な
ぜ
記
録
が

な
い
の
か
訊
ね
た
と
こ
ろ
、「
せ
っ
か
く
塾

で
勉
学
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、大
人
に

な
っ
た
ら
自
分
で
調
べ
て
研
究
し
て
み
な

さ
い
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
な
ら
ば
、と
新
聞

記
者
に
な
っ
て
か
ら
、生
き
残
っ
て
い
た
当

事
者
に
取
材
し
て
証
言
を
記
録
し
、明
治
維

新
全
体
の
流
れ
と
照
ら
し
な
が
ら
客
観
的

に
考
察
し
た
の
が『
仙
台
戊
辰
史
』で
す
。

―
―
戦
記
は
勝
者
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ

る
こ
と
が
多
い
中
、客
観
的
に
書
か
れ
た

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

そ
う
思
い
ま
す
。祖
父
は
最
初
、東
北

新
聞
に
就
職
し
、そ
こ
が
倒
産
し
て
河
北

新
報
に
入
っ
た
そ
う
で
す
が
、新
聞
社
の

あ
る
宮
城
県
仙
台
市
で
暮
ら
し
て
い
た
た

め
旧
仙
台
藩
の
書
物
な
ど
の
資
料
も
数
多

く
あ
り
、藩
の
重
要
人
物
も
存
命
で
生
き

証
人
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

御
一
新
に
よ
っ
て
旧
藩
の
し
が
ら
み
も
な

く
な
り
、自
由
に
取
材
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
と
思
い
ま
す
。

『
仙
台
戊
辰
史
』は
、き
ち
ん
と
し
た
証

拠
と
取
材
に
基
づ
い
た
近
代
的
な
手
法
の

記
録
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
た
ち
ま
ち
評
判

に
な
り
、学
術
的
に
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
評
判
に
薩
長
の
人
た
ち
が
反
発
し
、

旧
長
州
藩
の
末
松
謙
澄
が
反
論
書
と
し
て

『
防
長
回
天
史
』を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。祖
父
が
書
い
た
世
良
修
蔵
に
関
す

る
記
述
が
気
に
入
ら
な
い
と
、子
孫
が
わ

が
家
に
押
し
か
け
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

祖
父
は
も
と
も
と
、社
会
学
的
な
視
点

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。そ

れ
に
従
っ
て
戊
辰
戦
争
を
記
録
し
た
こ
と

で
、歴
史
の
評
価
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し

て
く
れ
ま
し
た
。そ
の
精
神
は
わ
が
家
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
の
功
罪

―
―
明
治
維
新
か
ら
日
露
戦
争
に
至
る
40
年

に
つ
い
て
、藤
原
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
ま
す
か
。

近
年
、明
治
維
新
の
評
価
を
見
直
そ
う
と

い
う
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
ね
。そ
の
理
由

の
一
つ
に
、戊
辰
戦
争
で
新
政
府
軍
が
会
津

で
行
っ
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
前
か
ら「
白
河
以
北
一
山
百
文
」、

つ
ま
り
白
河
の
関
か
ら
北
の
土
地
に
は

価
値
が
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
東
北
の

歴
史
が
あ
り
、「
河
北
新
報
」の
名
は
、そ
の

よ
う
な
侮
蔑
へ
の
反
骨
精
神
を
示
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
。祖
父
が
戊
辰
戦
争
の
中
立

的
な
記
録
を
書
い
た
背
景
に
は
、そ
れ
ま
で

軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
東
北
の
人
間
と
し

て
、薩
長
中
心
で
歴
史
を
つ
く
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
東
北
の
視
点
で
は

あ
り
ま
す
が
、や
は
り
歴
史
的
事
実
と
し

て
薩
長
主
導
で
尊
皇
・
攘
夷
・
開
国
・
佐
幕

と
い
う
四
つ
の
ワ
ー
ド
に
よ
る
対
立
構
造

が
つ
く
ら
れ
、長
州
藩
出
身
者
が
陸
軍
を
、

薩
摩
藩
出
身
者
が
海
軍
を
掌
握
し
て
日
本

の
権
力
構
造
の
中
枢
を
な
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。そ
の
体
制
で
日
清
・
日
露
戦
争
に

辛
う
じ
て
勝
利
し
た
こ
と
が
驕
り
に
つ
な

が
り
、の
ち
の
第
二
次
世
界
大
戦
を
招
い

た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

作
家・エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、元
日
銀
副
総
裁

藤
原 

作
弥  

Sakuya Fujiw
ara

勝
者
が
歴
史
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
は
世
界
的
に
も
よ
く
見
ら
れ
、

歴
史
の
客
観
的
な
評
価
が
定
ま
る
に

は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
す
。

明
治
維
新
の
評
価
も
見
直
さ
れ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

―
―
一
方
で
、明
治
の
殖
産
興
業
政
策

に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
は
一
気
に

進
み
ま
し
た
。最
近
は
渋
沢
栄
一
が

日
本
的
経
営
の
ル
ー
ツ
と
し
て
再

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。経
済
記
者
時
代
、

ど
こ
を
取
材
し
て
も
原
点
を
辿
る
と

渋
沢
栄
一
に
行
き
着
く
の
に
驚
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。第
一
国
立
銀
行
、

東
京
証
券
取
引
所
、東
京
商
法
会
議

所（
東
京
商
工
会
議
所
）の
設
立
は
も

と
よ
り
、海
運
も
、製
紙
も
、イ
ン
フ
ラ
も
、

あ
ら
ゆ
る
産
業
の
礎
を
築
い
た
わ
け
で
す

か
ら
ね
。な
ぜ
も
っ
と
評
価
さ
れ
な
い
の
か

疑
問
に
思
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
取
材
な
ど
で
全
国
銀
行

協
会
に
よ
く
出
入
り
す
る
中
で
事
務
局
長

の
北
原
道
貫
さ
ん
と
お
近
づ
き
に
な
り
、

「
金
融
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
」と

言
う
と「
い
つ
で
も
聞
き
に
来
い
よ
」と

お
っ
し
ゃ
る
の
で
、し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
邪
魔

し
て
い
ま
し
た
。
北
原
さ
ん
は
日
本
の

金
融
経
済
界
の
生
き
証
人
の
よ
う
な
方

で
、そ
の
後
、協
会
の
副
会
長
ま
で
務
め
ら

れ
ま
し
た
が
、本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。僕
に
金
融

記
者
が
務
ま
っ
た
の
は
北
原
さ
ん
の
お
陰

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
北
原
さ
ん
が
渋
沢
栄
一
を
尊
敬
さ

れ
て
い
て
、渋
沢
が
近
代
日
本
経
済
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
よ
く
話
し
て
い
ま

