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司
会
：
今
月
号
は
第
八
章
で
、
レ
ポ
ー
ト
は

島
田
実
東
京
東
部
県
協
事
務
局
長
で
す
。
先

月
は
、
第
七
章
「
資
本
主
義
の
特
殊
の
段
階

と
し
て
の
帝
国
主
義
」
の
「
五
つ
の
基
本
的

指
標
」
を
中
心
に
学
び
ま
し
た
。 

 

今
回
は
、
資
本
主
義
の
最
高
段
階
ま
で
発

達
し
た
帝
国
主
義
を
レ
ー
ニ
ン
は
、「
死
滅

し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」
で
あ
る
と
規
定
し

た
内
容
を
学
び
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
島
田
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。 

 

死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義 

 島
田
：
レ
ー
ニ
ン
は
、
第
七
章
で
帝
国
主
義

の
基
本
的
な
「
純
経
済
的
概
念
」
と
し
て
五 

       

つ
の
基
本
的
指
標
を
規
定
し
た
が
、
そ
れ
に

つ
け
加
え
て
、「
さ
ら
に
資
本
主
義
の
こ
の

段
階
が
資
本
主
義
一
般
に
た
い
し
て
も
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
も
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
は

こ
れ
と
は
別
様
に
定
義
す
る
こ
と
が
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
、
帝
国
主
義
を
分
析
し
、
帝

国
主
義
を
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
、
つ
ま

り
最
後
の
段
階
と
規
定
し
ま
し
た
。「
帝
国

主
義
は
過
渡
的
な
資
本
主
義
と
し
て
、
あ
る

い
は
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
死
滅
し
つ
つ

あ
る
資
本
主
義
と
し
て
、
特
徴
づ
け
な
け
れ 

    

ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
生
じ
る
」（
２

０
３
頁
）。
し
か
し
、
自
動
的
に
崩
壊
す
る

と
い
っ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

「
こ
の
腐
朽
化
へ
の
傾
向
が
資
本
主
義
に
急

速
な
発
展
を
排
除
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
は

誤
り
で
あ
ろ
う
。
い
な
、
個
々
の
産
業
部
門
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
個
々
の
層
、
個
々
の
国

は
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
は
、
程
度
の
大
小

は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
傾
向
の
う
ち

の
ど
れ
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
全

体
と
し
て
は
、
資
本
主
義
は
、
以
前
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
急
速
に
発
展
す
る
も
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
発
展
は
、
一
般
に

ま
す
ま
す
不
均
等
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
不
均
等
は
と
く
に
資
本
力
の
も
っ
と
も

強
い
国
々
（
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
）
の
腐
朽

化
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。」（
２
０
１

頁
）
と
指
摘
し
ま
し
た
。 
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「
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
も
の
は
生
産

の
社
会
化
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
私
経
済
的

お
よ
び
私
有
者
的
諸
関
係
は
、
も
は
や
そ
の

内
容
に
照
応
し
な
く
な
っ
て
い
る
外
皮
で
あ

っ
て
、
こ
の
外
皮
は
、
そ
の
除
去
が
人
為
的

に
引
き
の
ば
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
不
可

避
的
に
腐
敗
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
比
較
的
長
い
あ
い
だ
に
こ
の
腐
敗
状

態
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
あ
り
う
る
（
不
幸
に

し
て
日
和
見
主
義
の
腫
物
の
治
療
が
長
び
く

よ
う
な
ば
あ
い
に
は
）
に
し
て
も
、
し
か
し

結
局
は
か
な
ら
ず
除
去
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
、
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
る
。」（
２
０
５

