
第
六
章
　
大
陸
の
経
営

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
の
廬
溝
橋
事
件
に
始
ま
っ
た
支
那
事
変
は
、
日
本
政
府
（
第
一
次
近
衛
内
閣
）
の
″不
拡
大
方
針
″
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ず
る
ず
る
と
拡
大
し
、
戦
局
は
中
国
全
土
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
広
大
な
中
国
領
土
を
占
領
し
た
日
本
は
、
あ
ち
こ
ち
で
占
領
行
政
上
の
問
題

に
直
面
し
て
い
た
。
昭
和
十
三
年
初
頭
か
ら
、
軍
部
を
中
心
に
対
支
政
策
二
元
化
の
た
め
の
対
支
中
央
機
関
設
置
論
が
起
こ
っ
た
が
、
外
務
省

は
、
軍
部
が
占
領
地
支
配
ば
か
り
で
な
く
、
対
支
外
交
の
権
限
を
も
握
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
宇
垣
一
成
外

相
の
辞
任
問
題
な
ど
を
惹
き
起
こ
し
た
。
紛
糾
を
重
ね
、
揉
み
に
揉
ん
だ
結
果
、
こ
の
機
関
は
興
亜
院
と
命
名
さ
れ
、
外
交
を
除
く
対
支
政
策

の
樹
立
、
執
行
、
在
支
特
殊
会
社
の
監
督
お
よ
び
各
省
の
中
国
関
係
行
政
の
統
一
保
持
な
ど
を
管
掌
す
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
十
三
年
十
二
月

十
六
日
に
「
興
亜
院
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。
総
裁
に
は
首
相
が
、
副
総
裁
に
は
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
大
蔵
の
四
相
が
あ
た
り
、
実
質
的
な
責

任
を
と
る
総
務
長
官
の
初
代
は
柳
川
平
助
陸
軍
中
将
で
あ
っ
た
。

大
平
は
、
二
度
目
の
妊
娠
中
の
妻
と
長
男
正
樹
を
妻
の
実
家
（
東
京
牛
込
区
若
宮
町
三
十
一
番
地
）
に
残
し
、
昭
和
十
四
年
六
月
十
五
日
に

東
京
駅
を
発
っ
て
、
単
身
任
地
に
む
か
っ
た
。
前
述
の
商
大
同
期
の
長
尾
頼
隆
は
そ
の
頃
、
門
司
鉄
道
管
理
局
に
勤
め
て
い
た
が
、
大
平
を
下

関
で
出
迎
え
、
山
陽
ホ
テ
ル
で
食
事
を
共
に
し
た
。「
大
平
さ
ん
は
何
か
淋
し
い
こ
と
を
言
っ
て
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

関
釜
連
絡
船
で
釜
山
に
着
き
、
京
城
に
一
泊
、
平
壌
、
奉
天
、
北
京
を
経
て
、
張
家
口
に
つ
い
た
の
は
六
月
二
十
日
の
夕
刻
で
あ
る
。

「
張
家
口
は
、
一
口
で
言
え
ば
、
土
の
都
で
あ
っ
た
。
木
と
い
う
も
の
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
土
一
色
の
田
舎
街
で
あ
っ
た
。
日
本
旅
館
に
旅

装
を
解
い
た
が
、
�
え
ら
い
と
こ
ろ
に
来
た
も
の
だ
。
大
蔵
次
官
の
甘
言
に
騙
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
�
と
思
っ
て
、
は
る
ば
る
朔
北
の
地
に

来
た
こ
と
を
怨
め
し
く
思
っ
た
。
そ
れ
に
水
が
乏
し
く
、
且
つ
そ
の
水
も
硬
度
が
二
、
三
十
度
と
い
礦
水
の
よ
う
な
も
の
で
、
折
角
も
っ
て
行
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っ
た
リ
プ
ト
ン
の
紅
茶
も
、
全
く
味
が
違
っ
て
し
ま
う
始
末
で
、
腹
を
こ
わ
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
は
困
っ
た
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）

し
か
も
、
張
家
口
の
蒙
疆
連
絡
部
は
、
他
の
興
亜
院
の
連
絡
部
よ
り
は
る
か
に
複
雑
な
政
治
環
境
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。
当
時
、
張
家
口

に
は
駐
蒙
軍
司
令
部
が
置
か
れ
、
蓮
沼
蕃
中
将
（
の
ち
大
将
）
が
率
い
る
こ
の
駐
蒙
軍
の
支
配
下
に
、
昭
和
十
二
年
九
月
、
ま
ず
察
南
自
治
政

府
が
創
設
さ
れ
、
つ
い
で
軍
は
大
同
に
入
城
し
て
こ
こ
に
晋
北
自
治
政
府
が
で
き
、
十
一
月
に
は
張
家
口
に
蒙
疆
連
合
委
員
会
が
成
立
し
て
、

蒙
疆
全
域
の
国
づ
く
り
業
務
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
間
、
蒙
疆
地
方
の
行
政
指
導
は
す
べ
て
関
東
軍
と
満
州
国
政
府
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
。

日
本
政
府
は
関
東
軍
と
満
州
国
政
府
の
や
り
方
を
行
き
す
ぎ
と
感
じ
、
し
ば
ら
く
は
蒙
疆
を
華
北
の
一
部
と
み
な
し
て
、
す
べ
て
の
行
政
処

理
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
現
地
で
は
、
蒙
疆
は
満
州
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
東
京
か
ら
興
亜
院
と
い
う
え

た
い
の
知
れ
ぬ
日
本
の
役
所
の
官
僚
が
入
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
現
地
の
日
本
人
が
、
軍
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
新
参
官
僚
を
白
眼
視
し
た
の

は
無
理
も
な
か
っ
た
。

大
平
赴
任
後
の
九
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
蒙
疆
連
合
委
員
会
が
発
展
的
に
解
消
し
て
、
蒙
古
、
察
南
、
晋
北
各
政
府
が
合
同
、
蒙
古
連
合
自

治
政
府
が
成
立
し
、
蒙
古
人
の
徳
王
が
そ
の
主
席
と
な
っ
た
。

「
内
蒙
古
全
体
の
人
口
構
成
は
、
七
、
八
百
万
人
と
い
わ
れ
る
が
、
大
部
分
は
漢
人
で
、
蒙
古
人
は
わ
ず
か
に
二
、
三
十
万
人
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
そ
の
自
治
政
府
の
主
席
に
、
蒙
古
人
の
徳
王
を
据
え
た
こ
と
自
体
が
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
っ
た
。」（『
私
の
履
歴
書
』）