し
た
。全
国
銀
行
協
会
の
ビ
ル
に
は
渋
沢

栄
一
の
胸
像
が
あ
り
、北
原
さ
ん
を
訪
ね

る
と
き
は
い
つ
も
そ
の
胸
像
に
心
の
中
で

挨
拶
し
て
い
た
こ
と
も
い
い
思
い
出
で
す
。

渋
沢
栄
一
は
経
済
と
い
う
も
の
を
通
じ

て
、封
建
制
の
社
会
か
ら
自
由
で
平
等
な

競
争
が
可
能
な
社
会
へ
の
転
換
を
促
し
、自

由
経
済
と
倫
理
・
道
徳
の
両
立
を
理
念
と

し
た
、志
の
高
い
人
で
し
た
。彼
の
業
績
と

思
想
が
日
本
型
資
本
主
義
の
礎
と
な
り
、

の
ち
の
経
済
発
展
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

新
一
万
円
札
に
肖
像
が
採
用
さ
れ
た
こ

と
で
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
し
、今
後
、

渋
沢
栄
一
が
近
代
日
本
の
経
済
発
展
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
評
価
も
高
ま
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

40
年
周
期
で
近
代
日
本
の

変
遷
を
見
る

経
済
記
者
か
ら
日
銀
副
総
裁
へ
転
身
、日
立
総
合
計
画
研
究
所
の

社
長
を
務
め
た
だ
け
で
な
く
、作
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
も

活
躍
し
て
き
た
藤
原
作
弥
氏
。自
身
の
原
点
と
な
っ
た
幼
い
頃
の

満
州
で
の
体
験
や
戦
後
の
日
本
と
共
に
歩
ん
で
き
た
経
験
、

そ
し
て
歴
史
へ
の
造
詣
を
基
に
、近
代
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は

40
年
周
期
で
変
遷
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。

国
際
秩
序
が
乱
れ
混
迷
の
度
を
深
め
る
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の

中
で
、こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
自
身
の
体
験
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
近
代
日
本

1
6
0
年
の
歩
み
を
振
り
返
り
、次
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
2
0
2
5
年
以
降
の
日
本
の
姿
を
展
望
す
る
。
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1868～
明治維新

40年

期 間

外 圧圧 力

軍事大国
（富国・殖産）国 力

国家部門牽引力

1904～
日露戦争

40年

外 圧

1945～
第二次大戦

40年

外 圧

経済大国
（産業・金融）

企業部門

1985～
プラザ合意

40年

外 圧

2025～

40年

内 圧

文化大国？
（福祉・文化）

個人部門？

2065～

日本の耐用年数（40年周期）

E F O  S E L E C T I O N

嫌
い
だ
っ
た
は
ず
の
経
済
が

お
も
し
ろ
く

―
―
藤
原
さ
ん
は
以
前
か
ら
日
本
の
近
代

社
会
シ
ス
テ
ム
に
は
耐
用
年
数
が
あ
り
、

40
年
の
周
期
で
変
遷
し
て
き
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
耐
用
年
数
が

あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、バ
ブ
ル
景
気
が
始
ま
っ
た

頃
の
こ
と
で
す
。敗
戦
か
ら
の
復
興
は
当

然
で
あ
る
と
し
て
も
、世
界
で
も
突
出
し

た
成
長
ぶ
り
を
示
し
、急
激
な
好
景
気
に

沸
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
、と
い
う
疑

問
が
出
発
点
で
す
。

当
時
、僕
は
新
聞
記
者
で
経
済
・
金
融
を

担
当
し
て
い
た
の
で
す
が
、そ
も
そ
も
希
望

し
て
い
な
か
っ
た
分
野
で
し
た
か
ら
嫌
々

な
が
ら
取
材
を
し
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ

が
、そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
見
て
い

る
う
ち
に「
こ
の
変
化
は
何
だ
？ 

お
も
し
ろ

い
！
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
経
済
に
関
心

を
持
て
た
。そ
し
て
、景
気
の
波
か
ら
社
会

の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
前
段
と
し
て
、そ
も
そ
も
な

ぜ
嫌
だ
っ
た
経
済
記
者
を
辞
め
ず
に

い
た
の
か
と
い
う
と
、記
者
に
な
っ
て

1
年
目
に
配
属
さ
れ
た
の
が
大
蔵
省

（
当
時
）担
当
で
、大
臣
で
あ
っ
た
田
中

角
栄
さ
ん
の
人
物
に
魅
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
す
。彼
は
尋
常
高
等

小
学
校
し
か
出
て
い
な
か
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
が
、と
て
も
ユ
ニ
ー
ク

な
発
想
が
で
き
る
人
で
し
た
。僕
が

見
た
限
り
で
は
、当
時
の
正
則
英
語

な
ど
も
大
卒
の
官
僚
た
ち
に
負
け
な

い
ぐ
ら
い
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
い

ま
し
た
し
、高
度
な
哲
学
書
や
経
済

理
論
書
こ
そ
読
ま
な
か
っ
た
け
れ

ど
、読
ま
な
く
て
も
自
分
の
体
験
の

中
で
そ
れ
ら
の
理
論
を
つ
か
ん
で
い

る
と
い
う
よ
う
な
、す
ご
い
人
物
で

し
た
。

そ
れ
で
大
蔵
省
の
記
者
ク
ラ
ブ
に
と
ど

ま
り
、角
栄
さ
ん
や
後
任
の
福
田
赳
夫
さ

ん
を
間
近
で
見
て
き
ま
し
た
。そ
の
影
響

も
あ
っ
て
、経
済
を
通
し
て
世
の
中
全
体
を

見
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
な
り
、さ
ら
に

社
会
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
す
る

中
で
、日
本
の
近
代
史
に
興
味
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
こ
う
し
て
い
る

う
ち
に
バ
ブ
ル
景
気
が
崩
壊
し
た
こ
と

で
、社
会
の
循
環
の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
始
め
た
わ
け
で
す
。

社
会
の
周
期
に
関
す
る
説
で
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
の
は「
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
」