頁
）
と
レ
ー
ニ
ン
は
言
っ
て
い
ま
す
。 

帝
国
主
義
が
資
本
主
義
の
最
後
の
段
階
で

あ
り
、
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
だ
と
い

う
意
味
は
、
帝
国
主
義
段
階
の
巨
大
独
占
が

生
産
の
社
会
化
を
極
度
に
進
め
、
社
会
主
義

の
物
質
的
基
礎
を
成
熟
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
、
社

会
主
義
政
党
を
中
軸
と
し
た
組
織
さ
れ
た
労

働
者
階
級
の
力
に
よ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
島
田

さ
ん
か
ら
簡
潔
に
、「
帝
国
主
義
は
資
本
主

義
の
最
後
の
段
階
で
あ
り
、
死
滅
し
つ
つ
あ

る
資
本
主
義
だ
」
と
い
う
説
明
と
、「
だ
が

自
動
的
に
崩
壊
す
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

 

わ
か
り
ま
し
た
か
。 

千
葉
：
イ
メ
ー
ジ
は
す
る
が
、
具
体
的
に

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
も
う
少
し
具
体
例
を

あ
げ
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

佐
久
間
：
私
た
ち
は
本
書
に
入
る
前
に
、
６

月
号
で
「
社
会
の
発
展
法
則
、
必
然
性
」、

７
月
号
で
「
資
本
主
義
の
成
立
・
発
展
・
衰

退
」
を
学
習
し
ま
し
た
。 

そ
れ
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
『
帝
国
主
義
』
論

を
発
刊
す
る
前
に
、「
帝
国
主
義
」
に
つ
い

て
論
じ
る
者
は
い
た
が
、
社
会
主
義
の
必
然

性
＝
歴
史
的
な
意
味
合
い
を
論
ず
る
者
は
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
理
論
に
基
づ
き
、
新
た
な
「
帝
国
主
義

論
」
を
解
き
明
か
し
ま
し
た
。 

『
共
産
党
宣
言
』（
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル

ス
著
）
の
冒
頭
で
「
今
日
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る

社
会
の
歴
史
は
、
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

『
空
想
か
ら
科
学
へ
』（
エ
ン
ゲ
ル
ス
著
）

で
は
、
「
社
会
主
義
が
歴
史
的
必
然
で
あ

る
」
と
同
時
に
、
自
然
科
学
の
法
則
と
社
会

科
学
の
法
則
と
の
違
い
を
述
べ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
解
放
事
業
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
、
こ

れ
が
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使

命
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
歴
史
的
条
件
と
そ

の
性
質
そ
の
も
の
を
探
求
し
、
以
て
こ
れ
を

遂
行
す
る
使
命
を
も
つ
今
日
の
被
抑
圧
階
級

に
、
彼
ら
自
身
の
行
動
の
条
件
お
よ
び
性
質

を
意
識
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
運
動
の
理
論
的
表
現
で
あ
る
科
学
的
社
会

主
義
の
任
務
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。 

司
会
：
自
然
科
学
は
「
弁
証
法
」
ど
お
り
、

法
則
に
基
づ
い
て
、
「
発
生
・
発
展
・
衰

退
」
と
、
変
化
・
発
展
し
ま
す
。
社
会
科
学

の
場
合
は
、
法
則
ど
お
り
変
化
・
発
展
し
ま

す
が
、
被
抑
圧
階
級
の
歴
史
的
使
命
の
自
覚

と
運
動
抜
き
に
は
〝
社
会
主
義
〟
の
実
現
は
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な
い
!! 

と
私
た
ち
の
任
務
を
明
ら
か
に

し
て
い
ま
す
。 

 

島
田
さ
ん
、
そ
の
後
の
説
明
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

独
占
に
よ
る
生
産
力
の
「
停
滞
」 

 島
田
：
資
本
主
義
が
、
帝
国
主
義
段
階
に
入

り
、
独
占
資
本
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

技
術
を
独
占
し
、
生
産
力
の
発
展
を
抑
え
る

と
い
う
傾
向
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
レ
ー

ニ
ン
は
「
停
滞
と
腐
朽
化
」
と
い
っ
て
い
ま

す
。 独

占
が
新
し
い
発
明
、
あ
る
い
は
技
術
を

買
い
占
め
、
特
許
を
に
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
に
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。
自
分
の
手

