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高
橋
是
清
の
今
日
的
意
義

板　
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本
日
は
、
昨
年
出
版
し
ま
し
た
『
国
家
の
命
運
は
金
融

に
あ
り　

高
橋
是
清
の
生
涯
』
に
沿
っ
て
、「
高
橋
是
清

の
今
日
的
意
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
ま
す
。

　

こ
の
本
は
、
週
刊
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
に
二
○
一
八
年

か
ら
四
年
半
、
計
二
一
七
回
連
載
し
た
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
で
す
。
で
き
る
だ
け
真
実
を
追
求
す
る
た
め
に
、
現

場
に
当
た
っ
た
り
、
高
橋
是
清
の
子
孫
に
お
会
い
し
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
学
者
の
方
と
議
論
し
な
が
ら
書
き
ま
し

た
。
是
清
を
題
材
に
し
て
小
説
を
書
か
れ
る
方
が
参
考
に

す
る
『
高
橋
是
清
自
伝
』
は
、
是
清
が
現
役
の
政
治
家
の

と
き
に
、
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
記
事
を
ま
と
め
て
本

に
し
た
も
の
で
す
。
日
露
戦
争
の
最
中
で
終
わ
り
ま
す
か

ら
、
本
を
書
く
方
は
日
露
戦
争
ま
で
は
詳
し
く
書
け
る
の

で
す
が
、
そ
の
後
は
史
料
が
散
逸
し
て
し
ま
い
、
書
き
に

く
く
な
り
ま
す
。
私
が
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
自
伝

の
後
半
を
補
う
と
い
う
目
標
も
あ
り
、
後
半
が
か
な
り
分

厚
く
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
是
清
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
と
て
も
多
い
の
で
、
幾

つ
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

是
清
は
、
一
つ
目
は
教
育
者
と
し
て
、
二
つ
目
は
官
僚

と
し
て
、
三
つ
目
は
金
融
（
日
銀
）
マ
ン
と
し
て
、
四
つ

目
は
政
治
家
と
し
て
、
四
つ
の
人
生
を
生
き
た
の
で
は
な
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い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

一�
、
生
い
立
ち
・
教
育
者
と
し
て
の�

高
橋
是
清

　
『
高
橋
是
清
自
伝
』
に
よ
り
ま
す
と
、
是
清
は
一
八
五

四
年
に
、
幕
府
御
用
絵
師
・
川
村
庄
右
衛
門
の
私
生
児
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ
れ
ば
、
当

時
の
人
事
興
信
録
、
武
鑑
に
載
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
と

こ
ろ
が
似
た
よ
う
な
名
前
の
人
は
い
る
も
の
の
、
ど
う
も

違
う
よ
う
で
、
特
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

『
自
伝
』
は
か
な
り
盛
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
当
時
、
御
用
絵
師
に
は
狩
野
派
と
住
吉
派
の
二
派
が

あ
り
、
町
狩
野
と
い
っ
て
、
旗
本
・
御
家
人
相
当
以
外
の

狩
野
派
の
町
絵
師
が
い
た
の
で
、
住
ん
で
い
る
場
所
な
ど

を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
一
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

是
清
は
、
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
て
す
ぐ
、
仙
台
藩
の

高
橋
家
に
養
子
に
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
高
橋
家
で
は

ま
も
な
く
実
子
が
生
ま
れ
た
の
で
、
そ
の
家
で
も
余
り
者

に
な
っ
て
し
ま
い
、
お
ば
ば
様
に
育
て
ら
れ
ま
す
。
お
ば

ば
様
は
、
仙
台
藩
の
中
で
も
顔
き
き
の
や
り
手
で
、
宴
会

を
仕
切
り
、
仙
台
藩
の
お
偉
方
と
も
昵
懇
に
な
り
ま
し

た
。
当
時
は
、
開
国
か
攘
夷
か
で
仙
台
藩
も
右
に
左
に
揺

れ
て
い
た
中
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
生
を
出
す
と
い
う
話
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
是
清
は
横
浜
で
勉
強
し
て
、
留

学
生
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
送
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

是
清
は
、
留
学
先
の
ア
メ
リ
カ
で
奴
隷
の
よ
う
な
扱
い

を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
賃
金
を
調
べ
る
と
、
英
語
を
話
せ
る
人

が
月
に
約
一
二
ド
ル
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
是
清
は
、
子
ど

も
で
な
お
か
つ
英
語
が
話
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で

も
賄
い
付
き
で
月
に
四
ド
ル
で
し
た
。
ま
た
、
帰
国
す
る

際
に
は
餞
別
を
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
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他
方
、
是
清
は
日
本
で
は
足
軽
の
身
分
で
あ
り
、
仙
台