で
す
。ロ
シ
ア
の
経
済
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・

コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
が
提
唱
し
た
学
説
で
、技

術
革
新
に
よ
っ
て
景
気
が
拡
大
し
、や
が
て

縮
小
す
る
と
い
う
長
期
の
循
環
は
、約
50
〜

60
年
周
期
で
起
き
る
と
い
う
も
の
で
す

ね
。彼
の
死
後
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学

者
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て

そ
の
学
説
が
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
と
名

づ
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
に
物
事
を
体
系
的
に
考
え
る

こ
と
の
重
要
性
を
、僕
は
経
済
・
社
会
学
者

の
公
文
俊
平
さ
ん
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

公
文
さ
ん
の
主
な
研
究
対
象
は
社
会
シ
ス

テ
ム
で
、コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
は
日
本
の

社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
も
当
て
は
ま
る

と
説
い
て
い
ま
し
た
。

た
だ
僕
自
身
は
、自
分
の
体
験
に
照
ら

し
て
考
え
る
と
、60
年
と
は
少
し
周
期
が

異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
し

た
。特
に
日
本
の
場
合
、西
洋
の
歴
史
ス

ケ
ー
ル
を
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
の
は

明
治
以
降
で
あ
り
、近
代
国
家
と
し
て
の

日
本
の
歩
み
に
つ
い
て
は
日
本
独
自
の
考

え
方
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、と
。

歴
史
の
意
外
性
と
周
期
性

―
―
周
期
と
い
う
も
の
さ
し
で
物
事
を
見

る
と
、社
会
や
歴
史
を
俯
瞰
で
き
ま
す
ね
。

一
定
の
長
さ
で
区
切
る
こ
と
が
議
論
の

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、物
事
を
体

系
的
に
考
え
る
と
き
の
、一
つ
の
手
が
か
り

に
な
り
ま
す
。

政
治
シ
ス
テ
ム
で
は
、ア
メ
リ
カ
の
政

治
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
デ
ル
ス
キ
ー
が
、世

界
の
覇
権
国
家
は
1
0
0
年
周
期
で
交
代

し
て
い
く
と
い
う
、覇
権
サ
イ
ク
ル
の
長
波

理
論
を
提
唱
し
ま
し
た
。15
世
紀
末
か
ら

現
在
ま
で
の
間
に
五
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
あ

り
、ポ
ル
ト
ガ
ル
↓
オ
ラ
ン
ダ
↓
イ
ギ
リ
ス

第
一
期
↓
イ
ギ
リ
ス
第
二
期
↓
ア
メ
リ
カ

と
、そ
れ
ぞ
れ
が
覇
権
国
家
と
し
て
国
際

秩
序
の
形
成
を
主
導
し
て
き
た
と
い
う
説

で
す
。覇
権
国
家
が
交
代
す
る
き
っ
か
け
は

コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
と
の
争
い
で
、例
え
ば
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
対
抗
し
て
い
た
の
は

ス
ペ
イ
ン
で
す
が
、次
の
覇
権
国
家
は

オ
ラ
ン
ダ
、そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
は
フ
ラ
ン
ス

が
対
抗
し
て
い
た
け
れ
ど
、次
の
覇
権
国

家
は
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、次

の
覇
権
国
家
は
そ
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
で

は
な
い
と
い
う
法
則
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
歴
史
の
意
外
な
展
開
を
実
感

さ
せ
ら
れ
た
の
が
、ア
メ
リ
カ
特
派
員
時

代
に
目
の
当
た
り
に
し
た
第
一
次
ニ
ク
ソ
ン

シ
ョ
ッ
ク
で
す
。当
時
、ア
メ
リ
カ
は
ソ
連

と
東
西
冷
戦
状
態
に
あ
り
、中
国
と
も
対

立
し
て
い
ま
し
た
が
、ソ
連
に
は
構
わ
ず

1
9
7
2
年
に
ニ
ク
ソ
ン
が
北
京
を
訪
問

し
て
米
中
関
係
を
和
解
へ
と
転
換
さ
せ
ま

し
た
。ま
さ
に
当
時
の
流
行
語「
ア
ッ
と

驚
く
為
五
郎
」で
す（
笑
）。

そ
れ
で
、な
る
ほ
ど
歴
史
に
法
則
性
を

見
い
だ
す
の
は
お
も
し
ろ
い
、じ
ゃ
あ
日
本

の
歴
史
は
ど
う
だ
ろ
う
、と
考
え
て
み
た

の
で
す
。

―
―
40
年
周
期
に
つ
い
て
、具
体
的
に
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

僕
が
考
え
る
法
則
性
は
、近
代
日
本
の
社

会
シ
ス
テ
ム
は
、お
よ
そ
40
年
ご
と
に
耐
用

年
数
が
切
れ
て
次
の
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す

る
、と
い
う
も
の
で
す
。第
一
の
サ
イ
ク
ル

は
1
8
6
8
年
の
明
治
維
新
か
ら
、第
二

は
1
9
0
4
年
の
日
露
戦
争
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
の
敗
戦
ま
で
、第
三
は
敗
戦
の

1
9
4
5
年
か
ら
、第
四
が
1
9
8
5
年

の
プ
ラ
ザ
合
意
か
ら
の
40
年
で
す
。第
一
と

第
二
の
サ
イ
ク
ル
で
は
欧
米
列
強
に「
追
い

つ
け
追
い
越
せ
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
軍
事
大

国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
が
敗

戦
で
失
敗
に
終
わ
り
、第
三
と
第
四
の
サ
イ

ク
ル
で
は
戦
後
復
興
、高
度
経
済
成
長
の
波

に
乗
っ
て
経
済
大
国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し

か
し
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
と
い
う
失
敗
が
あ

り
、今
日
に
至
り
ま
す
。近
代
日
本
は
、「
軍

事
の
戦
争
」と「
経
済
の
戦
争
」を
転
換
点

に
、社
会
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
変
え
て
き
た

の
で
す
。こ
の
法
則
で
考
え
る
と
、次
の

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
2
0
2
5
年
前

後
に
な
り
ま
す
。

こ
の
40
年
周
期
説
に
つ
い
て
は
細
部
ま
で

ロ
ジ
カ
ル
に
詰
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
め
、こ
れ
ま
で
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ

て
話
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、か

つ
て
半
藤
一
利
さ
ん
や
司
馬
遼
太
郎
さ
ん

に
お
話
し
し
た
際
に
、「
お
も
し
ろ
い
」と

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。歴
史
に

造
詣
の
深
い
方
々
と
意
見
が
一
致
し
た
と

い
う
点
で
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、少
し
自
信

が
持
て
ま
し
た
。

祖
父
が
見
た
戊
辰
戦
争

―
―
で
は
40
年
周
期
説
を
下
敷
き
に
近
代
史

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。日
本

の
近
代
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま

す
が
、藤
原
さ
ん
の
お
祖
父
様
は
そ
の
前
段

階
で
あ
る
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
記
録
を
遺

さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

は
い
。戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
敗
者
の
視
点

か
ら
初
め
て
記
録
し
た『
仙
台
戊
辰
史
』を

著
し
た
の
が
僕
の
祖
父
、藤
原
相
之
助
で

す
。祖
父
は
秋
田
県
出
身
で
田
沢
湖
の
ほ

と
り
の 

お 

ぼ 

な 

い 

む 

ら 

生
保
内
村
、現
在
の
仙
北
市
南
東

部
で
生
ま
れ
育
ち
、の
ち
に
河
北
新
報
の

記
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。地
主
の
長

男
で
、幼
い
こ
ろ
は
近
隣
の
角
館
に
あ
っ
た

塾
に
通
っ
て
漢
籍
な
ど
を
、維
新
後
は
外
国

語
も
学
ん
だ
よ
う
で
す
。

生
保
内
村
は
秋
田
県
と
岩
手
県
、当
時

は
秋
田
藩
と
南
部
藩
と
の
境
に
位
置
し
、

江
戸
時
代
か
ら
藩
境
の
い
さ
か
い
が
多

か
っ
た
地
域
で
す
。戊
辰
戦
争
で
は
秋
田
藩

が
新
政
府
側
に
つ
い
た
た
め
、あ
た
り
の

田
ん
ぼ
一
帯
が
官
軍
と
賊
軍
の
戦
場
に
な

り
ま
し
た
。戦
い
の
混
乱
の
中
で
家
族
が

逃
げ
る
と
き
、赤
ん
坊
だ
っ
た
祖
父
は
カ

ゴ
に
入
れ
ら
れ
た
ま
ま
草
原
の
中
に
置
い

て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。気

づ
い
た
家
族
が
青
ざ
め
て
探
し
回
っ
た

ら
、茅
の
束
の
中
で
一
人
す
や
す
や
眠
っ
て

い
て
、こ
の
子
は
大
し
た
子
だ
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。

後
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た

祖
父
は
、自
分
の
経
験
し
た
あ
の
戦
い
は
、

戊
辰
戦
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
知
り
た
く

な
っ
た
。け
れ
ど
、当
時
は
き
ち
ん
と
し
た

記
録
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。子
ど
も
だ
っ

た
祖
父
は
、そ
の
ま
た
祖
父
に
な
ぜ
記
録
が

な
い
の
か
訊
ね
た
と
こ
ろ
、「
せ
っ
か
く
塾

で
勉
学
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、大
人
に

な
っ
た
ら
自
分
で
調
べ
て
研
究
し
て
み
な

さ
い
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
な
ら
ば
、と
新
聞

記
者
に
な
っ
て
か
ら
、生
き
残
っ
て
い
た
当

事
者
に
取
材
し
て
証
言
を
記
録
し
、明
治
維

新
全
体
の
流
れ
と
照
ら
し
な
が
ら
客
観
的

に
考
察
し
た
の
が『
仙
台
戊
辰
史
』で
す
。

―
―
戦
記
は
勝
者
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ

る
こ
と
が
多
い
中
、客
観
的
に
書
か
れ
た

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

そ
う
思
い
ま
す
。祖
父
は
最
初
、東
北

新
聞
に
就
職
し
、そ
こ
が
倒
産
し
て
河
北

新
報
に
入
っ
た
そ
う
で
す
が
、新
聞
社
の

あ
る
宮
城
県
仙
台
市
で
暮
ら
し
て
い
た
た

め
旧
仙
台
藩
の
書
物
な
ど
の
資
料
も
数
多

く
あ
り
、藩
の
重
要
人
物
も
存
命
で
生
き

証
人
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

御
一
新
に
よ
っ
て
旧
藩
の
し
が
ら
み
も
な

く
な
り
、自
由
に
取
材
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
と
思
い
ま
す
。

『
仙
台
戊
辰
史
』は
、き
ち
ん
と
し
た
証

拠
と
取
材
に
基
づ
い
た
近
代
的
な
手
法
の

記
録
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
た
ち
ま
ち
評
判

に
な
り
、学
術
的
に
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
評
判
に
薩
長
の
人
た
ち
が
反
発
し
、

旧
長
州
藩
の
末
松
謙
澄
が
反
論
書
と
し
て

『
防
長
回
天
史
』を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。祖
父
が
書
い
た
世
良
修
蔵
に
関
す

る
記
述
が
気
に
入
ら
な
い
と
、子
孫
が
わ

が
家
に
押
し
か
け
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

祖
父
は
も
と
も
と
、社
会
学
的
な
視
点

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。そ

れ
に
従
っ
て
戊
辰
戦
争
を
記
録
し
た
こ
と

で
、歴
史
の
評
価
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し

て
く
れ
ま
し
た
。そ
の
精
神
は
わ
が
家
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
の
功
罪

―
―
明
治
維
新
か
ら
日
露
戦
争
に
至
る
40
年

に
つ
い
て
、藤
原
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
ま
す
か
。

近
年
、明
治
維
新
の
評
価
を
見
直
そ
う
と

い
う
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
ね
。そ
の
理
由

の
一
つ
に
、戊
辰
戦
争
で
新
政
府
軍
が
会
津

で
行
っ
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
前
か
ら「
白
河
以
北
一
山
百
文
」、

つ
ま
り
白
河
の
関
か
ら
北
の
土
地
に
は

価
値
が
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
東
北
の

歴
史
が
あ
り
、「
河
北
新
報
」の
名
は
、そ
の

よ
う
な
侮
蔑
へ
の
反
骨
精
神
を
示
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
。祖
父
が
戊
辰
戦
争
の
中
立

的
な
記
録
を
書
い
た
背
景
に
は
、そ
れ
ま
で

軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
東
北
の
人
間
と
し

て
、薩
長
中
心
で
歴
史
を
つ
く
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
東
北
の
視
点
で
は

あ
り
ま
す
が
、や
は
り
歴
史
的
事
実
と
し

て
薩
長
主
導
で
尊
皇
・
攘
夷
・
開
国
・
佐
幕

と
い
う
四
つ
の
ワ
ー
ド
に
よ
る
対
立
構
造

が
つ
く
ら
れ
、長
州
藩
出
身
者
が
陸
軍
を
、

薩
摩
藩
出
身
者
が
海
軍
を
掌
握
し
て
日
本

の
権
力
構
造
の
中
枢
を
な
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。そ
の
体
制
で
日
清
・
日
露
戦
争
に

