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司
会
：
今
月
は
第
七
章
に
入
り
ま
す
。
レ
ポ

ー
ト
は
槍
崎
文
雄
三
多
摩
県
協
会
長
で
す
。 

帝
国
主
義
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
レ
ー
ニ
ン
は
五
大
指
標
を
あ
げ
て
詳
し

く
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
中
心
の
問
題
は
、
帝
国
主
義
と
い
う

の
は
資
本
主
義
の
必
然
的
な
一
つ
の
段
階
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
本
当
に
理

解
さ
れ
な
い
と
帝
国
主
義
時
代
の
私
た
ち
の

運
動
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
は
っ
き
り
し
な

く
な
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
槍
崎
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。 

 

槍
崎
：
こ
の
章
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で

の
展
開
を
総
括
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
帝 

       

国
主
義
戦
争
の
必
然
性
に
か
ん
す
る
レ
ー
ニ

ン
の
基
本
命
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
帝
国
主
義
と
は
な
に
よ
り
も
自
由
競
争

が
そ
の
「
対
立
物
」
に
転
化
し
始
め
て
い
る

独
占
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
で
あ
り
、

「
よ
り
高
度
の
制
度
」（
社
会
主
義
社
会
）

へ
の
過
度
期
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

 

生
産
力
の
発
展
と
生
産
関
係
の
矛
盾
を
梃

に
人
間
社
会
の
歴
史
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
と
同
様
に
資
本
主
義
社
会
の
発
展
に
も

段
階
が
あ
り
ま
す
。
産
業
革
命
を
経
て
資
本

主
義
が
確
立
す
る
ま
で
の
生
成
期
＝
重
商
主

義
段
階
、
資
本
主
義
が
自
立
的
な
発
展
を
と

げ
る
成
長
期
＝
自
由
主
義
段
階
、
そ
し
て
国

内
外
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
矛
盾
を
抱
え
、 

    

行
き
詰
る
没
落
期
＝
帝
国
主
義
段
階
が
そ
れ

で
す
。
そ
し
て
自
由
主
義
の
時
代
と
は
質
的

に
区
別
さ
れ
る
新
た
な
段
階
と
し
て
明
確
に

規
定
し
た
の
が
レ
ー
ニ
ン
で
す
。 

 

自
由
主
義
段
階
か
ら
帝
国
主
義
段
階
へ 

 

で
は
、
な
ぜ
１
８
７
０
年
代
以
降
の
資
本

主
義
を
そ
れ
以
前
か
ら
区
別
し
、
新
た
な
段

階
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。 そ

れ
に
は
独
占
の
発
生
の
歴
史
か
ら
み
て

い
き
ま
し
ょ
う
。「
①
１
８
６
０
年
～
１
８

７
０
年
代
は
自
由
競
争
の
発
展
の
最
高
の
段

階
、
独
占
は
や
っ
と
認
め
ら
れ
る
く
ら
い
の

萌
芽
に
す
ぎ
な
い
。
②
１
８
７
３
年
の
恐
慌

以
後
カ
ル
テ
ル
が
広
範
に
発
展
し
た
時
期
で

は
あ
る
が
、
ま
だ
例
外
で
あ
る
。
③
１
９
０

０
年
～
１
９
０
３
年
の
恐
慌
に
よ
り
、
カ
ル

て
こ 

う
つ
ぎ
ざ
き 
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テ
ル
が
全
経
済
生
活
の
基
礎
の
一
つ
と
な
る
。

資
本
主
義
は
帝
国
主
義
に
転
化
し
た
」（
37

頁
）
と
述
べ
レ
ー
ニ
ン
は
、
独
占
資
本
主
義

＝
帝
国
主
義
を
定
式
化
し
て
い
ま
す
。 

レ
ー
ニ
ン
の
独
占
の
分
析
は
、
マ
ル
ク
ス

の
『
資
本
論
』
第
23
章
「
資
本
主
義
的
蓄

積
の
一
般
的
法
則
」
の
な
か
の
資
本
の
集

中
・
集
積
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。「
生
産
の

集
積
に
よ
る
独
占
の
生
誕
は
、
総
じ
て
、
資

本
主
義
の
発
展
の
現
在
の
一
般
的
か
つ
根
本

的
な
一
法
則
で
あ
る
。」（
35
頁
）
と
独
占

へ
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。 

 

