
第
七
章
　
戦
時
下
の
大
蔵
省

興
亜
院
二
年
半
の
つ
と
め
を
終
え
、
三
十
二
歳
の
男
ざ
か
り
と
な
っ
た
大
平
が
大
蔵
省
に
か
え
っ
て
き
た
の
は
、
す
で
に
日

米
開
戦
後
半
年
余
が
た
っ
た
昭
和
十
七
年
の
夏
だ
っ
た
。
緒
戦
の
戦
果
の
酔
い
も
醒
め
る
よ
う
な
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
の
敗
北

以
来
、
戦
局
は
次
第
に
日
本
に
不
利
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。

大
平
は
そ
う
い
う
中
で
、
主
計
局
に
お
け
る
文
部
省
と
南
洋
庁
の
予
算
主
査
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
昭
和
十

八
年
度
の
予
算
編
成
が
あ
っ
た
。
十
七
年
度
の
予
算
は
、
当
初
予
算
編
成
後
間
も
な
く
開
戦
を
む
か
え
た
た
め
、
戦
費
の
大
部

分
を
臨
時
軍
事
費
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
応
急
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
八
年
度
予
算
は
こ
れ
と
異
な
っ
て
、
本
格
的
な
戦

争
予
算
と
し
て
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
平
主
計
官
の
担
当
す
る
文
教
行
政
部
門
は
、
�
文
教
刷
新
�
と
い
う
名
目
で
、

各
方
面
か
ら
の
要
請
が
強
く
、
科
学
技
術
の
振
興
、
師
範
学
校
の
昇
格
、
英
才
教
育
の
助
長
、
東
洋
文
化
の
開
発
等
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
大
平
が
扱
っ
た
文
教
行
政
上
の
主
な
問
題
は
、
学
校
新
設
問
題
と
大
日
本
育
英
会
の
設
立
で
あ
る
。

ま
ず
学
校
新
設
問
題
だ
が
、
文
部
省
は
こ
の
時
と
ば
か
り
、
十
五
の
高
等
工
業
、
十
一
の
医
学
専
門
学
校
、
四
つ
の
高
等
師

範
の
新
設
予
算
を
要
求
し
て
き
た
。

「
私
は
、
そ
の
尨
大
な
要
求
を
受
け
て
、
実
の
と
こ
ろ
唖
然
と
し
た
。
…
…
学
校
を
設
立
す
る
等
と
い
う
こ
と
は
、
慎
重
の

上
に
も
慎
重
を
期
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
ん
な
に
沢
山
の
学
校
を
一
度
に
造

っ
て
く
れ
等
と
い
う
の
は
、
何
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
天
を
恐
れ
な
い
大
胆
な
要
求
に
公
憤
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
」。

文
部
省
に
高
等
工
業
学
校
の
資
料
を
要
求
す
る
と
、「
日
本
の
各
産
業
が
最
も
よ
く
技
術
者
や
指
導
者
に
恵
ま
れ
、
労
働
者
に
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対
す
る
技
能
者
の
割
合
が
一
番
高
い
昭
和
十
四
年
水
準
に
も
ど
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
試
算
の
結
果
、
学
校
新
設

や
学
級
増
加
を
し
な
く
と
も
、
昭
和
十
四
年
水
準
を
満
た
し
て
あ
ま
り
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
医
学
専
門
学
校
に
つ
い
て
も
、

高
等
師
範
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
学
校
増
設
案
は
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
―
―-

か
に
見
え
た
。

と
こ
ろ
が
、「
昭
和
十
七
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
大
晦
日
の
夕
刻
で
あ
っ
た
」
と
大
平
は
書
い
て
い
る
。

「
昭
和
十
八
年
度
の
予
算
の
計
数
整
理
を
了
え
、
一
月
四
日
の
初
閣
議
に
提
出
す
べ
き
書
類
を
ま
と
め
た
上
で
、
机
の
上
を