辛
う
じ
て
勝
利
し
た
こ
と
が
驕
り
に
つ
な

が
り
、の
ち
の
第
二
次
世
界
大
戦
を
招
い

た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

勝
者
が
歴
史
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
は
世
界
的
に
も
よ
く
見
ら
れ
、

歴
史
の
客
観
的
な
評
価
が
定
ま
る
に

は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
す
。

明
治
維
新
の
評
価
も
見
直
さ
れ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

―
―
一
方
で
、明
治
の
殖
産
興
業
政
策

に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
は
一
気
に

進
み
ま
し
た
。最
近
は
渋
沢
栄
一
が

日
本
的
経
営
の
ル
ー
ツ
と
し
て
再

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。経
済
記
者
時
代
、

ど
こ
を
取
材
し
て
も
原
点
を
辿
る
と

渋
沢
栄
一
に
行
き
着
く
の
に
驚
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。第
一
国
立
銀
行
、

東
京
証
券
取
引
所
、東
京
商
法
会
議

所（
東
京
商
工
会
議
所
）の
設
立
は
も

と
よ
り
、海
運
も
、製
紙
も
、イ
ン
フ
ラ
も
、

あ
ら
ゆ
る
産
業
の
礎
を
築
い
た
わ
け
で
す

か
ら
ね
。な
ぜ
も
っ
と
評
価
さ
れ
な
い
の
か

疑
問
に
思
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
取
材
な
ど
で
全
国
銀
行

協
会
に
よ
く
出
入
り
す
る
中
で
事
務
局
長

の
北
原
道
貫
さ
ん
と
お
近
づ
き
に
な
り
、

「
金
融
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
」と

言
う
と「
い
つ
で
も
聞
き
に
来
い
よ
」と

お
っ
し
ゃ
る
の
で
、し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
邪
魔

し
て
い
ま
し
た
。
北
原
さ
ん
は
日
本
の

金
融
経
済
界
の
生
き
証
人
の
よ
う
な
方

で
、そ
の
後
、協
会
の
副
会
長
ま
で
務
め
ら

れ
ま
し
た
が
、本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。僕
に
金
融

記
者
が
務
ま
っ
た
の
は
北
原
さ
ん
の
お
陰

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
北
原
さ
ん
が
渋
沢
栄
一
を
尊
敬
さ

れ
て
い
て
、渋
沢
が
近
代
日
本
経
済
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
よ
く
話
し
て
い
ま

し
た
。全
国
銀
行
協
会
の
ビ
ル
に
は
渋
沢

栄
一
の
胸
像
が
あ
り
、北
原
さ
ん
を
訪
ね

る
と
き
は
い
つ
も
そ
の
胸
像
に
心
の
中
で

挨
拶
し
て
い
た
こ
と
も
い
い
思
い
出
で
す
。

渋
沢
栄
一
は
経
済
と
い
う
も
の
を
通
じ

て
、封
建
制
の
社
会
か
ら
自
由
で
平
等
な

競
争
が
可
能
な
社
会
へ
の
転
換
を
促
し
、自

由
経
済
と
倫
理
・
道
徳
の
両
立
を
理
念
と

し
た
、志
の
高
い
人
で
し
た
。彼
の
業
績
と

思
想
が
日
本
型
資
本
主
義
の
礎
と
な
り
、

の
ち
の
経
済
発
展
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

新
一
万
円
札
に
肖
像
が
採
用
さ
れ
た
こ

と
で
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
し
、今
後
、

渋
沢
栄
一
が
近
代
日
本
の
経
済
発
展
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
評
価
も
高
ま
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

歴
史
評
価
の
あ
る
べ
き
姿
を

教
え
て
く
れ
た
祖
父
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嫌
い
だ
っ
た
は
ず
の
経
済
が

お
も
し
ろ
く

―
―
藤
原
さ
ん
は
以
前
か
ら
日
本
の
近
代

社
会
シ
ス
テ
ム
に
は
耐
用
年
数
が
あ
り
、

40
年
の
周
期
で
変
遷
し
て
き
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
耐
用
年
数
が

あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、バ
ブ
ル
景
気
が
始
ま
っ
た

頃
の
こ
と
で
す
。敗
戦
か
ら
の
復
興
は
当

然
で
あ
る
と
し
て
も
、世
界
で
も
突
出
し

た
成
長
ぶ
り
を
示
し
、急
激
な
好
景
気
に

沸
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
、と
い
う
疑

問
が
出
発
点
で
す
。

当
時
、僕
は
新
聞
記
者
で
経
済
・
金
融
を

担
当
し
て
い
た
の
で
す
が
、そ
も
そ
も
希
望

し
て
い
な
か
っ
た
分
野
で
し
た
か
ら
嫌
々

な
が
ら
取
材
を
し
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ

が
、そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
見
て
い

る
う
ち
に「
こ
の
変
化
は
何
だ
？ 

お
も
し
ろ

い
！
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
経
済
に
関
心

を
持
て
た
。そ
し
て
、景
気
の
波
か
ら
社
会

の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
前
段
と
し
て
、そ
も
そ
も
な

ぜ
嫌
だ
っ
た
経
済
記
者
を
辞
め
ず
に

い
た
の
か
と
い
う
と
、記
者
に
な
っ
て

1
年
目
に
配
属
さ
れ
た
の
が
大
蔵
省

（
当
時
）担
当
で
、大
臣
で
あ
っ
た
田
中

角
栄
さ
ん
の
人
物
に
魅
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
す
。彼
は
尋
常
高
等

小
学
校
し
か
出
て
い
な
か
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
が
、と
て
も
ユ
ニ
ー
ク

な
発
想
が
で
き
る
人
で
し
た
。僕
が

見
た
限
り
で
は
、当
時
の
正
則
英
語

な
ど
も
大
卒
の
官
僚
た
ち
に
負
け
な

い
ぐ
ら
い
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
い

ま
し
た
し
、高
度
な
哲
学
書
や
経
済

理
論
書
こ
そ
読
ま
な
か
っ
た
け
れ

ど
、読
ま
な
く
て
も
自
分
の
体
験
の

中
で
そ
れ
ら
の
理
論
を
つ
か
ん
で
い

る
と
い
う
よ
う
な
、す
ご
い
人
物
で

し
た
。

そ
れ
で
大
蔵
省
の
記
者
ク
ラ
ブ
に
と
ど

ま
り
、角
栄
さ
ん
や
後
任
の
福
田
赳
夫
さ

ん
を
間
近
で
見
て
き
ま
し
た
。そ
の
影
響

も
あ
っ
て
、経
済
を
通
し
て
世
の
中
全
体
を

見
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
な
り
、さ
ら
に

社
会
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
す
る

中
で
、日
本
の
近
代
史
に
興
味
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
こ
う
し
て
い
る