帝
国
主
義
と
は
独
占
資
本
主
義
だ 

こ
こ
か
ら
レ
ー
ニ
ン
が
導
き
出
し
た
結
論

が
「
帝
国
主
義
と
は
資
本
主
義
の
独
占
的
段

階
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」（
１
４
５

頁
）
と
い
う
規
定
で
す
。
こ
れ
が
帝
国
主
義

の
本
質
的
規
定
で
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
簡

単
す
ぎ
る
規
定
は
、
本
質
的
な
特
徴
を
導
き

出
す
に
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、

こ
の
規
定
を
補
足
す
る
帝
国
主
義
時
代
の
簡

単
な
定
義
か
ら
五
つ
の
基
本
的
指
標
を
あ
げ

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま

で
学
ん
で
き
た
内
容
と
な
っ
て
い
て
、
改
め

て
こ
こ
で
簡
潔
に
整
理
し
た
も
の
で
す
。 

 

最
初
の
第
一
章
～
第
三
章
で
は
独
占
資
本

の
成
立
と
そ
の
国
内
に
お
け
る
発
展
が
、
続

く
第
四
章
～
第
六
章
で
は
そ
の
国
際
的
な
展

開
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
七
章
で
こ
れ

ら
が
総
括
さ
れ
、
帝
国
主
義
に
つ
い
て
「
資

本
主
義
の
特
殊
の
段
階
」
と
い
う
規
定
が
与

え
ら
れ
ま
す
。
帝
国
主
義
を
資
本
主
義
の
特

殊
の
「
段
階
」
と
規
定
し
た
の
は
、
ま
さ
し

く
レ
ー
ニ
ン
の
卓
見
で
す
。 

従
っ
て
独
占
段
階
を
規
定
す
る
も
っ
と
も

基
本
的
、
中
心
的
な
契
機
は
、
五
つ
の
基
本

的
指
標
（
１
４
５
頁
）
の
う
ち
（
１
）
生
産

と
資
本
の
集
積
と
独
占
、（
２
）
金
融
資
本

を
土
台
と
す
る
金
融
寡
頭
制
の
成
立
で
す
。

こ
の
二
つ
の
部
分
は
第
一
章
「
生
産
の
集
積

と
独
占
」、
第
二
章
「
銀
行
と
そ
の
新
し
い

役
割
」、
第
三
章
「
金
融
資
本
と
金
融
寡
頭

制
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学

レーニンが示した五つの基本的指標 

（
一
）
経
済
生
活
の
な
か
で
決
定
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
独
占
を
創
り
だ
し
た
ほ
ど
に
高

度
の
発
展
段
階
に
達
し
た
、
生
産
と
資
本
の
集
積
（
本
書
の
第
一
章
部
分
） 

（
二
）
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
と
の
融
合
と
、
こ
の
「
金
融
資
本
」
を
土
台
と
す
る
金
融

寡
頭
制
の
成
立
（
本
書
の
第
二
章
と
第
三
章
部
分
） 

（
三
）
商
品
輸
出
と
区
別
さ
れ
る
資
本
輸
出
が
と
く
に
重
要
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と 

（
本
書
の
第
四
章
部
分
） 

（
四
）
国
際
的
な
資
本
家
の
独
占
団
体
が
形
成
さ
れ
て
世
界
を
分
割
し
て
い
る
こ
と 

（
本
書
の
第
五
章
部
分
） 

（
五
）
最
大
の
資
本
主
義
的
諸
強
国
に
よ
る
地
球
の
領
土
的
分
割
が
完
了
し
て
い
る
こ
と 

（
本
書
の
第
六
章
部
分
） 
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ん
で
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
帝
国
主
義
を
次
の
よ