片
付
け
て
帰
宅
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
時
、
私
は
植
木
（
庚
子
郎
）
主
計
局
長
（
の
ち
大
蔵
大
臣
）
か
ら
呼
出
を
受
け
た
。

今
頃
一
体
何
だ
ろ
う
。
大
晦
日
で
早
く
帰
っ
て
一
風
呂
浴
び
て
、
楽
し
い
正
月
を
待
と
う
と
考
え
て
い
る
の
に
、
局
長
は
何
と

情
の
な
い
人
だ
ろ
う
と
、
心
中
不
平
を
抱
い
て
局
長
室
に
入
っ
た
。
局
長
は
、
言
下
に
�
君
、
長
野
に
高
工
を
、
前
橋
に
医
専

を
、
夫
々
造
る
こ
と
に
し
て
予
算
を
計
上
し
て
も
ら
い
た
い
�
と
言
っ
た
。
私
が
、
�
そ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
す
か
。
私
と
文

部
事
務
当
局
と
の
間
に
は
、
既
に
学
校
を
一
つ
も
造
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ゃ
ん
と
話
が
つ
い
て
お
り
ま
す
の
に
�
と
殆

ん
ど
反
抗
的
に
拒
絶
の
姿
勢
で
抗
議
し
た
。
局
長
は
、
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
、
�
い
や
、
こ
れ
は
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
決
め
ら

れ
た
の
だ
。
ど
う
に
も
な
ら
ん
の
だ
。
と
も
か
く
も
計
上
し
て
く
れ
�
と
繰
り
返
し
て
言
う
の
で
あ
っ
た
」。

こ
れ
は
、
大
臣
ク
ラ
ス
の
話
合
い
で
決
ま
っ
た
も
の
と
あ
と
で
わ
か
っ
た
が
、
大
平
は
、
役
所
で
徹
夜
の
作
業
を
す
る
羽
目

に
な
っ
た
。

第
二
は
大
日
本
育
英
会
設
立
問
題
で
あ
る
。
こ
の
育
英
会
設
立
の
運
動
は
、
昭
和
十
六
年
春
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
問
題
に
な
っ

た
の
は
、
貸
費
に
す
る
か
給
費
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
六
年
末
に
は
国
民
教
育
議
員
連
盟
の
三
宅
正
一

衆
議
院
議
員
の
手
許
で
貸
費
制
を
基
本
と
し
て
、
中
学
二
十
万
人
、
専
門
学
校
一
万
人
、
高
等
学
校
お
よ
び
大
学
一
万
人
に
対

し
て
一
定
金
額
を
支
給
す
る
�
規
模
雄
大
な
�
原
案
が
作
成
さ
れ
た
。

昭
和
十
七
年
二
月
、
同
連
盟
は
、「
興
亜
育
英
基
金
制
度
創
設
」
を
中
心
と
す
る
「
大
東
亜
教
育
体
制
確
立
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」

を
議
会
に
提
出
し
た
。
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同
連
盟
の
小
山
亮
は
、「
そ
の
趣
旨
に
は
東
亜
全
域
に
送
り
出
す
べ
き
厖
大
な
人
員
の
�
指
導
者
�
を
養
成
す
る
と
い
う
要
請

と
、
反
面
、
国
民
の
能
力
あ
り
経
済
力
伴
わ
ぬ
者
に
教
育
の
機
会
を
均
等
に
提
供
す
る
、
と
い
う
要
望
と
の
、
二
つ
の
面
が
あ

る
が
、
議
員
連
盟
の
真
意
は
後
者
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
当
時
軍
国
主
義
の
傾
向
よ
う
や
く
濃
厚
で
、
こ
れ
に
逆
う
こ
と
は
、

事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、
前
者
を
い
ち
お
う
効
能
書
に
採
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」（『
日
本
育
英
会
二
十
年
記
念
誌
』）

と
述
べ
て
い
る
。

建
議
は
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
だ
が
、
大
平
は
自
分
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
民
間
の
資
金
に
よ
っ
て
大
学
を
出
ら
れ
た