十
月
に
商
工
省
か
ら
こ
の
蒙
疆
連
絡
部
に
出
向
赴
任
し
て
き
て
、
一
年
間
大
平
と
机
を
並
べ
て
仕
事
を
し
た
遠
藤
六
郎
（
の
ち
拓
殖
大
学
教

授
）
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
当
時
の
興
亜
院
蒙
疆
連
絡
部
の
幹
部
職
員
、
つ
ま
り
高
等
官
職
員
は
僅
か
八
名
で
あ
っ
た
。
経
済
課
長
が
小
野
寺
昌
一
陸
軍
主
計
中
佐
（
転

出
後
、
大
平
が
課
長
）、
同
課
に
は
大
平
正
芳
事
務
官
が
居
り
、
新
し
く
赴
任
し
た
私
も
鉱
工
班
担
当
技
師
と
し
て
同
課
に
配
属
さ
れ
た
。
ほ
か

に
庶
務
班
担
当
の
山
本
兼
久
少
佐
、
会
計
担
当
の
重
田
一
彦
理
事
官
、
財
務
課
担
当
の
中
沢
久
範
書
記
官
、
同
課
所
属
の
山
下
秀
義
、
藤
野
事

務
官
で
あ
る
。。
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私
の
着
任
し
た
翌
日
、
歓
迎
の
宴
が
長
官
酒
井
中
将
に
よ
っ
て
催
さ
れ
、
高
等
官
職
員
全
員
が
出
席
し
た
。
張
家
口
で
は
一
流
の
料
亭
の
一

つ
、
寨
桜
閣
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
席
で
私
は
大
平
さ
ん
か
ら
実
に
い
い
話
を
聞
い
た
。
彼
は
い
う
。

�
ま
ず
、
興
亜
院
連
絡
部
の
置
か
れ
た
立
場
、
実
態
を
よ
く
眺
め
て
か
ら
仕
事
に
か
か
る
こ
と
で
す
よ
。
私
な
ん
ぞ
、
大
蔵
次
官
直
接
命
令
で

の
来
任
で
し
た
が
、
次
官
は
い
う
ん
で
す
よ
。
君
は
い
う
な
れ
ば
内
蒙
の
大
蔵
大
臣
な
ん
だ
、
白
紙
に
絵
を
書
く
よ
う
に
、
君
自
身
の
才
覚
で

何
で
も
出
来
る
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
ど
う
で
す
。
現
実
に
は
蒙
古
連
合
自
治
政
府
が
、
こ
の
地
域
の
行
政
指
導
事
務
に
当
っ
て
お

り
、
そ
の
上
に
駐
蒙
軍
が
ど
っ
か
と
坐
っ
て
い
る
。
蒙
古
政
府
の
や
り
口
を
批
判
し
、
修
正
を
強
い
れ
ば
、
直
ぐ
に
軍
に
訴
え
、
軍
が
圧
力
を

か
け
て
く
る
。
酒
井
長
官
も
軍
と
の
摩
擦
を
極
力
警
戒
し
て
い
ま
す
。
と
も
角
、
現
地
の
三
つ
の
機
関
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
見
極
め
、
う
ま
い

具
合
に
泳
い
で
い
く
こ
と
で
す
よ
�
。

強
気
で
赴
任
し
た
彼
も
、
当
初
は
余
程
苦
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
そ
う
し
た
話
を
私
は
有
難
く
聞
い
た
」。

大
平
自
身
は
、「
い
き
お
い
毎
日
の
勤
務
も
楽
し
か
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
私
は
懊
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。」（『
私
の
履

歴
書
』）
と
書
い
て
い
る
。

だ
が
、
大
平
は
、
そ
う
い
う
環
境
の
中
に
あ
っ
て
も
、
持
ち
前
の
ね
ば
り
強
さ
と
努
力
と
で
、
こ
の
わ
だ
か
ま
り
の
糸
を
丹
念
に
ほ
ぐ
し
、

連
絡
部
の
業
務
を
少
し
ず
つ
軌
道
に
乗
せ
て
行
っ
た
。

遠
藤
は
つ
づ
け
て
い
る
。

「
…
…
一
介
の
地
質
技
師
に
過
ぎ
な
か
っ
た
私
は
、
事
務
官
僚
と
し
て
の
彼
が
、
駐
蒙
軍
司
令
部
、
蒙
古
連
合
自
治
政
府
、
興
亜
院
東
京
本
院
、

隣
接
の
華
北
連
絡
部
の
間
を
、
あ
る
と
き
は
強
硬
に
、
あ
る
と
き
は
柔
軟
に
取
り
持
っ
て
、
成
果
を
挙
げ
て
い
く
絶
妙
の
力
量
に
、
強
い
感
激

を
う
け
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
一
橋
、
私
は
東
京
と
大
学
は
違
う
し
、
卒
業
年
次
は
確
か
彼
の
方
が
四
、
五
年
後
輩
で
あ
り
、
年
も
二
つ
三
つ

私
よ
り
若
か
っ
た
が
、
て
き
ぱ
き
と
し
た
そ
の
事
務
処
理
能
力
、
上
司
に
対
し
て
は
諄
々
と
所
信
を
説
き
尽
し
て
自
説
を
曲
げ
ず
に
筋
を
通
す

ね
ば
り
強
さ
に
は
、
ほ
と
ほ
と
感
じ
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
正
に
彼
は
、
幼
に
し
て
大
成
し
た
観
が
あ
っ
た
」。

蒙
彊
の
経
済
政
策
の
中
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
対
支
投
資
計
画
と
物
動
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
で
こ
の
対
象
と
な
る
の
は
日
蒙
合
弁
で
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設
立
さ
れ
た
竜
烟
鉄
鉱
株
式
会
社
や
大
同
炭
鉱
株
式
会
社
で
あ
っ
た
が
、
大
平
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
両
会
社
の
監
督
を
め
ぐ
っ
て

の
諒
解
事
項
な
ど
は
、
こ
う
し
た
内
蒙
の
奇
型
的
な
性
格
を
反
映
し
て
随
分
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
役
員
人
事
な
ど
は
、
東
京

と
新
京
と
の
板
挾
み
に
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
す
っ
き
り
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）