元
に
商
品
が
売
れ
残
っ
て
い
る
間
は
、
そ
の

新
し
い
技
術
を
使
わ
ず
、
生
産
力
の
発
展
に

停
滞
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
こ
と
は
、
生
産
力
が
発
展
し
な
い
、

資
本
主
義
そ
の
も
の
の
発
展
が
と
ど
ま
る
、

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
独
占
は
、

非
常
に
金
の
か
か
る
技
術
を
ど
ん
ど
ん
開
発

す
る
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
独
占

資
本
同
士
は
、
は
げ
し
い
競
争
を
し
て
い
る

の
で
そ
れ
に
勝
つ
た
め
に
、
そ
の
新
し
い
技

術
を
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
に
用
い
、
社
会
全

体
の
も
の
に
は
し
ま
せ
ん
。
競
っ
て
技
術
開

発
を
し
な
が
ら
も
、
競
争
が
あ
る
た
め
に
、

他
の
経
営
者
が
用
い
る
の
を
、
お
さ
え
る
こ

と
を
す
る
と
い
う
の
で
す
。 

寄
生
性
と
は
、
生
産
か
ら
遊
離
し
た
金
利

生
活
者
層
の
増
大
、
植
民
地
搾
取
を
基
礎
と

し
た
国
家
構
造
全
体
を
指
し
て
い
ま
す
。 

司
会
：
島
田
さ
ん
、
だ
い
ぶ
簡
潔
に
ま
と
め

ま
し
た
ね
。
同
じ
東
部
県
協
の
佐
久
間
会
長

か
ら
補
足
を
お
願
い
し
ま
す
。 

佐
久
間
：
こ
の
講
座
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、

４
月
号
に
●
資
本
主
義
の
発
展
の
各
段
階

「
重
商
主
義
」「
自
由
主
義
」「
帝
国
主
義
」、

●
帝
国
主
義
段
階
の
各
局
面
「
古
典
帝
国
主

義
」「
国
家
独
占
資
本
主
義
」「
新
自
由
主

義
」
に
分
け
ら
れ
る
と
記
し
ま
し
た
。 

 

資
本
主
義
は
１
６
４
８
年
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

革
命
）
に
よ
り
誕
生
し
ま
し
た
。
１
７
０
０

年
代
半
ば
か
ら
１
８
０
０
年
前
半
に
か
け
て

の
産
業
革
命
に
よ
り
、
資
本
主
義
は
産
業
資

本
を
主
要
資
本
と
し
て
、
自
立
運
動
を
展
開

し
ま
す
。
こ
の
時
代
の
資
本
主
義
は
自
由
主

義
段
階
の
資
本
主
義
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は

先
進
資
本
主
義
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド

ン
に
住
み
『
資
本
論
』
を
著
し
ま
し
た
。 

 

マ
ル
ク
ス
の
死
後
、
１
８
７
３
年
か
ら
９

６
年
ま
で
の
長
期
不
況
を
契
機
に
独
占
が
発

生
し
、
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
段
階
に
入
り

ま
す
。 

５
月
号
、
６
月
号
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
自
由
主
義
の
段
階
は
、
互
い
に
「
特
別

剰
余
価
値
を
め
ぐ
る
企
業
間
競
争
で
」
生
産

力
の
発
展
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
企
業
間
競
争
で
資
本
力
の
弱
い
資
本
は
負

け
て
、
吸
収
合
併
さ
れ
、
資
本
の
集
積
と
集

中
が
進
み
、「
自
由
」
の
反
対
の
「
独
占
」

の
誕
生
を
学
び
ま
し
た
。 

「
独
占
」
が
発
生
す
る
と
、
市
場
を
独
占
で
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イソギンチャクとクマノ

ミの関係は「共生」か？

「寄生」か？ 

 

 