と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
公
的
な
育
英
事
業
は
本
当
の
英
才
だ
け
を
給
費
で
援
助
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
当
初
の

中
学
二
十
万
人
と
い
う
案
は
、
文
部
省
案
で
は
実
情
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
三
万
人
に
な
っ
て
い
た
が
、
大
平
試
案
は
そ

れ
よ
り
も
ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
、
議
員
連
盟
の
反
発
は
さ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

大
蔵
省
で
も
い
ろ
い
ろ
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
最
後
に
植
木
主
計
局
長
が
次
の
よ
う
に
目
に
涙
を
浮
か
べ
て
、
大
平
に
協
力

を
求
め
た
。

「
自
分
は
、
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
て
、
到
底
上
級
学
校
に
進
学
で
き
る
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
已
む
な
く
姓
を
変

え
て
養
子
に
行
き
、
養
家
か
ら
一
高
、
東
大
へ
と
進
学
さ
せ
て
貰
っ
た
の
だ
。
男
が
自
分
の
姓
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
辛
い

こ
と
だ
。
し
か
し
、
向
学
心
を
も
っ
て
い
て
も
、
貧
し
い
た
め
、
心
な
ら
ず
も
、
こ
う
し
た
道
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

が
多
か
ろ
う
。
自
分
は
、
日
本
の
後
進
青
年
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
辛
酸
を
な
め
さ
す
に
忍
び
な
い
。
そ
こ
で
自
分
は
、
非
常

な
情
熱
を
傾
け
て
、
こ
の
制
度
の
発
足
に
努
力
し
て
い
る
の
だ
。
大
平
君
、
ど
う
か
自
分
の
心
情
を
汲
み
と
っ
て
、
出
来
る
だ

け
多
く
の
人
に
、
こ
の
恩
恵
が
均
霑
さ
れ
る
よ
う
考
え
て
も
ら
い
た
い
」。

「
そ
れ
ま
で
、
数
字
と
論
理
の
一
点
張
り
で
頑
張
っ
て
い
た
私
の
頑
強
な
気
持
も
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
雪
が
陽
光
に
解
け

て
行
く
よ
う
に
、
解
け
て
行
っ
た
。
私
は
植
木
主
計
局
長
の
意
を
体
し
て
、
当
初
の
私
の
提
案
を
大
幅
に
是
正
し
、
給
費
を
貸

費
に
改
め
て
、
国
会
に
提
出
し
た
」。

第７章　戦時下の大蔵省



こ
う
し
て
、
大
日
本
育
英
会
は
昭
和
十
八
年
十
月
十
八
日
に
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、『
日
本
育
英
会
二
十
年
記
念

誌
』
の
記
述
に
は
、
そ
こ
こ
こ
に
、
�
大
蔵
省
と
の
折
衝
の
困
難
さ
�
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
平
の
抵
抗
の
激
し
さ
が
う
か
が

わ
れ
る
。

そ
う
い
う
自
分
自
身
に
つ
い
て
、
大
平
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

「
大
蔵
省
の
役
人
と
い
う
の
は
、
職
業
柄
、
何
を
や
る
に
し
て
も
、
な
る
べ
く
金
を
か
け
な
い
よ
う
に
心
懸
け
る
本
能
を
も

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
確
か
に
一
面
、
よ
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
他
面
、
そ
の
た
め
に
中
途
半
端
な
も
の
が
出
来
上

っ
て
、
悔
を
後
年
に
残
す
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
一
般
に
金
を
使
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
仕
事
で
あ
る
。
殊
に
公

金
を
扱
う
こ
と
は
、
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
。
私
な
ど
は
、
勿
論
貧
困
に
育
っ
た
身
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
寸

銭
を
惜
し
む
本
能
に
お
い
て
は
、
人
に
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
私
の
予
算
査
定
は
、
大
抵
の
場
合
、
き
び
し
か