こ
の
二
つ
の
会
社
は
内
地
の
同
種
の
生
産
会
社
に
比
べ
て
遥
か
に
大
き
な
生
産
を
示
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
会
社
の
生
産
拡
充
用
の
設
備
機

械
、
消
費
資
材
の
割
当
て
は
、
す
べ
て
そ
の
年
の
「
物
資
動
員
計
画
」（
略
称
″物
動
″
、
昭
和
十
三
年
一
月
発
足
）
に
照
ら
し
て
連
絡
部
で

取
り
ま
と
め
、
東
京
の
興
亜
院
本
院
と
折
衝
査
定
し
、
企
画
院
の
裁
定
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
平
事
務
官
は
、
そ
れ
ら
の
諸
会
社
の

事
業
内
容
を
精
密
に
分
析
し
て
、
計
画
を
立
て
、
興
亜
院
本
院
や
企
画
院
に
持
ち
こ
ん
だ
。

こ
の
時
、
興
亜
院
本
院
経
済
局
経
済
二
課
に
、
海
軍
中
佐
の
浜
田
祐
生
が
い
た
。
遠
藤
六
郎
に
よ
れ
ば
、「
関
東
軍
の
行
き
過
ぎ
を
こ
と
の
ほ

か
憎
む
浜
田
さ
ん
は
、
坊
主
憎
け
り
ゃ
袈
裟
ま
で
憎
ん
で
、
関
東
軍
の
国
づ
く
り
で
生
ま
れ
た
蒙
吉
連
合
自
治
政
府
の
要
求
に
は
き
わ
め
て
冷

た
く
、
厳
し
い
査
定
を
下
す
人
だ
っ
た
。
し
か
し
、
筋
の
通
っ
た
理
非
曲
直
を
弁
え
た
大
平
説
明
に
は
、
浜
田
さ
ん
も
こ
と
ご
と
く
参
っ
て
、

蒙
疆
連
絡
部
査
定
済
の
物
動
計
画
、
投
資
計
画
は
、
原
案
通
り
で
認
め
て
く
れ
、
大
い
な
る
大
平
フ
ァ
ン
と
な
っ
た
」。

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
の
十
月
十
七
日
、
大
平
の
家
に
は
二
男
裕
が
生
ま
れ
た
が
、
大
平
は
浜
田
に
、「
浜
田
さ
ん
の
名
前
を
一
字
も

ら
い
ま
し
た
か
ら
悪
し
か
ら
ず
」
と
言
っ
た
。
た
だ
し
、
浜
田
の
名
は
祐、
生
で
あ
っ
て
、
裕、
生
で
は
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
大
平
の
努
力
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
軍
や
現
地
政
府
も
、
�
物
動
�
や
�
投
資
�
と
い
う
線
に
乗
っ
た
仕
事
は

興
亜
院
蒙
疆
連
絡
部
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
ま
た
筋
を
通
す
な
ら
東
京
で
が
ん
ば
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
次
第
に
大

平
事
務
官
の
と
こ
ろ
へ
頭
を
下
げ
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
平
は
、
そ
の
あ
た
り
を
仕
事
の
手
始
め
と
し
て
、
蒙
疆
経
済
の
運
営
を
手
が
け

て
行
く
。

調
査
を
し
て
み
て
、
ま
ず
わ
か
っ
た
の
は
、
蒙
疆
地
方
が
、
砂
漠
と
遊
牧
民
、
そ
し
て
地
下
資
源
と
い
う
一
般
に
抱
か
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

と
は
ち
が
っ
て
、
農
業
地
帯
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
地
方
の
住
民
の
大
半
が
漢
民
族
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
人
々
の
多

く
は
、
明
代
末
期
の
大
飢
饉
の
さ
い
に
中
国
本
土
か
ら
八
達
嶺
を
越
え
て
流
れ
こ
ん
で
き
た
も
の
の
子
孫
で
あ
り
、
彼
ら
が
砂
漠
を
耕
作
地
帯
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に
変
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
農
作
物
は
、
小
麦
、
そ
の
他
の
雑
穀
、
ケ
シ
等
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
方
の
経
済
を
論
ず
る
場
合
、
農

業
を
主
と
し
た
構
造
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
日
本
人
は
、
東
京
で
は
も
ち
ろ
ん
、
現
地
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
理
解
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
蒙
疆
地
方
は
、
満
州
に
お
い
て
日
本
が
面
を
確
保
し
て
い
る
の
と
ち
が
っ
て
、
点
と
線
し
か
支
配
し
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、「
現
地
の
実
情
を
知
ら
ぬ
東
京
は
、
杓
子
定
規
な
低
物
価
政
策
の
原
則
を
固
持
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
日
本
側
の
掌

握
し
て
い
る
物
や
サ
ー
ビ
ス
、
例
え
ば
石
炭
、
塩
、
鉄
道
運
賃
、
電
気
や
電
信
の
料
金
だ
け
に
低
物
価
政
策
が
実
行
さ
れ
、
現
地
人
の
経
済
圏

に
は
、
一
向
に
浸
透
し
な
か
っ
た
。
…
…
そ
の
た
め
、
現
地
か
ら
購
入
す
る
農
産
物
の
類
は
、
お
し
な
べ
て
高
く
つ
い
た
。」（『
私
の
履
歴
書
』）

そ
こ
で
大
平
は
、
現
地
の
日
本
語
新
聞
『
蒙
疆
新
聞
』
に
「
蒙
疆
経
済
を
裸
に
す
る
」
と
い
う
論
文
を
掲
載
し
て
、
啓
蒙
活
動
を
行
っ
た
。

ま
た
、『
朝
日
新
聞
』
や
『
毎
日
新
聞
』
の
「
大
陸
版
」
に
も
、
同
様
の
視
角
か
ら
対
蒙
政
策
を
論
じ
た
。

前
出
の
同
僚
遠
藤
六
郎
は
、
こ
の
頃
、
大
平
が
こ
れ
ら
新
聞
の
記
者
た
ち
を
引
き
具
し
て
、
市
内
の
�
日
本
カ
フ
ェ
�
な
ど
で
盃
を
あ
げ
な

か
ら
、
盛
ん
に
蒙
疆
経
済
の
実
際
に
つ
い
て
弁
舌
を
振
っ
て
い
た
光
景
を
記
憶
し
て
い
る
。

占
領
地
の
不
正
常
な
形
態
で
あ
る
と
は
い
え
、
蒙
古
連
合
自
治
政
府
は
、
一
応
は
政
府
で
あ
っ
て
、
中
央
銀
行
券
も
独
自
の
も
の
が
流
通
し
、