う
定
義
し
て
い
ま
す
。「
帝
国
主
義
と
は
、

独
占
と
金
融
資
本
と
の
支
配
が
成
立
し
、
資

本
の
輸
出
が
顕
著
な
意
義
を
獲
得
し
、
国
際

ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
世
界
の
分
割
が
は
じ
ま
り
、

最
大
の
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
地
球
上
の
全

領
土
の
分
割
が
完
了
し
た
、
と
い
う
よ
う
な

発
展
段
階
的
に
お
け
る
資
本
主
義
で
あ
る
。」

（
１
４
６
頁
）
こ
の
定
義
は
、
帝
国
主
義
に

つ
い
て
の
「
純
経
済
的
な
」
規
定
を
行
い
独

占
の
発
生
を
総
括
し
て
い
ま
す
。 

 

司
会
：
こ
こ
ま
で
前
半
の
独
占
の
発
生
と
五

つ
の
基
本
的
指
標
を
学
ん
で
き
ま
し
た
が
、

ご
質
問
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

渡
部
：
五
大
指
標
の
（
四
）・
・
・
世
界
を

分
割
し
て
い
る
こ
と
、（
五
）
に
は
・
・
・

領
土
的
分
割
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
、
と
あ

り
ま
す
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
と
思
え
る
の
で

す
が
？ 

槍
崎
：
世
界
市
場
の
分
割
は
、
国
内
市
場
を

収
め
た
独
占
団
体
が
、
そ
の
延
長
線
に
国
際

カ
ル
テ
ル
を
形
成
し
、
世
界
市
場
分
割
へ
向

か
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
諸
国
に
よ

る
政
治
的
・
領
土
的
分
割
を
め
ぐ
る
対
立
と

な
り
植
民
地
獲
得
の
た
め
の
帝
国
主
義
戦
争

に
転
化
す
る
必
然
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
代
資
本
主
義
で
は
、「
独
占
資
本
の
多

国
籍
化
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。

世
界
貿
易
の
三
分
の
一
を
多
国
籍
企
業
の
企

業
内
貿
易
が
占
め
て
い
ま
す
。
多
国
籍
企
業

は
先
進
国
に
お
互
い
進
出
し
あ
う
と
い
う
相

互
浸
透
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
ま
た
途
上
国

に
も
多
国
籍
企
業
が
併
存
し
て
競
争
を
展
開

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
領
土
的

分
割
」
と
い
う
５
つ
目
の
指
標
が
重
要
な
研

究
課
題
で
す
。 

 

帝
国
主
義
の
三
つ
の
規
定 

司
会
：
そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
後
半
に
入
り
ま

し
ょ
う
。 

槍
崎
：
さ
ら
に
レ
ー
ニ
ン
は
「
資
本
主
義
の

こ
の
段
階
が
資
本
主
義
一
般
に
対
し
て
持
つ

歴
史
的
地
位
や
、
あ
る
い
は
労
働
運
動
に
お

け
る
二
つ
の
基
本
的
傾
向
と
帝
国
主
義
と
の

関
係
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
は

こ
れ
と
別
様
に
定
義
で
き
る
し
、
ま
た
定
義

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
１
４
６
頁
）
と

述
べ
て
い
ま
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
「
別
様
」
の
定
義
に

つ
い
て
第
八
章
の
「
寄
生
性
と
資
本
主
義
の

腐
朽
化
」
で
は
、
帝
国
主
義
が
植
民
地
か
ら

得
ら
れ
る
超
過
利
潤
を
使
っ
て
労
働
者
を
分

裂
さ
せ
、
労
働
者
の
あ
い
だ
で
日
和
見
主
義

を
強
め
、
一
時
的
に
労
働
運
動
が
退
廃
を
生

み
出
す
こ
と
。 

ま
た
「
歴
史
的
地
位
」
に
つ
い
て
は
、
第

十
章
に
お
い
て
「
帝
国
主
義
は
そ
の
経
済
的

本
質
か
ら
す
れ
ば
、
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。

帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
は
、
す
で
に
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。」（
１
９

９
頁
）
と
し
て
帝
国
主
義
が
社
会
主
義
の
前

夜
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
別
様
の
定
義
も
併
せ
て
考
え
れ

ば
、
帝
国
主
義
と
は
、
第
一
に
独
占
資
本
主
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義
で
あ
り
、
第
二
に
寄
生
的
な
腐
朽
し
つ
つ