っ
た
。
大
日
本
育
英
会
も
、
不
幸
に
し
て
、
き
び
し
い
私
が
そ
の
産
婆
役
に
廻
り
合
わ
せ
た
わ
け
だ
」。

大
日
本
育
英
会
が
創
立
さ
れ
て
約
五
十
年
の
年
月
が
た
つ
。
こ
の
事
業
は
、
戦
後
の
混
乱
に
よ
っ
て
崩
壊
に
瀕
し
た
学
生
生

活
の
支
え
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
続
け
た
。
戦
時
中
に
創
始
さ
れ
た
事
業
の
な
か
で
い
ま
だ
に
存
続
し
て
い
る
希
有

の
例
で
あ
ろ
う
。

大
日
本
育
英
会
の
発
足
の
見
通
し
が
つ
い
た
昭
和
十
八
年
八
月
に
、
大
平
は
外
資
局
総
務
課
に
移
っ
た
。
興
亜
院
の
出
先
に

在
勤
し
て
、
為
替
や
対
外
投
資
に
も
経
験
を
積
ん
で
い
た
た
め
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
国
際
金
融
の
仕
事
も

覚
え
よ
う
と
本
格
的
勉
強
を
始
め
て
い
た
矢
先
に
、
池
田
勇
人
国
税
第
一
課
長
か
ら
「
自
分
が
局
長
に
赴
任
す
る
予
定
の
東
京

財
務
局
（
も
と
東
京
税
務
監
督
局
、
昭
和
十
六
年
七
月
に
改
称
）
に
間
税
部
長
と
し
て
一
緒
に
来
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
慫

慂
を
受
け
、
わ
ず
か
三
カ
月
で
こ
の
ポ
ス
ト
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
池
田
は
こ
う
し
て
、
か
ね
て
か
ら
嘱
目
し
て
い
た
大

平
を
、
は
じ
め
て
自
分
の
直
接
の
部
下
に
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
池
田
局
長
は
、
就
任
の
当
日
、
私
を
呼
ん
で
に
っ
こ
り
笑
い
な
が
ら
�
君
は
税
法
を
本
格
的
に
勉
強
し
て
い
な
い
。
自
分

が
局
長
に
在
任
中
、
み
っ
ち
り
仕
込
ん
で
や
る
か
ら
、
そ
の
積
り
で
�
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
言
下
に
�
御
好
意

は
有
難
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
は
御
断
り
申
し
上
げ
ま
す
。
私
に
は
練
達
堪
能
で
税
法
に
精
通
し
た
部
下
が
沢
山

い
ま
す
か
ら
、
税
法
上
の
疑
義
は
私
の
部
下
と
御
相
談
を
願
い
た
い
。
私
は
税
法
に
精
通
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
生
き
た
行
政
は

決
し
て
法
律
の
条
文
の
中
か
ら
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
常
識
で
、
捉
わ
れ
な
い
間
税
行
政
を
一
つ
や
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
�
と
答
え
た
。
こ
れ
に
は
流
石
の
池
田
氏
も
た
っ
て

．
．
．

と
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
」。

そ
ん
な
大
平
が
行
っ
た
�
捉
わ
れ
な
い
間
税
行
政
”
の
一
つ
が
、
�
国
民
酒
場
�
で
あ
っ
た
。

戦
争
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
消
費
物
資
が
窮
迫
し
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
酒
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
酒
類
配
給
統
制
規
則
等
に
よ
っ
て
、
配
給
機
構
の
整
備
が
行
わ
れ
、
配
給
権
は
税
務
当
局
が
所
掌
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。当

時
の
酒
の
配
給
は
、
家
庭
用
、
業
務
用
、
特
殊
業
務
用
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
家
庭
用
酒
で
は
一
カ
月
当
た
り
一
世
帯

で
二
合
程
度
、
業
務
用
酒
で
も
一
店
当
た
り
二
〜
三
升
程
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
料
飲
店
等
の
業
者
は
こ
の
量
の
酒
で