治
安
は
も
と
よ
り
、
財
政
、
経
済
、
物
価
、
為
替
な
ど
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
独
立
し
た
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
。
日
本
や
中
国
大
陸
各
地
と
の
取

引
も
�
貿
易
�
の
か
た
ち
で
あ
り
、
日
本
に
は
石
炭
と
鉄
を
、
上
海
や
天
津
に
は
ケ
シ
か
ら
つ
く
っ
た
阿
片
を
輸
出
し
、
そ
の
金
で
必
要
な
品

物
を
輸
入
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
�
白
紙
に
絵
を
書
く
�
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、「
張
家
口
で
の
約
一
年
半
の
滞
在
は
、
素
朴
な
が
ら
国
家
の
�
原
型
�

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
勉
強
す
る
に
は
、
ま
た
と
な
い
よ
い
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。」（
同
前
）

当
時
、
華
北
連
絡
部
に
い
た
前
出
の
大
学
同
期
の
岡
本
貞
良
は
、
こ
の
頃
の
大
平
の
視
野
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う

な
証
言
を
し
て
い
る
。

「
大
平
さ
ん
は
、
東
京
出
張
の
往
き
帰
り
に
、
必
ず
北
京
の
華
北
連
絡
部
に
寄
る
わ
け
で
、
そ
の
時
、
数
人
集
ま
っ
て
状
況
報
告
を
や
る
ん
だ
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け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
大
平
さ
ん
の
報
告
が
実
に
完
熟
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
味
ち
が
う
ど
こ
ろ
で

は
な
く
、
事
務
官
離
れ
し
た
、
次
元
の
違
う
と
こ
ろ
か
ら
物
を
把
え
、
判
断
し
て
、
デ
ィ
ス
カ
ス
す
る
と
い
う
ふ
う
だ
っ
た
」。

こ
の
頃
、
大
平
の
直
接
の
部
下
だ
っ
た
人
々
は
、
彼
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

昭
和
十
四
年
四
月
に
関
東
軍
測
量
隊
を
除
隊
し
て
、
大
平
が
着
任
す
る
前
か
ら
経
済
課
に
勤
務
し
て
い
た
宮
城
英
太
郎
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

「
大
平
さ
ん
は
軍
が
嫌
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
�
物
動
�
と
の
関
係
で
軍
と
の
交
渉
は
多
か
っ
た
の
で
、
大
平
さ
ん
は
、
私
た

ち
を
行
か
せ
て
、
軍
の
話
を
聞
い
て
こ
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
身
分
不
相
応
な
会
議
に
も
参
加
で
き
た
の
で
す
が
。
北
京

や
上
海
な
ど
に
も
あ
ま
り
行
か
ず
、
電
話
で
根
ま
わ
し
し
た
上
、
私
た
ち
に
行
か
せ
ま
し
た
。
一
見
無
精
の
よ
う
で
し
た
が
、
見
る
と
こ
ろ
は

ち
ゃ
ん
と
見
て
い
て
大
綱
を
握
り
、
と
く
に
大
同
炭
鉱
と
竜
烟
鉄
鉱
は
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
、
視
察
す
る
と
、
二
日
ぐ
ら
い
で
報
告
書
を
つ

く
っ
て
提
出
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
い
つ
も
の
格
好
（
机
を
背
に
足
は
窓
に
）
で
、
読
み
か
け
の
本
を
開
い
た
ま
ま
、
�
お
お
、
宮
城
君
、
Ｆ
Ｏ
Ｂ，

Ｃ
Ｉ
Ｆ
っ
て
知

っ
て
る
か
�
と
テ
ス
ト
さ
れ
ま
し
た
が
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
大
平
さ
ん
か
ら
�
そ
れ
は
貿
易
の
基
本
だ
よ
、
勉
強
勉
強
�
と
諭
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
�
一
日
に
二
十
ぺ
ー
ジ
は
本
を
読
め
�
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
大
平
さ
ん
は
本
当
に
読
ん
で
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、

便
所
か
ら
原
書
を
持
っ
て
出
て
き
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
」。

同
じ
年
の
十
月
、
千
葉
県
庁
か
ら
転
出
し
て
き
た
由
比
良
一
の
回
想
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
私
は
、
あ
と
か
ら
来
て
、
宮
城
先
輩
と
一
緒
に
大
平
経
済
課
長
の
下
に
属
し
た
の
で
す
が
、
大
平
さ
ん
の
最
初
の
印
象
は
、
何
か
威
張
っ
て

い
て
、
こ
ち
ら
が
頭
を
下
げ
て
い
る
の
に
そ
っ
く
り
か
え
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
自
分
の
配
下
の
も
の
の
面
倒

を
よ
く
見
る
人
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
他
の
課
員
が
経
済
課
の
課
員
を
呼
ん
で
文
句
を
言
う
と
、
そ
の
課
長
を
呼
び
つ
け
て

�
お
れ
を
通
し
て
言
え
�
と
文
句
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
他
の
課
の
若
い
連
中
は
良
く
は
思
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
済
課
の
連
中

は
大
平
さ
ん
を
全
面
的
に
信
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。
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こ
の
二
人
の
話
か
ら
す
る
と
、
こ
の
頃
の
大
平
は
、
人
に
対
す
る
か
な
り
の
�
好
き
嫌
い
�
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
占
領
地
の

よ
う
に
、
支
配
、
被
支
配
が
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
権
力
を
笠
に
着
た
軍
人
が
顰
蹙
を
買
う
よ
う
な
振
舞
い
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
大
平

は
そ
れ
に
強
い
嫌
悪
の
念
を
覚
え
た
。
し
か
し
、「
か
よ
う
な
こ
と
は
軍
人
だ
け
を
責
め
る
訳
に
も
行
か
な
い
。
権
力
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
参

謀
肩
章
に
跪
坐
し
て
、
事
の
軽
重
善
悪
を
わ
き
ま
え
ず
に
、
軍
人
に
追
従
し
、
或
は
逆
に
そ
の
権
能
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
役
人
や
民
間
人
が
、

当
の
軍
人
に
劣
ら
な
い
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）
と
大
平
は
書
い
て
お
り
、
軍
、
官
、
民
の
い
ず
れ
に

も
、
大
平
の
腹
に
据
え
か
ね
る
人
物
が
か
な
り
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
で
き
る
。