う
ち
に
バ
ブ
ル
景
気
が
崩
壊
し
た
こ
と

で
、社
会
の
循
環
の
周
期
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
始
め
た
わ
け
で
す
。

社
会
の
周
期
に
関
す
る
説
で
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
の
は「
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
」

で
す
。ロ
シ
ア
の
経
済
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・

コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
が
提
唱
し
た
学
説
で
、技

術
革
新
に
よ
っ
て
景
気
が
拡
大
し
、や
が
て

縮
小
す
る
と
い
う
長
期
の
循
環
は
、約
50
〜

60
年
周
期
で
起
き
る
と
い
う
も
の
で
す

ね
。彼
の
死
後
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学

者
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て

そ
の
学
説
が
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
と
名

づ
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
に
物
事
を
体
系
的
に
考
え
る

こ
と
の
重
要
性
を
、僕
は
経
済
・
社
会
学
者

の
公
文
俊
平
さ
ん
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

公
文
さ
ん
の
主
な
研
究
対
象
は
社
会
シ
ス

テ
ム
で
、コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
は
日
本
の

社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
も
当
て
は
ま
る

と
説
い
て
い
ま
し
た
。

た
だ
僕
自
身
は
、自
分
の
体
験
に
照
ら

し
て
考
え
る
と
、60
年
と
は
少
し
周
期
が

異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
し

た
。特
に
日
本
の
場
合
、西
洋
の
歴
史
ス

ケ
ー
ル
を
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
の
は

明
治
以
降
で
あ
り
、近
代
国
家
と
し
て
の

日
本
の
歩
み
に
つ
い
て
は
日
本
独
自
の
考

え
方
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、と
。

歴
史
の
意
外
性
と
周
期
性

―
―
周
期
と
い
う
も
の
さ
し
で
物
事
を
見

る
と
、社
会
や
歴
史
を
俯
瞰
で
き
ま
す
ね
。

一
定
の
長
さ
で
区
切
る
こ
と
が
議
論
の

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、物
事
を
体

系
的
に
考
え
る
と
き
の
、一
つ
の
手
が
か
り

に
な
り
ま
す
。

政
治
シ
ス
テ
ム
で
は
、ア
メ
リ
カ
の
政

治
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
デ
ル
ス
キ
ー
が
、世

界
の
覇
権
国
家
は
1
0
0
年
周
期
で
交
代

し
て
い
く
と
い
う
、覇
権
サ
イ
ク
ル
の
長
波

理
論
を
提
唱
し
ま
し
た
。15
世
紀
末
か
ら

現
在
ま
で
の
間
に
五
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
あ

り
、ポ
ル
ト
ガ
ル
↓
オ
ラ
ン
ダ
↓
イ
ギ
リ
ス

第
一
期
↓
イ
ギ
リ
ス
第
二
期
↓
ア
メ
リ
カ

と
、そ
れ
ぞ
れ
が
覇
権
国
家
と
し
て
国
際

秩
序
の
形
成
を
主
導
し
て
き
た
と
い
う
説

で
す
。覇
権
国
家
が
交
代
す
る
き
っ
か
け
は

コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
と
の
争
い
で
、例
え
ば
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
対
抗
し
て
い
た
の
は

ス
ペ
イ
ン
で
す
が
、次
の
覇
権
国
家
は

オ
ラ
ン
ダ
、そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
は
フ
ラ
ン
ス

が
対
抗
し
て
い
た
け
れ
ど
、次
の
覇
権
国

家
は
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、次

の
覇
権
国
家
は
そ
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
タ
ー
で

は
な
い
と
い
う
法
則
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
歴
史
の
意
外
な
展
開
を
実
感

さ
せ
ら
れ
た
の
が
、ア
メ
リ
カ
特
派
員
時

代
に
目
の
当
た
り
に
し
た
第
一
次
ニ
ク
ソ
ン

シ
ョ
ッ
ク
で
す
。当
時
、ア
メ
リ
カ
は
ソ
連

と
東
西
冷
戦
状
態
に
あ
り
、中
国
と
も
対

立
し
て
い
ま
し
た
が
、ソ
連
に
は
構
わ
ず

1
9
7
2
年
に
ニ
ク
ソ
ン
が
北
京
を
訪
問

し
て
米
中
関
係
を
和
解
へ
と
転
換
さ
せ
ま

し
た
。ま
さ
に
当
時
の
流
行
語「
ア
ッ
と

驚
く
為
五
郎
」で
す（
笑
）。

そ
れ
で
、な
る
ほ
ど
歴
史
に
法
則
性
を

見
い
だ
す
の
は
お
も
し
ろ
い
、じ
ゃ
あ
日
本

の
歴
史
は
ど
う
だ
ろ
う
、と
考
え
て
み
た

の
で
す
。

―
―
40
年
周
期
に
つ
い
て
、具
体
的
に
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

僕
が
考
え
る
法
則
性
は
、近
代
日
本
の
社

会
シ
ス
テ
ム
は
、お
よ
そ
40
年
ご
と
に
耐
用

年
数
が
切
れ
て
次
の
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す

る
、と
い
う
も
の
で
す
。第
一
の
サ
イ
ク
ル

は
1
8
6
8
年
の
明
治
維
新
か
ら
、第
二

は
1
9
0
4
年
の
日
露
戦
争
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
の
敗
戦
ま
で
、第
三
は
敗
戦
の

1
9
4
5
年
か
ら
、第
四
が
1
9
8
5
年

の
プ
ラ
ザ
合
意
か
ら
の
40
年
で
す
。第
一
と

第
二
の
サ
イ
ク
ル
で
は
欧
米
列
強
に「
追
い

つ
け
追
い
越
せ
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
軍
事
大

国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
が
敗

戦
で
失
敗
に
終
わ
り
、第
三
と
第
四
の
サ
イ

ク
ル
で
は
戦
後
復
興
、高
度
経
済
成
長
の
波

に
乗
っ
て
経
済
大
国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。し

か
し
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
と
い
う
失
敗
が
あ

り
、今
日
に
至
り
ま
す
。近
代
日
本
は
、「
軍

事
の
戦
争
」と「
経
済
の
戦
争
」を
転
換
点

に
、社
会
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
変
え
て
き
た

の
で
す
。こ
の
法
則
で
考
え
る
と
、次
の

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
2
0
2
5
年
前

後
に
な
り
ま
す
。

こ
の
40
年
周
期
説
に
つ
い
て
は
細
部
ま
で

ロ
ジ
カ
ル
に
詰
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
め
、こ
れ
ま
で
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ

て
話
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、か

つ
て
半
藤
一
利
さ
ん
や
司
馬
遼
太
郎
さ
ん

に
お
話
し
し
た
際
に
、「
お
も
し
ろ
い
」と

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。歴
史
に

造
詣
の
深
い
方
々
と
意
見
が
一
致
し
た
と

い
う
点
で
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、少
し
自
信

が
持
て
ま
し
た
。

祖
父
が
見
た
戊
辰
戦
争

―
―
で
は
40
年
周
期
説
を
下
敷
き
に
近
代
史

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。日
本

の
近
代
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま

す
が
、藤
原
さ
ん
の
お
祖
父
様
は
そ
の
前
段

階
で
あ
る
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
記
録
を
遺

さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

は
い
。戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
敗
者
の
視
点

か
ら
初
め
て
記
録
し
た『
仙
台
戊
辰
史
』を

著
し
た
の
が
僕
の
祖
父
、藤
原
相
之
助
で

す
。祖
父
は
秋
田
県
出
身
で
田
沢
湖
の
ほ

と
り
の 

お 

ぼ 

な 

い 

む 

ら 

生
保
内
村
、現
在
の
仙
北
市
南
東

部
で
生
ま
れ
育
ち
、の
ち
に
河
北
新
報
の

記
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。地
主
の
長

男
で
、幼
い
こ
ろ
は
近
隣
の
角
館
に
あ
っ
た

塾
に
通
っ
て
漢
籍
な
ど
を
、維
新
後
は
外
国

語
も
学
ん
だ
よ
う
で
す
。

生
保
内
村
は
秋
田
県
と
岩
手
県
、当
時

は
秋
田
藩
と
南
部
藩
と
の
境
に
位
置
し
、

江
戸
時
代
か
ら
藩
境
の
い
さ
か
い
が
多

か
っ
た
地
域
で
す
。戊
辰
戦
争
で
は
秋
田
藩

が
新
政
府
側
に
つ
い
た
た
め
、あ
た
り
の

田
ん
ぼ
一
帯
が
官
軍
と
賊
軍
の
戦
場
に
な

り
ま
し
た
。戦
い
の
混
乱
の
中
で
家
族
が

逃
げ
る
と
き
、赤
ん
坊
だ
っ
た
祖
父
は
カ

ゴ
に
入
れ
ら
れ
た
ま
ま
草
原
の
中
に
置
い

て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。気

づ
い
た
家
族
が
青
ざ
め
て
探
し
回
っ
た

ら
、茅
の
束
の
中
で
一
人
す
や
す
や
眠
っ
て

い
て
、こ
の
子
は
大
し
た
子
だ
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。

後
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た

祖
父
は
、自
分
の
経
験
し
た
あ
の
戦
い
は
、

戊
辰
戦
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
知
り
た
く

な
っ
た
。け
れ
ど
、当
時
は
き
ち
ん
と
し
た

記
録
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。子
ど
も
だ
っ

た
祖
父
は
、そ
の
ま
た
祖
父
に
な
ぜ
記
録
が

な
い
の
か
訊
ね
た
と
こ
ろ
、「
せ
っ
か
く
塾

で
勉
学
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、大
人
に

な
っ
た
ら
自
分
で
調
べ
て
研
究
し
て
み
な

さ
い
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
な
ら
ば
、と
新
聞

記
者
に
な
っ
て
か
ら
、生
き
残
っ
て
い
た
当

事
者
に
取
材
し
て
証
言
を
記
録
し
、明
治
維

新
全
体
の
流
れ
と
照
ら
し
な
が
ら
客
観
的

に
考
察
し
た
の
が『
仙
台
戊
辰
史
』で
す
。

―
―
戦
記
は
勝
者
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ

る
こ
と
が
多
い
中
、客
観
的
に
書
か
れ
た

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

そ
う
思
い
ま
す
。祖
父
は
最
初
、東
北

新
聞
に
就
職
し
、そ
こ
が
倒
産
し
て
河
北

新
報
に
入
っ
た
そ
う
で
す
が
、新
聞
社
の

あ
る
宮
城
県
仙
台
市
で
暮
ら
し
て
い
た
た

め
旧
仙
台
藩
の
書
物
な
ど
の
資
料
も
数
多

く
あ
り
、藩
の
重
要
人
物
も
存
命
で
生
き

証
人
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

御
一
新
に
よ
っ
て
旧
藩
の
し
が
ら
み
も
な

く
な
り
、自
由
に
取
材
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
と
思
い
ま
す
。

『
仙
台
戊
辰
史
』は
、き
ち
ん
と
し
た
証

拠
と
取
材
に
基
づ
い
た
近
代
的
な
手
法
の

記
録
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
た
ち
ま
ち
評
判

に
な
り
、学
術
的
に
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
評
判
に
薩
長
の
人
た
ち
が
反
発
し
、

旧
長
州
藩
の
末
松
謙
澄
が
反
論
書
と
し
て

『
防
長
回
天
史
』を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。祖
父
が
書
い
た
世
良
修
蔵
に
関
す

る
記
述
が
気
に
入
ら
な
い
と
、子
孫
が
わ

が
家
に
押
し
か
け
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

祖
父
は
も
と
も
と
、社
会
学
的
な
視
点

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。そ

れ
に
従
っ
て
戊
辰
戦
争
を
記
録
し
た
こ
と

で
、歴
史
の
評
価
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し

て
く
れ
ま
し
た
。そ
の
精
神
は
わ
が
家
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
の
功
罪

―
―
明
治
維
新
か
ら
日
露
戦
争
に
至
る
40
年

に
つ
い
て
、藤
原
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
ま
す
か
。

近
年
、明
治
維
新
の
評
価
を
見
直
そ
う
と

い
う
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
ね
。そ
の
理
由

の
一
つ
に
、戊
辰
戦
争
で
新
政
府
軍
が
会
津

で
行
っ
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
前
か
ら「
白
河
以
北
一
山
百
文
」、