は
商
売
に
な
ら
ず
、
受
配
し
た
酒
類
を
ヤ
ミ
に
流
し
た
り
自
家
用
に
費
消
し
て
い
る
と
い
う
風
評
が
も
っ
ぱ
ら
で
あ
っ
た
。

大
平
間
税
部
長
は
こ
の
対
策
に
腐
心
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
、
東
条
英
機
内
閣
が
�
享
楽
停
止
令
�
を
実
施
し
て
、
食
堂

の
よ
う
な
大
衆
性
を
持
っ
た
も
の
以
外
の
料
飲
店
は
す
べ
て
閉
鎖
さ
れ
、
料
飲
店
に
配
給
し
て
い
た
業
務
用
酒
が
余
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
大
平
が
考
え
た
の
が
、
�
業
務
用
酒
の
効
率
的
配
給
要
綱
�
案
で
あ
る
。
享
楽
停
止
令
で
閉
鎖
さ
れ
た
店
舗
を

再
利
用
し
、
失
業
し
た
従
業
員
を
使
っ
て
新
た
に
酒
場
を
開
き
、
あ
ま
っ
た
業
務
用
酒
を
一
般
の
人
に
飲
ま
せ
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
料
飲
店
側
も
、
業
務
の
再
開
に
そ
な
え
て
配
給
実
績
を
確
保
し
て
お
き
た
い
と
い
う
希
望
が
切
実
で
あ
っ
た
か
ら
、

け
だ
し
こ
れ
は
一
石
二
鳥
な
い
し
は
三
鳥
の
名
案
で
あ
っ
た
。

大
平
の
発
案
に
な
る
�
国
民
酒
場
�
と
銘
う
っ
た
庶
民
の
オ
ア
シ
ス
が
店
開
き
し
た
の
は
、
昭
和
十
九
年
五
月
五
日
、
太
平
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洋
戦
争
の
戦
局
が
日
に
日
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
月
一
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
、「
酒
は
一
合
、
麦
酒
は

一
本
、
国
民
酒
場
の
営
業
方
針
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

「
五
月
五
日
頃
か
ら
都
内
三
十
五
区
一
〇
四
ヵ
所
で
�
国
民
酒
場
�
が
開
か
れ
る
が
、
そ
の
営
業
細
目
に
つ
い
て
、
三
十
日

警
視
庁
か
ら
左
の
通
り
発
表
さ
れ
た
。
▽
国
民
酒
場
数
は
酒
を
供
す
る
店
六
十
五
箇
所
、
ビ
ー
ル
を
販
売
す
る
店
三
十
九
箇
所

で
、
酒
は
一
人
当
り
三
級
酒
一
合
、
ビ
ー
ル
は
壜
詰
一
本
、
半
リ
ッ
ト
ル
入
り
酌
器
一
杯
が
公
定
価
格
で
販
売
さ
れ
、
そ
れ
に

お
客
の
希
望
に
よ
っ
て
十
五
銭
以
下
の
簡
単
な
つ
き
出
し
が
つ
く
。
▽
営
業
時
間
は
そ
の
土
地
の
実
情
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る

が
、
原
則
と
し
て
午
後
六
時
か
ら
二
時
間
、
一
箇
月
二
十
六
日
間
営
業
す
る
。
▽
経
営
は
料
飲
組
合
か
ら
委
員
を
選
出
し
、
そ

の
委
員
の
共
同
計
算
制
で
行
は
れ
る
。
▽
一
般
の
収
容
人
員
は
二
五
〇
名
か
ら
二
六
〇
名
程
度
」。

東
京
財
務
局
の
�
業
務
用
酒
の
効
率
的
配
給
�
の
成
功
は
各
地
の
財
務
局
の
反
響
を
呼
び
、
全
国
の
大
都
市
で
は
こ
れ
に
準

ず
る
�
国
民
酒
場
�
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
開
店
さ
れ
、
渇
い
た
市
民
の
喉
を
う
る
お
し
た
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
主
計
官
と
し
て
の
大
平
は
、
予
算
の
査
定
に
は
人
一
倍
き
び
し
い
態
度
を
と
り
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
が
ん