き
る
た
め
に
、
生
産
調
整
が
で
き
ま
す
。
競

争
で
市
場
価
格
が
下
が
る
の
を
抑
え
「
独
占

価
格
」
で
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
独
占

利
潤
」
を
得
ま
す
。
国
内
市
場
だ
け
で
な
く
、

し
だ
い
に
国
際
カ
ル
テ
ル
な
ど
を
結
び
、
国

際
的
に
市
場
独
占
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。 

 

こ
の
も
っ
と
も
な
典
型
が
、
先
進
資
本
主

義
国
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
す
。
９
月
号

【
イ
ギ
リ
ス
の
当
時
の
植
民
地
図
】
で
す
。

生
産
力
を
高
め
る
生
産
手
段
の
改
良
・
開
発

技
術
は
高
ま
っ
て
い
た
が
、
手
元
に
商
品
が

残
っ
て
い
る
間
は
、
新
し
い
技
術
は
使
わ
ず

に
生
産
力
は
停
滞
し
ま
す
。 

 

例
題
が
適
切
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
池

や
沼
」
な
ど
は
新
た
な
清
流
が
流
れ
込
ま
な 

       

い
と
、
淀
み
、
腐
り
、
ガ
ス
が
発
生
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
経
済
も
同
様
で
、
新
し
い

技
術
が
導
入
さ
れ
ず
温
存
さ
れ
、
生
産
力
は

停
滞
し
、
社
会
ま
で
腐
っ
て
く
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

寄
生
性
と
金
利
生
活
者
国
家 

 「
寄
生
」
と
は
、
元
々
は
生
物
学
用
語
で
あ

り
、「
共
生
の
一
種
で
あ
り
、
あ
る
生
物
が

他
の
生
物
か
ら
栄
養
や
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的

か
つ
一
方
的
に
収
奪
す
る
場
合
を
指
す
」
言

葉
で
す
。
人
間
社
会
に
当
て
は
め
れ
ば
、
自

ら
は
働
か
ず
、
も
っ
ぱ
ら
他
人
の
労
働
ま
た

は
そ
の
生
産
物
の
搾
取
に
よ
っ
て
生
き
る
こ

と
で
あ
り
、
腐
朽
化
と
は
表
裏
一
体
の
関
係

に
あ
り
ま
す
。 

資
本
主
義
が
独
占
資
本
に
よ
る
支
配
と
資

本
輸
出
を
典
型
と
す
る
帝
国
主
義
段
階
に
入

る
と
、
資
本
主
義
的
矛
盾
は
ま
す
ま
す
拡

大
・
深
化
し
て
い
く
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
そ
れ

を
「
資
本
主
義
の
寄
生
性
」「
腐
朽
化
」
と

呼
び
ま
し
た
。 

「
帝
国
主
義
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
経
済
的

基
礎
の
一
つ
で
あ
る
資
本
輸
出
は
、
金
利
生

活
者
層
の
生
産
か
ら
の
こ
の
完
全
な
離
脱
状

態
を
さ
ら
に
い
っ
そ
う
強
め
、
い
く
つ
か
の

海
外
の
諸
国
や
植
民
地
の
労
働
の
搾
取
に
よ

っ
て
生
活
し
て
い
る
国
全
体
に
た
い
し
て
、

寄
生
性
と
い
う
刻
印
を
お
す
。
」（
１
６
２

頁
）
と
述
べ
、「
金
利
生
活
者
の
収
入
が
、

世
界
最
大
の
『
貿
易
』
国
の
外
国
貿
易
か
ら

の
収
入
を
五
倍
も
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
の

だ
！ 

こ
れ
が
、
帝
国
主
義
と
帝
国
主
義
的

寄
生
性
の
本
質
で
あ
る
。」（
１
６
３
頁
）
と

規
定
し
ま
し
た
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ=

ゲ
ー
ヴ
ァ

ニ
ッ
ツ
の
描
写
を
引
用
し
「
一
八
六
五
年
か

ら
一
八
九
八
年
に
い
た
る
あ
い
だ
に
、
イ
ギ

リ
ス
の
国
民
所
得
は
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ
た
が
、

こ
の
期
間
『
外
国
か
ら
』
の
所
得
は
九
倍
に

増
加
し
た
。」（
１
７
０
頁
）
と
立
証
し
て
い

ま
す
。 

イ
ギ
リ
ス
は
、
資
本
主
義
が
帝
国
主
義
段

階
に
入
る
前
か
ら
「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
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市
場
を
独
占
し
、
植
民
地
か
ら
超
過
利
潤
を