藩
で
は
足
軽
は
百
姓
の
扱
い
で
す
。
渡
航
証
明
書
に
は

「
仙
台
藩
百
姓
高
橋
是
清
」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。
当

時
、
百
姓
の
子
ど
も
が
日
本
橋
の
商
家
な
ど
に
奉
公
に
入

る
と
、
一
年
、
二
年
は
給
料
が
出
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
し

て
や
っ
と
年
二
両
出
る
か
ど
う
か
で
す
。
当
時
の
レ
ー
ト

は
一
ド
ル
＝
一
両
で
す
か
ら
、
是
清
は
足
軽
で
あ
り
な
が

ら
、
月
に
四
ド
ル
、
年
に
四
八
ド
ル
、
お
餞
別
も
入
れ
る

と
約
一
〇
〇
ド
ル
（
約
一
〇
〇
両
）
も
ら
っ
た
こ
と
に
な

り
、
日
本
で
は
大
金
持
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

　

是
清
は
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て
先
生
に
な
り
ま
す
が
、

な
り
た
く
て
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
日

本
で
は
、
外
国
人
の
先
生
を
呼
ん
で
き
て
も
、
英
語
を
話

せ
る
人
が
全
く
い
な
い
の
で
、
通
訳
が
必
要
に
な
り
、
ま

だ
小
学
校
六
年
生
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
是
清
が
通
訳
と
し
て

先
生
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
通
訳
は
給
料
が

と
て
も
よ
く
、
大
金
持
ち
に
な
っ
て
、
芸
者
遊
び
を
覚
え

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
遊
び
過
ぎ
て
仕
事
を
ク
ビ
に
な

り
、
芸
者
の
ヒ
モ
に
な
り
ま
す
。
芸
者
の
箱
持
ち
を
し
て

い
た
時
期
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
学
校
の
先
生
を
し
て
金

を
儲
け
、
遊
び
過
ぎ
て
芸
者
の
ヒ
モ
に
な
っ
た
と
い
う
経

歴
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
今
の
佐
賀
県
の
唐
津
か
ら
、
先
生
と
し
て

来
て
ほ
し
い
と
い
う
話
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
唐
津
で

英
語
の
先
生
と
な
り
ま
す
。
そ
の
次
は
文
部
省
の
通
訳
官

を
務
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
是
清
は
、
最
初
は
語
学

力
を
生
か
し
た
仕
事
を
多
く
こ
な
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、
大
学
予
備
門
の
先
生
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
仕
事
も
給
料
が
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、

ち
ょ
う
ど
西
南
戦
争
の
頃
、
コ
レ
ラ
が
流
行
し
西
南
戦
争

の
死
者
の
二
〇
倍
程
度
の
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
コ
レ
ラ
の
対
策
の
た
め
に
、
香
港
か
ら
の
防
疫
の
資
料

を
参
考
に
対
策
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
全
部

英
語
で
す
の
で
、
こ
こ
で
も
通
訳
と
し
て
の
能
力
を
活
か
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し
、
ま
た
一
財
産
を
稼
ぎ
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
越
後
の
米
商
人
の
茅
野
茂
兵
衛
と
い
う
大
金

持
ち
が
、
引
退
し
て
、
神
田
の
や
ぶ
そ
ば
辺
り
に
屋
敷
を

構
え
て
、
の
ん
び
り
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
是
清
は
そ

の
二
階
に
下
宿
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
隣
の
敷
地
に

は
、
加
賀
藩
の
佐
野
鼎
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
共
立

（
き
ょ
う
り
ゅ
う
）
学
校
が
あ
り
ま
し
た
。
佐
野
は
コ
レ

ラ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
廃
校
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
隣

の
学
校
を
何
と
か
し
て
く
れ
と
茅
野
に
頼
ま
れ
て
是
清
が

立
て
直
し
た
の
が
、
今
の
開
成
学
園
で
す
。
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
開
成
学
園
の
史
料
に
も
、
是
清