赴
任
し
て
数
カ
月
の
う
ち
に
、
大
平
は
、
次
第
に
こ
の
地
方
を
理
解
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
こ
の
地
の
風
土
や
人
情
に
も
馴
染
ん
で
行
っ

た
。張

家
口
に
所
在
す
る
蒙
古
政
府
主
席
の
徳
王
と
は
、
日
本
政
府
駐
蒙
代
表
の
幹
部
と
し
て
時
折
宴
席
を
共
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
あ
る

日
、
大
平
は
徳
王
に
そ
の
王
府
の
あ
る
西
ソ
ニ
ッ
ト
と
い
う
旗
（
村
邑
）
に
招
待
さ
れ
た
。

「
張
家
口
か
ら
、
ス
ー
パ
ー
五
人
乗
り
の
小
さ
い
飛
行
機
で
、
徳
王
さ
ん
に
案
内
さ
れ
て
、
そ
の
王
府
の
客
と
な
り
、
羊
や
馬
の
乳
で
造
っ
た

お
酒
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
徳
王
さ
ん
と
御
令
息
が
出
て
、
随
分
歓
待
し
て
く
れ
た
が
、
私
は
始
め
て
、
徳
王
さ
ん
が
、
酒
豪
で
あ
る
こ
と
を

発
見
し
た
。
と
い
う
の
は
、
張
家
口
で
の
宴
会
で
は
、
徳
王
さ
ん
は
、
殆
ん
ど
僅
か
し
か
酒
を
飲
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
按
ず
る
に
、

少
数
民
族
の
王
着
と
し
て
絶
え
ず
生
命
の
危
険
を
肌
身
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
宅
以
外
で
の
深
酒
を
慎
ん
で
い
る
の
だ
と
事
情
通

は
話
し
て
い
た
が
、
少
数
民
族
に
は
わ
れ
わ
れ
が
理
解
で
き
な
い
苦
労
が
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。」（
同
前
）

ま
た
、
内
蒙
古
深
く
、
蒙
古
人
地
帯
の
戸
口
調
査
に
出
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
ト
ラ
ッ
ク
で
果
し
な
い
高
原
を
二
、
三
時
間
位
の
行
程
を
行
く
と
、
小
さ
い
村
落
に
辿
り
つ
く
。
途
中
狼
が
ト
ラ
ッ
ク
を
追
か
け
て
来
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

村
落
に
辿
り
つ
く
と
、
車
を
捨
て
て
一
戸
一
戸
包パ
オ

を
訪
れ
、
家
族
の
状
況
や
財
産
の
状
況
（
羊
が
何
頭
、
牛
が
何
頭
、
馬
が
何
頭
等
と
い
う

大平正芳回想録―伝記編



風
に
）
を
調
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
夜
が
来
れ
ば
、
テ
ン
ト
を
張
っ
て
寝
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
蒙
古
人
の
包パ
オ

の
賓
客
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ラ

マ
廟
を
訪
ね
て
は
生
仏
に
会
っ
た
り
、
そ
の
祭
事
を
見
物
し
た
り
も
し
た
。
そ
し
て
九
日
間
草
原
地
帯
を
歩
い
た
が
、
十
一
月
と
い
う
の
に
、

も
う
極
寒
の
寒
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
応
調
査
を
終
え
て
、
張
北
か
ら
張
家
口
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
が
、
張
家
口
の
灯
が
チ
ラ
チ
ラ
見
え
か

け
た
時
は
、
私
は
ま
る
で
東
京
の
灯
が
見
え
た
よ
う
に
懐
か
し
く
も
あ
り
嬉
し
く
も
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
不
思
議
に
も
、
朔

北
の
僻
地
だ
と
思
っ
た
張
家
口
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
一
応
文
化
の
圏
内
に
あ
る
街
だ
と
思
わ
れ
、
こ
こ
に
勤
務
す
る
こ
と
を
別
に
苦
労
と
も

思
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（
同
前
）

か
つ
て
英
国
の
宰
相
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
は
「
逆
境
に
勝
る
教
育
な
し
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
逆
境
や
失
望
と
た
た
か
っ
て
、
自
分
の
手

で
か
ち
と
っ
た
自
信
は
、
順
境
に
あ
っ
て
仕
事
を
し
て
得
た
自
信
よ
り
も
は
る
か
に
強
靭
な
も
の
で
あ
る
。
大
蔵
省
の
昭
和
十
一
年
組
の
多
く

は
、
こ
の
時
期
に
興
亜
院
に
転
出
と
な
っ
た
が
、
そ
の
任
地
は
上
海
、
青
島
、
廈
門
な
ど
、「
土
の
街
」
張
家
口
よ
り
も
は
る
か
に
条
件
が
い
い

都
市
で
、
一
見
、
大
平
は
貧
乏
く
じ
を
ひ
い
た
形
で
あ
っ
た
。
大
平
も
、
最
初
の
う
ち
は
”
大
蔵
次
官
の
甘
言
に
騙
さ
れ
た
”
と
感
じ
、
ま
た
、

軍
の
横
暴
も
あ
っ
て
�
懊
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
日
�
を
送
っ
た
。
た
だ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
他
の
条
件
の
い
い
都
市
の
連
絡
部
の
課
長
は
、

昭
和
七
年
組
、
八
年
組
な
ど
が
占
め
、
十
一
年
組
は
課
長
補
佐
の
ポ
ス
ト
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
彼
だ
け
が
経
済
課
長

を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
最
悪
の
環
境
の
中
で
、
し
か
も
全
く
新
し
い
役
所
の
新
し
い
出
先
の
仕
事
が
生
み
だ
す
問
題
を
解
決
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
税
務

署
長
や
間
税
部
長
な
ど
の
よ
う
に
、
大
蔵
省
の
長
い
歴
史
や
伝
統
に
よ
っ
て
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い
る
仕
事
で
は
な
く
、
蒙
疆
に
お
け
る
彼
の
仕

事
は
先
例
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
創
造
性
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
彼
に
幸
い
し
た
。
淋
し
げ
な
顔
を
し
て
関
釜
連
絡
船
に
乗
っ
た
と
き
と
ち
が
っ
て
、
朔
北
の
寒
風
は
彼
を
た
く
ま
し

い
行
政
官
僚
に
成
長
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
十
五
年
の
夏
も
す
ぎ
、
任
期
の
切
れ
る
の
も
間
近
く
な
っ
た
が
、
後
任
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
つ
に
は
同
僚
の
多
く
が