得
て
い
ま
し
た
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
後
進
資
本
主
義
国
が

続
き
、
市
場
分
割
を
求
め
る
帝
国
主
義
戦
争

の
不
可
避
性
が
現
れ
ま
す
。 

 

現
代
帝
国
主
義
は
、 

 
 
 
 

新
自
由
主
義
の
局
面 

 司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
続
い
て
、

現
代
帝
国
主
義
に
つ
い
て
も
レ
ポ
ー
ト
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。 

島
田
：
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
的
に
組

織
さ
れ
た
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
恐
慌
を

回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、 

ア
メ
リ
カ
の
卓
越
し
た
経
済
力
と
軍
事
力
に

よ
る
も
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
１
９
７
１
年
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は

「
金
・
ド
ル
交
換
停
止
」
を
決
定
し
、
内
外

に
宣
言
し
ま
し
た
。
ド
ル
は
金
と
兌
換
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
基
軸
通
貨
た
り
得
た
の
で
あ

り
、
各
国
通
貨
は
金
と
リ
ン
ク
さ
れ
、
為
替

の
固
定
相
場
制
は
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

維
持
で
き
ず
、
73
年
に
「
変
動
相
場
制
」

に
突
入
し
ま
し
た
。
折
し
も
「
石
油
シ
ョ
ッ

ク
」
と
重
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
フ
レ
は

全
世
界
に
波
及
し
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
様
相
を
呈
し
ま
し
た
。 

 

恐
慌
、
不
況
を
回
避
す
る
と
い
う
国
家
独

占
資
本
主
義
は
そ
の
機
能
を
喪
失
し
、
破
綻

し
ま
し
た
。 

 

資
本
主
義
各
国
は
「
危
機
脱
出
の
模
索
」

が
続
き
ま
す
が
、
１
９
７
９
年
イ
ギ
リ
ス
で

は
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
、
１
９
８
０
年
レ
ー

ガ
ン
が
「
小
さ
な
政
府
・
強
い
国
家
」
を
標

榜
し
米
国
大
統
領
に
、
日
本
は
１
９
８
１
年

に
中
曽
根
が
登
場
し
、「
新
自
由
主
義
」
の

全
面
展
開
と
な
り
ま
し
た
。 

 

新
自
由
主
義
（
政
策
）
と
は
何
か 

  

国
家
独
占
資
本
主
義
の
局
面
が
崩
壊
し
、

帝
国
主
義
は
新
た
な
「
新
自
由
主
義
」
の
局

面
に
入
り
ま
す
。
国
家
は
経
済
に
介
入
す
べ

き
で
な
い
と
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
局
面

で
つ
み
あ
げ
て
き
た
す
べ
て
の
規
制
の
撤
廃
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を
国
家
に
課
し
ま
し
た
。 

 
市
場
原
理
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
第
一

に
、「
労
働
力
の
流
動
化
」
を
主
張
し
、
市

場
原
理
の
最
大
の
障
害
だ
と
し
、
労
働
組
合

の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
ま
し
た
。
総
評

の
解
散
、
連
合
の
成
立
で
た
た
か
わ
な
い
労

働
組
合
づ
く
り
が
資
本
の
要
請
で
進
み
ま
す
。 

 

第
二
に
、
社
会
保
障
の
撤
廃
、
社
会
福
祉

の
撤
廃
で
す
。
生
活
保
護
、
失
業
保
険
、
医

療
保
険
、
年
金
な
ど
す
べ
て
改
悪
で
す
。 

 