の
挨
拶
な
ど
が
今
で
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

是
清
は
、
ど
の
よ
う
に
学
園
を
立
て
直
し
た
の
か
。
当

時
、
是
清
は
後
の
旧
制
一
高
に
な
る
大
学
予
備
門
の
先
生

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
予
備
門
に
は
日
本
全
国

か
ら
生
徒
が
入
っ
て
き
て
、
初
め
て
英
語
に
接
す
る
子
供

た
ち
も
い
ま
し
た
。
入
学
し
て
く
る
子
供
た
ち
の
レ
ベ
ル

を
上
げ
た
い
、
入
学
に
耐
え
得
る
学
力
を
つ
け
さ
せ
た
い

と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
予
備
門
の
先
生
を
集
め
て
予
備
校

を
つ
く
り
、
一
回
目
の
試
験
で
は
、
入
学
定
員
の
約
半
分

が
こ
の
学
校
の
出
身
で
し
た
。
今
な
ら
、
問
題
に
な
り
そ

う
な
話
で
す
。
当
時
の
入
学
者
に
は
、
秋
山
真
之
、
岡
田

啓
介
、
夏
目
漱
石
、
正
岡
子
規
な
ど
が
お
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
仕
事
で
財
を
成
し
た
是
清
は
、
第
四
銀
行

（
現
第
四
北
越
銀
行
）
に
五
〇
〇
〇
円
の
貯
金
が
あ
り
ま

し
た
。
現
代
で
は
一
億
円
ほ
ど
の
価
値
に
な
り
ま
す
。
こ

の
時
代
は
、
西
南
戦
争
の
と
き
に
政
府
が
紙
幣
を
刷
り
過

ぎ
て
、
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
大
蔵
卿

の
大
隈
重
信
は
、
こ
ん
な
に
紙
幣
が
安
く
な
る
の
は
許
せ

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
政
府
が
持
っ
て
い
る
銀
を
売
っ

て
、
紙
幣
の
価
格
を
買
い
支
え
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上

が
っ
た
の
で
す
。
こ
の
紙
幣
と
銀
の
交
換
比
率
の
相
場
を

「
銀
紙
相
場
」
と
い
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
隠
居
し
て
い
る
茅
野
老
人
が
是
清
に
、「
政
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府
が
出
る
か
ら
、
相
場
と
し
て
は
間
違
い
な
い
。
絶
対
に

儲
か
る
か
ら
、
お
ま
え
も
一
口
か
ま
な
い
か
」
と
言
っ

て
、
是
清
も
参
戦
し
た
の
で
す
が
、
結
局
、
明
治
一
二
年

（
一
八
七
九
年
）、
大
隈
重
信
が
敗
退
し
、
是
清
た
ち
も
大

き
な
損
失
を
出
し
ま
し
た
。

　

銀
紙
で
失
敗
し
た
是
清
は
、
次
は
米
相
場
だ
と
、
米
を

買
い
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
銀
貨
相
場
と
米
価
は
連
動
し

て
い
ま
す
。
手
数
料
が
も
っ
た
い
な
い
の
で
、
自
分
で
六

二
商
会
と
い
う
仲
買
店
を
つ
く
り
ま
し
た
。
六
二
商
会
と

い
う
名
前
は
、
会
社
を
任
せ
た
六
次
郎
と
い
う
男
の
儲
け

が
二
割
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
儲
か
っ
た
と
思
っ

た
と
こ
ろ
で
、
政
府
が
米
市
場
を
閉
鎖
し
た
た
め
、
中
小

の
新
し
い
仲
買
人
が
全
部
潰
れ
、
ま
た
ま
た
大
失
敗
で

す
。
当
時
の
市
場
は
信
用
取
引
で
す
か
ら
、
大
き
な
レ
バ

レ
ッ
ジ
を
か
け
て
取
引
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
是
清

は
、
日
本
の
相
場
は
投
資
で
は
な
く
投
機
だ
と
い
う
考
え

方
を
生
涯
持
ち
続
け
、
株
式
市
場
に
は
か
な
り
冷
淡
で
し

た
。

　

大
隈
重
信
が
明
治
一
四
年
の
政
変
で
追
い
出
さ
れ
て
、

か
わ
り
に
松
方
正
義
が
大
蔵
卿
に
就
任
し
ま
す
。
松
方
デ

フ
レ
で
有
名
で
す
が
、
松
方
は
政
府
紙
幣
を
整
理
し
て
い

き
ま
し
た
。
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
年
）
に
は
日
本
銀

行
が
創
設
さ
れ
、
日
銀
が
紙
幣
を
発
行
す
る
よ
う
に
し
た

お
か
げ
で
、
イ
ン
フ
レ
が
徐
々
に
お
さ
ま
り
ま
し
た
。
松

方
デ
フ
レ
は
、
評
判
は
悪
い
の
で
す
が
、
イ
ン
フ
レ
を
抑

え
た
と
い
う
意
味
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
が
、
当
時
の
元
老
た
ち
に
成
功
体
験
と
し
て

す
り
込
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
紙
幣
を
刷
り
過

ぎ
る
と
イ
ン
フ
レ
に
な
る
。
抑
え
込
め
ば
直
る
。
で
す
か

ら
、
日
露
戦
争
で
債
券
を
発
行
す
る
と
き
も
、
政
府
首
脳

は
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
西
南
戦

争
前
後
の
イ
ン
フ
レ
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
是
清
自

身
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
通
貨
発
行
と
イ
ン
フ
レ
の
関
係
に