戦
争
に
取
ら
れ
て
、
役
所
の
人
員
が
減
っ
た
せ
い
も
あ
っ
た
が
、
張
家
口
と
い
う
場
所
の
評
判
を
聞
い
て
、
み
な
が
お
そ
れ
を
な
し
、
配
属
を
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断
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
大
平
が
東
京
に
出
張
し
た
と
き
、
秘
書
課
長
の
山
際
正
道
に
「
ど
う
し
て
く
れ
る
ん
で
す
か
」
と
質

し
た
と
こ
ろ
、
山
際
は
「
自
分
で
あ
と
が
ま
を
探
せ
ば
帰
し
て
や
る
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
大
平
は
入
省
一
年
後
輩
の
佐
藤
一
郎
が
企
画
院
に

い
る
の
を
思
い
だ
し
て
、
食
事
に
誘
っ
た
。
佐
藤
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
銀
座
の
資
生
堂
で
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
お
ご
っ
て
く
れ
ま
し
て
ね
、
そ
こ
で
口
説
か
れ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
張
騫
が
雁
の
足
に
文
を
結
び

つ
け
て
言
伝
て
し
た
と
い
う
話
を
し
た
り
、
班
超
の
故
事
を
引
用
し
た
り
し
て
ね
、
�
お
前
に
で
も
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
お
れ
は
永
久
に

朔
北
の
地
に
骨
を
埋
め
な
き
ゃ
な
ら
ん
�
と
言
う
わ
け
で
す
。
私
も
ち
ょ
っ
と
文
学
青
年
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
場
で
�
い

い
よ
�
っ
て
二
つ
返
事
で
応
諾
し
ち
ゃ
っ
た
の
で
す
」。

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
大
平
は
、
昭
和
十
五
年
の
十
月
、
内
閣
か
ら
帰
朝
命
令
を
受
け
た
。
蒙
古
か
ら
満
州
各
地
を
旅
行
し
、
十
月
下

旬
、
東
京
に
帰
っ
た
。
新
し
い
ポ
ス
ト
は
、
興
亜
院
本
院
の
経
済
部
第
二
課
で
あ
る
。
興
亜
院
官
制
に
よ
れ
ば
、
第
二
課
は
「
一
、
北
支
那
開

発
株
式
会
社
並
中
支
那
振
興
株
式
会
社
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
務
、
二
、
在
支
企
業
ノ
統
制
ニ
関
ス
ル
事
務
、
三
、
支
那
ニ
於
ケ
ル
拓
殖
事
業
ニ

関
ス
ル
事
務
」
と
な
っ
て
い
た
。
大
平
は
そ
の
「
一
」
の
二
つ
の
投
融
資
会
社
の
監
督
の
仕
事
を
与
え
ら
れ
る
。

「
日
本
の
行
政
権
は
、
日
本
の
特
殊
法
人
た
る
北
支
開
発
、
中
支
振
興
の
二
会
社
に
は
及
ぶ
が
、
現
地
法
人
た
る
そ
の
子
会
社
に
は
及
ば
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
二
大
親
会
社
が
、
子
会
社
に
投
融
資
す
る
場
合
の
契
約
を
紐
と
し
て
、
子
会
社
に
対
す
る
事
業
上
の

個
導
と
監
督
の
手
を
間
接
的
に
伸
ば
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
会
社
の
数
は
鉱
山
、
鉄
道
、
港
湾
、
運
送
、
塩
業
、
電
気
、
電
信
電

話
、
等
数
十
に
及
ん
で
い
た
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）

大
平
は
す
で
に
張
家
口
に
あ
っ
て
、
大
同
炭
鉱
や
竜
烟
鉄
鉱
の
よ
う
な
経
営
の
分
析
や
事
業
計
画
と
い
っ
た
仕
事
を
手
が
け
て
き
た
が
、
こ

の
よ
う
に
多
岐
な
産
業
に
ま
た
が
る
多
く
の
企
業
を
監
督
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
高
松
高
商
時
代
に
イ
エ
ス

の
僕
会
の
仲
間
で
あ
り
、
東
京
商
大
の
数
期
先
輩
で
、
横
浜
市
立
商
業
専
門
学
校
（
の
ち
横
浜
市
立
大
学
）
で
経
営
学
を
教
え
て
い
た
山
城
章

に
助
力
を
頼
ん
だ
。

山
城
は
言
う
。
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「
私
は
、
大
平
さ
ん
が
興
亜
院
の
事
務
官
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
時
に
、
熱
海
の
奥
さ
ん
の
実
家
の
別
荘
に
泊
り
こ
ん
で
、
一
緒
に
原
稿
書
き

を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
手
伝
っ
て
く
れ
て
有
難
う
と
い
う
お
礼
か
ら
か
、
�
い
っ
ぺ
ん
支
那
に
行
っ
た
ら
ど
う
か
�
と
言
わ
れ
る
ん
で

す
。
そ
こ
で
興
亜
院
の
嘱
託
と
い
う
身
分
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
神
戸
か
ら
上
海
へ
行
き
、
南
京
、
北
京
、
張
家
口
と
視
察
に
ま
わ
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
頃
の
興
亜
院
の
権
威
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
、
興
亜
院
の
嘱
託
と
い
う
だ
け
で
、
船
で
は
将
官
な
み
の
上
座
に
坐
ら
さ

れ
、
食
堂
で
も
最
大
級
の
待
遇
で
し
た
。

張
家
口
に
入
っ
た
と
き
、
大
平
さ
ん
か
ら
電
報
が
き
ま
し
て
、
�
帰
っ
て
こ
い
、
今
で
な
い
と
帰
っ
て
こ
れ
な
く
な
る
よ
�
と
一
言
う
ん
で

す
。
昭
和
十
六
年
の
七
月
で
し
た
が
、
ソ
満
国
境
の
関
東
軍
が
移
動
し
て
い
る
と
き
で
、
船
も
何
も
な
い
。
そ
う
し
た
ら
、
大
平
さ
ん
の
指
示

で
、
飛
行
機
を
一
機
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
乗
っ
て
北
京
か
ら
日
本
へ
帰
っ
た
の
で
す
が
、
大
平
さ
ん
は
興
亜
院
の
中
で
も
た
い
し
た

実
力
者
だ
な
と
思
い
ま
し
た
」。

蒙
疆
時
代
に
、
小
さ
く
と
も
一
つ
の
政
府
の
経
済
の
切
盛
り
を
経
験
し
て
き
た
大
平
は
、
か
な
り
自
信
も
つ
け
、
ま
た
強
気
に
も
な
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る