ば
っ
て
�
数
字
と
論
理
�
を
通
そ
う
と
し
た
。
時
に
は
上
司
に
た
て
つ
く
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
間
税

部
長
と
し
て
の
大
平
の
民
間
へ
の
対
応
は
、
細
や
か
な
配
慮
に
あ
ふ
れ
、
人
情
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
享
楽
停
止
令
で
浮

い
た
酒
が
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
軍
か
、
あ
る
い
は
軍
需
産
業
用
に
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
、
彼
は
一
般
大
衆
愛
飲
家
に
ふ

り
む
け
た
。
そ
し
て
、
階
級
や
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
一
般
の
愛
飲
家
に
公
平
に
酒
を
提
供
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
し
か
も
そ
の

成
功
は
、
彼
が
料
飲
業
者
と
そ
の
従
業
員
、
酒
屋
な
ど
の
苦
し
い
状
態
を
深
く
理
解
し
つ
つ
、
い
ず
れ
に
も
利
益
が
は
か
れ
る

よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
だ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
に
厳
、
他
方
に
温
の
こ
の
態
度
は
、
む
ろ
ん
そ
の
対
象
が
異
な
る
故
に
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
理
屈
の

上
で
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
明
確
に
そ
の
使
い
わ
け
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
大
平
の
行
政
官
と
し
て
の
成
長
を

見
て
と
っ
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。

大平正芳―人と思想



池
田
勇
人
の
夫
人
満
枝
は
、
こ
の
頃
の
大
平
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
戦
争
も
終
わ
り
に
近
く
、
何
せ
、
料
理
屋
の
類
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
で
し
た
の
で
、
池
田
は
よ
く
財
務
局
の
幹
部

の
方
を
お
連
れ
し
て
小
宴
会
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
平
さ
ん
は
�
国
民
酒
場
�
が
成
功
し
た
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
い
ら
し

く
、
う
ち
へ
く
る
と
、
�
奥
さ
ん
、
み
ん
な
喜
ん
で
行
列
し
て
飲
ん
で
ま
す
ね
�
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
間
税
部
長
さ
ん
は
体
格

も
い
い
し
、
さ
ぞ
か
し
お
酒
に
強
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
酌
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
大
平
さ
ん
は
�
奥
さ
ん
、
本
当
言
っ
た
ら
、

ぼ
く
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
だ
め
な
ん
で
す
�
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
お
酒
の
い
た
だ
け
な
い
方
が
酒
の
係
の
部
長
さ
ん
と
は
皮
肉
な

も
の
だ
な
ア
と
思
い
ま
し
た
」。

昭
和
十
九
年
が
進
む
に
つ
れ
て
、
戦
局
は
い
よ
い
よ
末
期
的
症
状
を
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、
七
月
に
は
東
条
内
閣
が
倒
れ
、

秋
か
ら
は
米
軍
機
B
29
の
編
隊
が
日
本
本
土
の
上
空
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
爆
弾
の
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
昭
和
二

十
年
の
二
月
二
十
三
日
に
は
、
大
手
町
の
東
京
財
務
局
の
庁
舎
も
、
焼
夷
弾
の
直
撃
を
受
け
全
焼
し
た
。

い
よ
い
よ
帝
都
も
危
険
に
な
っ
た
の
で
、
大
平
は
、
妻
と
子
供
を
岩
手
県
東
磐
井
郡
川
崎
村
薄
衣
の
岳
父
の
家
に
疎
開
さ
せ

た
。「
親
類
に
は
�
油
屋
も
あ
れ
ば
食
料
品
店
も
あ
り
、
薬
屋
も
あ
れ
ば
呉
服
屋
も
あ
る
と
い
う
具
合
で
、
何
不
自
由
な
く
戦
争

末
期
を
す
ご
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」
と
大
平
は
書
い
て
い
る
。
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