つ
ま
り
白
河
の
関
か
ら
北
の
土
地
に
は

価
値
が
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
東
北
の

歴
史
が
あ
り
、「
河
北
新
報
」の
名
は
、そ
の

よ
う
な
侮
蔑
へ
の
反
骨
精
神
を
示
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
。祖
父
が
戊
辰
戦
争
の
中
立

的
な
記
録
を
書
い
た
背
景
に
は
、そ
れ
ま
で

軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
東
北
の
人
間
と
し

て
、薩
長
中
心
で
歴
史
を
つ
く
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
東
北
の
視
点
で
は

あ
り
ま
す
が
、や
は
り
歴
史
的
事
実
と
し

て
薩
長
主
導
で
尊
皇
・
攘
夷
・
開
国
・
佐
幕

と
い
う
四
つ
の
ワ
ー
ド
に
よ
る
対
立
構
造

が
つ
く
ら
れ
、長
州
藩
出
身
者
が
陸
軍
を
、

薩
摩
藩
出
身
者
が
海
軍
を
掌
握
し
て
日
本

の
権
力
構
造
の
中
枢
を
な
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。そ
の
体
制
で
日
清
・
日
露
戦
争
に

辛
う
じ
て
勝
利
し
た
こ
と
が
驕
り
に
つ
な

が
り
、の
ち
の
第
二
次
世
界
大
戦
を
招
い

た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

言
語
民
俗
学
者
で
あ
っ
た
父
が
生
き
た
大

正
か
ら
昭
和
の
日
本
。軍
事
大
国
へ
の
歩
み

が
つ
ま
ず
い
た
原
因
の
一
つ
と
し
て「
権
力

の
集
中
」を
指
摘
す
る

藤
原
氏
。父
に
伴
わ
れ

て
渡
っ
た
満
州
国
へ
の

思
い
も
語
る
。

【
第
3
回
】

父
と
共
に
大
陸
で

経
験
し
た
敗
戦

敗
戦
後
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
難
民
生
活
で

衝
撃
的
な
体
験
を
し
た
と
い
う
藤
原
氏
。

引
き
揚
げ
て
き
た
戦
後
の
日
本
で
の
体
験

と
、ア
メ
リ
カ
へ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
思

い
。戦
後
の
社
会
の
歩

み
と
重
な
る
自
身
の

心
の
変
遷
に
つ
い
て

語
る
。

【
第
4
回
】

戦
後
の
日
本
社
会
と

歩
み
を
重
ね
て

藤
原
氏
は
、自
伝
を
共
著
し
た
山
口
淑
子
氏

の
生
涯
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
話
す
。

翻
っ
て
考
え
る
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
は
何
か
。次
な
る
40

年
で
日
本
が
め
ざ
す

べ
き
道
と
は
ー
ー
。

【
第
5
回
】

こ
れ
か
ら
の
日
本
が

め
ざ
す
べ
き
道
と
は

勝
者
が
歴
史
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
は
世
界
的
に
も
よ
く
見
ら
れ
、

歴
史
の
客
観
的
な
評
価
が
定
ま
る
に

は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
す
。

明
治
維
新
の
評
価
も
見
直
さ
れ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

―
―
一
方
で
、明
治
の
殖
産
興
業
政
策

に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
は
一
気
に

進
み
ま
し
た
。最
近
は
渋
沢
栄
一
が

日
本
的
経
営
の
ル
ー
ツ
と
し
て
再

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。経
済
記
者
時
代
、

ど
こ
を
取
材
し
て
も
原
点
を
辿
る
と

渋
沢
栄
一
に
行
き
着
く
の
に
驚
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。第
一
国
立
銀
行
、

東
京
証
券
取
引
所
、東
京
商
法
会
議

所（
東
京
商
工
会
議
所
）の
設
立
は
も

と
よ
り
、海
運
も
、製
紙
も
、イ
ン
フ
ラ
も
、

あ
ら
ゆ
る
産
業
の
礎
を
築
い
た
わ
け
で
す

か
ら
ね
。な
ぜ
も
っ
と
評
価
さ
れ
な
い
の
か

疑
問
に
思
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
取
材
な
ど
で
全
国
銀
行

協
会
に
よ
く
出
入
り
す
る
中
で
事
務
局
長

の
北
原
道
貫
さ
ん
と
お
近
づ
き
に
な
り
、

「
金
融
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
」と

言
う
と「
い
つ
で
も
聞
き
に
来
い
よ
」と

藤原 作弥　ふじわら さくや

1937年仙台市に生まれる｡旧満州安東（現
丹東）で終戦を迎え、1946年11月帰国。
1962年東京外語大学フランス学科卒業後、
時事通信入社。オタワ・ワシントン特派員、
編集委員、解説委員長などを歴任。1998年
から2003年まで日本銀行副総裁、2003年
から2007年まで日立総合計画研究所社長
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お
っ
し
ゃ
る
の
で
、し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
邪
魔

し
て
い
ま
し
た
。
北
原
さ
ん
は
日
本
の

金
融
経
済
界
の
生
き
証
人
の
よ
う
な
方

で
、そ
の
後
、協
会
の
副
会
長
ま
で
務
め
ら

れ
ま
し
た
が
、本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。僕
に
金
融

記
者
が
務
ま
っ
た
の
は
北
原
さ
ん
の
お
陰

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
北
原
さ
ん
が
渋
沢
栄
一
を
尊
敬
さ

れ
て
い
て
、渋
沢
が
近
代
日
本
経
済
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
よ
く
話
し
て
い
ま

し
た
。全
国
銀
行
協
会
の
ビ
ル
に
は
渋
沢

栄
一
の
胸
像
が
あ
り
、北
原
さ
ん
を
訪
ね

る
と
き
は
い
つ
も
そ
の
胸
像
に
心
の
中
で

挨
拶
し
て
い
た
こ
と
も
い
い
思
い
出
で
す
。

渋
沢
栄
一
は
経
済
と
い
う
も
の
を
通
じ

て
、封
建
制
の
社
会
か
ら
自
由
で
平
等
な

競
争
が
可
能
な
社
会
へ
の
転
換
を
促
し
、自

由
経
済
と
倫
理
・
道
徳
の
両
立
を
理
念
と

し
た
、志
の
高
い
人
で
し
た
。彼
の
業
績
と

思
想
が
日
本
型
資
本
主
義
の
礎
と
な
り
、

の
ち
の
経
済
発
展
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

新
一
万
円
札
に
肖
像
が
採
用
さ
れ
た
こ

と
で
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
し
、今
後
、

渋
沢
栄
一
が
近
代
日
本
の
経
済
発
展
に
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
評
価
も
高
ま
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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