当
時
、
北
支
那
開
発
の
総
裁
は
、
第
一
次
近
衛
内
閣
時
代
の
蔵
相
、
賀
屋
興
宣
だ
っ
た
。
大
き
な
こ
と
の
好
き
だ
っ
た
賀
屋
総
裁
は
、
満
鉄

調
査
部
の
ひ
そ
み
に
な
ら
い
、
北
支
那
全
域
の
大
規
模
な
資
源
調
査
を
行
う
こ
と
を
企
画
し
、
大
調
査
局
の
設
置
を
も
く
ろ
ん
で
、
そ
の
予
算

案
を
提
出
し
て
き
た
。
大
平
が
こ
の
予
算
案
に
き
び
し
い
査
定
を
加
え
た
た
め
、
賀
屋
は
激
怒
し
、
正
面
衝
突
と
な
っ
た
が
、
結
局
、
調
査
局

誕
生
の
と
き
は
か
な
り
縮
減
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
た
。

大
平
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
そ
れ
に
し
て
も
、
私
は
若
気
の
た
め
と
は
い
え
、
随
分
向
う
み
ず
な
こ
と
を
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

興
亜
院
経
済
部
の
第
一
課
長
を
し
て
い
た
毛
利
英
於
兎
氏
は
、
私
に
対
し
て
�
役
人
も
飛
行
機
と
同
様
、
離
陸
と
着
陸
の
瞬
間
が
大
事
な
ん
だ
。

君
は
い
ま
、
離
陸
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
上
司
に
た
て
つ
く
の
は
慎
む
方
が
よ
い
�
と
親
切
に
注
意
し
て
く
れ
た
。」

（『
私
の
履
歴
書
』）
と
記
し
た
。

北
支
那
開
発
や
中
支
那
振
輿
ば
興
亜
院
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
は
日
本
の
中
国
占
領
政
策
を
推
進
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
平
は
、
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「
…
…
こ
れ
ら
の
会
社
の
事
業
計
画
は
、
…
…
民
需
の
充
足
に
も
か
な
り
の
重
点
を
お
い
て
い
た
。
又
長
期
に
亘
っ
て
、
支
那
経
済
の
基
盤
の
充

実
や
そ
の
経
済
力
の
発
展
に
寄
与
し
た
い
と
い
う
素
直
な
構
想
を
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）
と
書
き
、
塘

沽
の
港
湾
建
設
の
実
例
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
大
平
が
こ
の
張
家
口
滞
在
一
年
半
を
ふ
く
め
た
興
亜
院
在
勤
の
三
年
間
を
通
じ
て
、
き
わ
め
て
中
国
の

実
情
に
詳
し
い
人
間
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
中
国
の
経
済
や
社
会
、
風
土
や
国
民
性
な
ど
に
直
接
触
れ
る
と
同
時
に
、

中
国
の
産
業
に
つ
い
て
資
源
か
ら
製
品
ま
で
広
範
な
分
野
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
陸
を
経
営
す
る

官
僚
群
の
一
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
平
が
、
結
局
は
�
敗
戦
�
と
い
う
破
産
宣
告
を
受
け
た
日
本
の
大
陸
経
営
ぶ
り
を
ど
う
考
え
て
い

た
か
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

彼
は
、
日
本
の
事
業
が
中
国
経
済
の
基
盤
の
充
実
や
そ
の
経
済
力
発
展
に
寄
与
し
た
面
も
あ
り
、
ま
た
日
本
人
は
英
国
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
に

比
し
て
、
は
る
か
に
「
自
己
本
位
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、
戦
争
の
終
わ
っ
た
八
年
後
に
、「
対
支
政
策
の
企
画
や
立
案
が
、
全
体
と

し
て
、
近
視
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
漢
民
族
に
対
す
る
″民
族
政
策
″
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

に
、
日
本
人
の
独
り
相
撲
の
憾
み
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
又
世
界
の
大
視
野
か
ら
、
米
英
や
ソ
連
の
思
惑
や
期
待
も
十
分
勘
定
に
入
れ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
外
務
省
が
若
干
の
抵
抗
を
試
み
た
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
の
主
張

は
、
強
さ
と
勇
気
を
欠
い
た
憾
み
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
東
亜
戦
争
の
先
駆
と
な
っ
た
支
那
事
変
の
処
理
は
、
結
局
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
吸
収
さ
れ
埋
没
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
功
罪
を
、
切

離
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
底
を
流
れ
る
基
調
そ
の
も
の
は
、
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
失
敗
の
素
因
と
軌
を
一
に
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
対
支
政
策
は
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
、
高
い
授
業
料
で
は
あ
っ
た
が
、
又
貴
い
民
族
的
試
練
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
め
ま
い
。」（『
財
政
つ
れ
づ
れ
草
』）
と
書
い
た
の
で
あ
る
。

大
平
の
こ
の
中
国
問
題
観
が
、
後
年
の
彼
の
日
中
国
交
回
復
の
努
力
に
ど
う
反
映
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
が
三
十
数
年
後
に
中

国
を
旅
し
、
中
国
を
見
、
中
国
人
と
言
葉
を
交
わ
し
た
と
き
に
、
こ
の
当
時
の
中
国
の
姿
が
し
ば
し
ぼ
脳
裡
に
ひ
ら
め
い
た
と
想
像
し
て
よ
い
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だ
ろ
う
。

興
亜
院
に
は
、
財
務
部
、
経
済
部
、
文
化
部
、
技
術
部
が
あ
っ
た
が
、
各
部
の
課
長
以
下
の
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
応
じ
て
、
陸
海
軍

は
も
と
よ
り
各
省
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
陸
軍
と
海
軍
は
極
端
に
仲
が
悪
く
縄
張
り
争
い
に
明
け
暮
れ
、
各
省
か
ら
の
出
向
者
は
そ
の
と
ば

っ
ち
り
を
食
っ
て
困
ら
さ
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
各
省
出
向
者
は
、
総
じ
て
出
身
母
体
の
利
害
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く

協
力
の
実
を
あ
げ
た
。

当
時
、
国
鉄
か
ら
出
向
し
て
経
済
第
三
課
に
い
た
磯
崎
叡
（
の
ち
国
鉄
総
裁
）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
い
ま
の
国
立
劇
場
が
位
置
す
る
三
宅
坂
と
半
蔵
門
の
間
の
隼
町
に
あ
っ
た
興
亜
院
は
、
対
支
政
策
の
現
状
を
ど
う
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
戦