あ
る
資
本
主
義
で
あ
り
、
第
三
に
死
滅
し
つ

つ
あ
る
資
本
主
義
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ

の
三
つ
の
規
定
が
、
第
七
章
の
タ
イ
ト
ル
の

「
資
本
主
義
の
特
殊
の
段
階
と
し
て
の
帝
国

主
義
」
の
「
特
殊
の
段
階
」
が
意
味
す
る
内

容
で
す
。 

こ
の
う
ち
最
も
重
要
な
の
は
第
一
の
規
定

で
す
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
独
占
資
本
主
義
を
帝

国
主
義
の
土
台
で
あ
り
、
本
質
と
み
た
か
ら

で
す
。 

 

帝
国
主
義
は
資
本
主
義
の
最
後
の
段
階 

「
資
本
主
義
一
般
の
基
本
的
諸
属
性
」
の

う
ち
、
経
済
的
に
最
も
基
本
的
な
も
の
は
自

由
競
争
で
あ
り
「
対
立
物
」
が
独
占
で
す
。

し
か
し
独
占
は
自
由
競
争
を
完
全
に
排
除
す

る
こ
と
が
で
き
ず
「
自
由
競
争
の
う
え
に
、

ま
た
こ
れ
と
な
ら
ん
で
存
在
し
、
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
一
連
の
と
く
に
鋭
く
て
は
げ
し
い

矛
盾
、
軋
轢
（
あ
つ
れ
き
）
、
紛
争
を
う
み
だ

す
。」（
１
４
５
頁
）
の
で
す
。
こ
こ
に
帝
国

主
義
の
過
度
的
性
格
が
あ
り
ま
す
。
帝
国
主

義
の
後
に
、
資
本
主
義
の
新
た
な
段
階
が
あ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
帝
国
主
義
は
資

本
主
義
の
発
展
の
最
高
に
し
て
最
後
の
段
階

な
の
で
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
が
「
段
階
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
資

本
主
義
と
は
、
そ
の
基
本
属
性
に
お
い
て
す

っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
レ
ー

ニ
ン
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
規
定
を
取
り
上
げ

ま
す
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
誤
り
の
根
本
は
、

「
帝
国
主
義
は
高
度
に
発
展
し
た
産
業
資
本

の
一
産
物
で
あ
る
」（
１
４
８
頁
）
と
し
、

帝
国
主
義
を
そ
れ
以
前
の
自
由
主
義
の
単
な

る
延
長
線
上
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
誤
っ
た
理
論 

こ
こ
か
ら
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
主
張
を
簡
単

に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
１
９
１
４
年
に
「
帝
国

主
義
と
は
、
経
済
の
政
策
を
あ
る
『
局
面
』

ま
た
は
段
階
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
一
つ

の
政
策
、
す
な
わ
ち
金
融
資
本
に
よ
っ
て

『
好
ん
で
も
ち
い
ら
れ
る
』
一
定
の
政
策
、

と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帝
国
主
義

を
『
近
代
資
本
主
義
』
と
『
同
一
視
』
し
て

は
な
ら
な
ら
な
い
。」（
１
４
７
頁
）
と
声
明

し
ま
し
た
。 

こ
の
主
張
の
誤
り
は
「
帝
国
主
義
の
政
策

を
そ
の
経
済
か
ら
切
り
離
し
、
併
合
を
金
融

資
本
の
『
好
ん
で
も
ち
い
る
』
政
策
で
あ
る

と
説
明
し
、
そ
し
て
そ
の
政
策
を
、
お
な
じ

金
融
資
本
の
基
礎
の
う
え
で
可
能
で
あ
ろ
う

と
い
う
他
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
政
策
を
対
置
し

て
い
る
点
で
あ
る
。」（
１
５
１
頁
）
と
レ
ー

ニ
ン
は
批
判
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
重
要
な
主
張
は
、

「『
純
経
済
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
主

義
が
、
な
お
一
つ
の
新
ら
し
い
段
階
を
、
す

な
わ
ち
カ
ル
テ
ル
の
政
策
が
対
外
政
策
へ
移

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
超
帝
国

主
義
の
段
階
を
通
過
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え

な
い
こ
と
で
は
な
い
』。
こ
の
段
階
は
、
す
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な
わ
ち
、
全
世
界
の
帝
国
主
義
の
闘
争
の
段