第
三
に
各
種
国
営
・
公
営
企
業
の
民
営
化

で
す
。
中
曽
根
は
、
国
家
権
力
を
総
動
員
し

国
労
つ
ぶ
し
を
行
い
、
日
本
国
有
鉄
道
を
分

割
・
民
営
化
（
Ｊ
Ｒ
）
し
ま
し
た
。
小
泉
は

自
民
党
を
ぶ
っ
潰
す
と
言
い
な
が
ら
「
郵
政

の
民
営
化
」
を
貫
徹
し
ま
し
た
。 

 

日
和
見
主
義
と
の
た
た
か
い
が
重
要 

 

司
会
：
現
代
帝
国
主
義
の
基
本
的
な
整
理
が

で
き
ま
し
た
。
続
い
て
、
日
和
見
主
義
の
台

頭
と
日
和
見
主
義
と
の
た
た
か
い
に
つ
い
て

説
明
し
て
下
さ
い
。 

島
田
：
労
動
運
動
に
お
け
る
日
和
見
主
義
の

発
生
の
根
拠
を
レ
ー
ニ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
労
働
貴
族
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て

い
ま
す
。
帝
国
主
義
が
植
民
地
か
ら
搾
取
、

収
奪
し
た
利
益
の
一
部
を
分
け
与
え
ら
れ
た

上
層
、
熟
練
労
働
者
が
労
働
貴
族
化
し
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
と
同
盟
し
、
労
働
者
大
衆
の
利
益

を
裏
切
る
こ
と
で
す
。 

そ
し
て
、「
寄
生
性
・
腐
朽
化
」
は
資
本

家
だ
け
で
は
な
く
労
働
者
階
級
の
発
生
に
よ

る
労
働
運
動
の
右
傾
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う

労
働
者
政
党
の
体
制
内
化
が
お
こ
っ
て
き
ま

す
。『
帝
国
主
義
』
論
の
中
で
、
カ
ウ
ツ
キ

ー
な
ど
右
翼
日
和
見
主
義
・
修
正
主
義
批
判

の
章
は
、
前
段
の
帝
国
主
義
の
経
済
的
・
政

治
的
分
析
に
劣
ら
ず
重
要
で
す
。 

レ
ー
ニ
ン
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
ら
「
ド
イ
ツ

『
社
会
民
主
』
党
の
指
導
者
た
ち
が
、『
社

会
帝
国
主
義
者
』
ー
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
の

う
え
で
は
社
会
主
義
者
、
行
動
の
う
え
で
は

帝
国
主
義
者
」（
１
７
７
頁
）
と
、
断
じ
て

い
ま
す
。 

帝
国
主
義
が
資
本
主
義
の
最
後
の
段
階
で

あ
り
、
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
だ
と
い

う
意
味
は
、
帝
国
主
義
段
階
の
巨
大
独
占
が

生
産
の
社
会
化
を
極
度
に
進
め
、
社
会
主
義

の
物
質
的
基
礎
を
成
熟
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
、
社

会
主
義
政
党
を
中
軸
と
し
た
組
織
さ
れ
た
労

働
者
階
級
の
力
に
よ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
今
日
の
日
本
を
見
て
く
だ
さ
い
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
連
合
指
導
部
は
多

国
籍
資
本
の
代
弁
者
で
あ
り
「
口
さ
き
で
は

組
合
員
の
た
め
に
、
行
動
は
帝
国
主
義
的
海

外
進
出
支
援
」
と
い
う
社
会
帝
国
主
義
者
に

外
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
国
民
の
７
割
が

反
対
す
る
「
安
倍
元
首
相
の
国
葬
」
へ
、
芳

野
連
合
会
長
が
出
席
す
る
な
ど
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

司
会
：
次
回
、
第
九
章
で
日
和
見
主
義
に
つ

い
て
、
再
度
、
学
び
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

次
回
は
、
東
京
西
部
県
協
福
田
会
長
が
レ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。 