後
の
支
那
経
営
を
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
気
宇
壮
大
な
役
所
で
、
真
面
目
で
緻
密
な
計
画
を
立
て
る
戦
争
遂
行
機
関
の
企
画
院
と
は
ま
る
き

り
雰
囲
気
が
ち
が
っ
て
い
ま
し
た
。

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
支
那
の
地
図
を
み
な
が
ら
、
こ
こ
で
鉄
を
つ
く
る
、
こ
こ
で
農
業
を
や
る
と
い
う
よ
う
に
漠
た
る
東
亜
経
営
を
考
え
て
い
た

の
で
、
日
本
の
役
所
と
し
て
は
異
例
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
集
め
た
人
物
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
堅
気
で
な
い
、
少
し
調
子
は
ず

れ
の
人
が
多
か
っ
た
」。

そ
う
い
う
寄
合
い
所
帯
の
中
か
ら
、
若
手
事
務
官
九
人
に
よ
る
″九
賢
会
″
と
い
う
集
り
が
つ
く
ら
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
大
平
の
ほ
か
に
、

大
蔵
省
の
大
槻
義
公
（
の
ち
日
本
専
売
公
社
副
総
裁
）、
宮
川
新
一
郎
（
前
出
）、
若
槻
克
彦
（
前
出
）、
満
鉄
の
佐
々
木
義
武
（
の
ち
通
商
産
業

大
臣
）、
通
産
省
の
村
田
恒
（
の
ち
ジ
ェ
ト
ロ
理
事
長
）、
鹿
子
木
昇
（
の
ち
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
）、
農
林
省
の
伊
東
正
義
（
の
ち
外
務
大
臣
）、

鉄
道
省
の
磯
崎
叡
（
前
出
）
ら
で
あ
る
。
こ
の
″九
賢
会
″
に
は
こ
の
ほ
か
当
時
課
長
で
あ
っ
た
大
蔵
省
の
愛
知
揆
一
（
の
ち
大
蔵
大
臣
、
故

人
）
と
通
産
省
の
小
野
儀
七
郎
（
故
人
）
が
客
員
と
し
て
参
加
し
た
。

磯
崎
は
、「
竹
林
の
七
賢
人
と
比
べ
る
と
二
人
多
い
が
、
飲
食
歓
娯
の
友
で
あ
り
遊
山
釣
魚
の
交
わ
り
で
あ
る
か
ら
、
お
世
辞
に
も
君
子
の
交

遊
と
は
い
え
な
い
。」
と
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
「
交
遊
抄
」
に
書
い
て
い
る
。

故
郷
も
大
学
も
、
そ
し
て
所
属
す
る
官
庁
も
ち
が
う
メ
ン
バ
ー
の
こ
の
集
り
が
、
大
平
の
行
政
官
と
し
て
の
視
野
を
拡
げ
る
の
に
大
き
く
役
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立
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
こ
の
時
の
友
人
た
ち
の
中
か
ら
、
後
年
の
政
治
的
盟
友
も
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
抱
い
た
東
亜
経
営
の
夢
は
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
の
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
と
そ
の
後
の
推
移
に
よ
っ
て
、
全

く
烏
有
に
帰
す
こ
と
と
な
る
。

大
平
が
開
戦
を
む
か
え
た
の
は
、
横
浜
の
三
渓
園
の
隣
に
あ
る
二
階
建
て
の
わ
が
家
（
中
区
本
牧
三
ノ
谷
二
百
六
十
八
番
地
）
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
蒙
疆
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
、
妻
の
実
家
の
近
く
に
家
を
借
り
て
い
た
が
、
税
務
署
長
の
頃
に
住
ん
で
い
た
横
浜
が
懐
か
し
く
、
間
も

な
く
こ
の
地
に
自
宅
を
構
え
て
、
妻
と
長
男
正
樹
、
二
男
裕
と
一
家
四
人
で
住
み
、
そ
こ
か
ら
興
亜
院
へ
通
勤
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
の
隣
組
に
、
大
平
の
ほ
か
に
二
人
の
如
水
会
員
（
東
京
商
大
卒
業
生
）
が
い
た
。
一
人
は
保
険
会
社
勤
め
の
深
町
徳
三
（
故
人
）、
も
う
一
人

は
統
計
学
者
森
田
優
三
（
の
ち
一
橋
大
学
教
授
）
で
あ
る
。
学
校
づ
と
め
で
、
比
較
的
自
由
な
時
間
が
多
か
っ
た
た
め
隣
組
の
組
長
を
や
っ
て

い
た
森
田
は
、
そ
の
頃
の
思
い
出
を
書
い
て
い
る
。

「
…
…
開
戦
間
も
な
い
昭
和
十
七
年
の
元
旦
の
夜
、
私
の
家
で
三
人
（
大
平
、
深
町
、
森
田
）
が
集
ま
っ
て
正
月
を
祝
っ
て
い
た
ら
、
身
重
だ

っ
た
家
内
が
急
に
産
気
づ
い
て
、
お
二
人
に
大
へ
ん
世
話
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
時
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
。
短
い
間
で
は
あ
っ
た
が
、
大
平
氏

一
家
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
お
付
合
い
で
、
…
…
長
男
の
正
樹
氏
は
私
の
長
男
よ
り
少
し
年
下
で
あ
っ
た
が
、
始
終
遊
び
に
み
え
て
い
た
。
�
坊

や
何
が
お
す
き
�
と
き
い
た
ら
、
�
お
イ
モ
と
お
ミ
チ
ョ
�
と
い
う
返
事
だ
っ
た
の
が
、
わ
が
家
の
一
つ
話
に
な
っ
て
い
た
。」（『
シ
ル
バ
ー
・

レ
ポ
ー
ト
』
昭
和
五
十
五
年
七
月
二
十
日
号
）

大
平
夫
人
志
げ
子
も
、
十
二
月
三
十
日
、
長
女
芳
子
を
出
産
し
た
。
戸
籍
上
は
翌
年
一
月
二
日
生
ま
れ
と
し
て
届
け
た
。

開
戦
の
翌
年
、
昭
和
十
七
年
の
七
月
二
十
日
、
大
平
は
輿
亜
院
二
年
半
の
つ
と
め
を
終
え
て
大
蔵
省
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大平正芳回想録―伝記編
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