階
で
は
な
く
、
そ
の
合
同
の
段
階
、
資
本
主

義
の
も
と
で
の
戦
争
の
廃
止
の
段
階
、『
国

際
的
に
結
合
し
た
金
融
資
本
に
よ
る
世
界
の

共
同
搾
取
』
の
段
階
で
あ
る
」（
１
５
２
頁
）

と
い
う
超
帝
国
主
義
論
で
す
。
つ
ま
り
独
占

の
発
達
は
一
つ
の
世
界
的
独
占
に
、
一
つ
の

世
界
的
ト
ラ
ス
ト
に
向
か
っ
て
す
す
み
、
帝

国
主
義
が
戦
争
を
廃
止
し
、
国
際
的
に
結
合

し
た
金
融
資
本
に
よ
る
世
界
の
合
同
搾
取
の

段
階
が
お
と
ず
れ
、
資
本
主
義
世
界
の
平
和

的
発
展
が
可
能
に
な
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
超
帝
国
主
義
論
に
対

す
る
根
本
的
な
批
判
は
第
九
章
に
ゆ
ず
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
生
き
た
現
実
は
「
経
済
的

お
よ
び
政
治
的
諸
条
件
の
お
ど
ろ
く
べ
き
多

様
性
、
種
々
の
国
の
発
展
速
度
そ
の
他
に
お

け
る
極
端
な
不
均
衡
、
帝
国
主
義
的
諸
国
家

の
あ
い
だ
の
気
ち
が
い
じ
み
た
闘
争
」（
１

５
６
頁
）、
つ
ま
り
金
融
資
本
の
支
配
が
世

界
経
済
内
部
の
不
均
衡
性
を
強
め
、
国
際
平

和
を
不
断
に
脅
か
し
て
い
る
現
実
か
ら
目
を

そ
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
超

帝
国
主
義
論
は
「
死
ん
だ
抽
象
」
で
あ
る
と

批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
の
現
実
と
は
、
特
に

高
度
に
発
達
し
た
三
大
資
本
主
義
国
、
イ
ギ

リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
膨
張
速
度
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が
領
有
し
て
い
る
植
民
地
の
大
き

さ
と
の
あ
い
だ
の
、
い
ち
じ
る
し
い
不
均
衡

が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
不
均
衡
の
除
去
を

め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ら
列
強
間
の
闘
争
が
ま
す

ま
す
激
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い

「
超
帝
国
主
義
」
の
段
階
に
向
か
い
つ
つ
あ

る
と
は
い
え
な
い
現
実
で
す
。 

 
な
ぜ
、
戦
争
は
起
き
る
の
か
？ 

 

か
く
し
て
「
資
本
主
義

．
．
．
．
の．
基
礎
．
．
の
う
え
で

．
．
．
．

は．
、
一
方
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
お
よ
び

資
本
の
蓄
積
と
、
他
方
に
お
け
る
植
民
地
お

よ
び
金
融
資
本
『
勢
力
範
囲
』
の
分
割
と
の

あ
い
だ
の
不
均
等
を
除
去
す
る
の
に
、
戦
争

以
外
に
ど
の
よ
う
な
手
段
が
あ
り
う
る
だ
ろ

う
か
？
」（
１
６
０
頁
）
20
世
紀
初
頭
の
現

実
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
戦
争
以
外
に
な
い

こ
れ
が
レ
ー
ニ
ン
の
結
論
で
す
。 

 

「
独
占
は
、
自
由
競
争
か
ら
発
生
し
な
が

ら
も
、
自
由
競
争
を
排
除
せ
ず
、
自
由
競
争

の
う
え
に
、
ま
た
こ
れ
と
な
ら
ん
で
存
在
し
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
連
の
と
く
に
鋭
く

て
は
げ
し
い
矛
盾
、
軋
轢
、
紛
争
を
う
み
だ

す
。」（
１
４
４
頁
）
こ
と
の
帰
結
が
、
帝
国

主
義
戦
争
で
す
。 

二
度
に
わ
た
る
世
界
戦
争
は
、
資
本
主
義

を
打
倒
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
社
会
を

創
ろ
う
と
い
う
運
動
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
実
際
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
渦

中
に
、
レ
ー
ニ
ン
は
「
戦
争
を
内
乱
へ
転
化

せ
よ
！
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
ロ
シ
ア

の
労
働
者
・
農
民
・
兵
士
に
決
起
を
促
し
世

界
で
初
め
て
社
会
主
義
革
命
を
成
し
遂
げ
ま

し
た
。 

 

日
露
戦
争
を
契
機
に
日
本
独
占
が
成
立 

司
会
：
槍
崎
さ
ん
、
報
告
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
帝
国
主
義
の
本
質
は
「
独
占
」

と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
思
い
ま
す
。



◆みんなの学習講座 
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ど
な
た
か
、
ご
質
問
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

宮
田
：
遅
れ
て
出
発
し
た
日
本
資
本
主
義
は
、

い
つ
頃
、
独
占
が
形
成
さ
れ
帝
国
主
義
の
仲

間
入
り
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

                  

槍
崎
：
日
本
で
は
、
日
露
戦
争
直
後
の
１
９

０
７
年
、
初
め
て
の
恐
慌
が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
の
恐
慌
は
慢
性
的
不
況
と
な
り
第
一
次
世

界
大
戦
勃
発
の
翌
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。
こ

の
長
期
不
況
の
中
で
独
占
が
つ
く
ら
れ
、
戦

争
に
よ
る
軍
需
景
気
の
中
で
、
急
速
に
成
長

し
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
こ
と
に

よ
り
、
よ
う
や
く
帝
国
主
義
の
世
界
体
制
に

組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

宮
田
：
そ
う
す
る
と
明
治
維
新
が
１
８
６
８

年
だ
か
ら
、
わ
ず
か
40
年
で
世
界
の
資
本

主
義
国
と
肩
を
並
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
ね
、
そ
の
原
動
力
は
何
で
す
か
？ 

槍
崎
：
明
治
新
政
府
は
、
旧
薩
摩
・
長
州
・

土
佐
・
肥
後
藩
の
下
級
武
士
団
が
政
権
の
中

枢
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
か
れ
ら
の

な
す
べ
き
こ
と
は
、
天
皇
制
の
確
立
と
資
本

主
義
の
早
急
な
育
成
で
し
た
。
そ
の
中
心
人

物
、
大
久
保
利
通
は
欧
米
の
文
物
、
制
度
を

目
の
あ
た
り
に
見
て
、
日
本
の
経
済
、
軍
事
、

技
術
力
が
い
か
に
遅
れ
て
い
る
か
を
知
り
、

欧
米
の
視
察
か
ら
帰
国
後
た
だ
ち
に
、
殖
産

興
業
、
富
国
強
兵
を
国
是
と
し
て
進
め
る
こ

と
を
決
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
１
８
７
２
年
、

養
蚕
、
製
糸
業
の
官
営
富
岡
工
場
設
立
。
農

業
部
門
で
は
１
８
７
６
年
札
幌
農
学
校
設
立
。

重
工
業
で
は
、
赤
羽
製
作
所
、
兵
庫
・
長
崎

造
船
所
、
釜
石
鉱
山
・
製
鋼
所
な
ど
官
営
工

場
が
次
々
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

工
場
な
ど
の
経
営
が
軌
道
に
の
る
と
ほ
と
ん

ど
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

無
償
に
近
い
値
段
で
払
い
下
げ
を
受
け
た

の
は
三
井
、
三
菱
、
住
友
、
安
田
な
ど
の
政

商
で
す
。
彼
ら
が
第
一
次
世
界
大
戦
こ
ろ
ま

で
に
財
閥
を
作
り
、
日
本
経
済
を
手
中
に
お

さ
め
、
政
治
を
も
支
配
す
る
ま
で
に
急
成
長

し
た
の
で
す
。
日
本
の
財
閥
は
特
殊
な
構
造

を
も
ち
軍
部
と
の
結
合
を
容
易
に
し
、
そ
の

後
の
侵
略
戦
争
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
回

は
、
第
８
章
「
寄
生
性
と
資
本
主
義
の
腐
朽

化
」
を
東
部
県
協
の
島
田
実
事
務
局
長
が
レ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 
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1879（明治12）年 １５３国立銀行（地方の有力地主、商人も競って設立） 
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