一
つ
の
概
念
を
植
え
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
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ま
す
。二

、
官
僚
と
し
て
の
高
橋
是
清

　

是
清
が
相
場
で
失
敗
し
た
後
、
多
く
の
友
人
が
留
学
か

ら
帰
国
し
ま
し
た
。
友
人
は
、
例
え
ば
エ
ー
ル
大
学
の
学

位
を
取
る
な
ど
し
っ
か
り
と
学
問
を
修
め
て
い
る
の
に
対

し
、
自
分
に
は
何
も
な
い
と
い
う
の
が
、
是
清
の
生
涯
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
し
た
。
是
清
は
、
二
・
二
六
事
件
で

殺
さ
れ
る
直
前
ま
で
、
三
省
堂
の
コ
ン
サ
イ
ス
辞
典
を
片

手
に
原
書
を
読
む
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
大
蔵
省
の
秘
書

が
是
清
の
奥
さ
ん
に
、「
何
で
先
生
は
ず
っ
と
勉
強
し
て

い
る
ん
で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
実
は
学
位
が
な
い
こ
と

に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
る
。
私
み
た
い
に
学
位

の
な
い
人
は
一
生
涯
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
と

言
っ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
奥
さ
ん
が
言
っ
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
さ
ら
学
校
に
入
り
な
お
す
わ
け
に
も
い
か

な
い
の
で
、
官
僚
に
な
っ
て
し
っ
か
り
仕
事
を
し
よ
う
と

思
い
、
農
商
務
省
に
入
っ
て
特
許
制
度
を
つ
く
り
、
一
八

八
四
年
に
は
初
代
特
許
庁
長
官
に
就
任
し
ま
す
。
特
許
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
是
清
が
特
許
の
父
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
郵
便
制
度
を
作
っ
た
前
島
密
並
み

に
、
偉
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

是
清
は
、
農
商
務
省
で
前
田
正
名
と
知
り
合
い
、
原
敬

と
パ
リ
で
出
会
い
ま
す
。
人
間
関
係
に
幅
を
持
っ
た
の
が

こ
の
時
期
で
す
。
前
田
は
、
も
と
も
と
薩
摩
藩
士
で
す
。

薩
摩
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
と
い
っ
て
、
幕
末
に
薩
摩
藩
が
幕

府
に
黙
っ
て
一
五
人
の
留
学
生
を
イ
ギ
リ
ス
に
送
り
込
む

の
で
す
が
、
前
田
は
身
分
が
低
い
た
め
に
、
そ
の
と
き
の

人
選
に
漏
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
、
薩
摩

辞
書
と
い
う
、
当
時
で
き
て
い
た
英
和
辞
典
を
勝
手
に
出

版
し
て
お
金
を
つ
く
り
、
現
金
を
持
っ
て
大
久
保
利
通
の

と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、「
半
分
お
金
を
つ
く
っ
た
か
ら
、
半
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分
出
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
と

い
う
、
す
ご
い
人
物
で
す
。
そ
し
て
、
帰
国
後
は
農
商
務

省
に
入
り
ま
し
た
。

　

余
談
で
す
が
、
幕
末
か
ら
活
躍
し
て
い
た
前
田
は
、
薩

摩
藩
と
長
州
藩
の
も
め
事
の
交
渉
役
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
身
長
が
一
五
○
セ
ン
チ
も
な
く
、
そ
れ
で
は
長
い
刀

が
抜
け
な
い
だ
ろ
う
と
、
剣
術
の
名
人
の
坂
本
龍
馬
が
自

分
の
短
め
の
刀
を
前
田
に
持
た
せ
て
送
り
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
前
田
は
、
西
南
戦
争
の
最
中
に
大
久
保
利
通
に
会

い
に
き
て
、「
こ
ん
な
と
き
に
申
し
わ
け
な
い
け
ど
、
日

本
が
パ
リ
万
博
に
参
加
す
る
か
ら
お
金
を
出
し
て
く
れ
」

と
言
っ
て
、
出
資
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
「
お

ま
え
に
全
部
任
せ
る
か
ら
し
っ
か
り
や
っ
て
こ
い
」
と
言

わ
れ
て
、
脇
差
を
も
ら
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
の
差
料

は
、
龍
馬
の
刀
と
大
久
保
利
通
の
脇
差
と
い
う
、
と
て
も

豪
華
な
も
の
な
の
で
す
。
ま
た
、
余
談
つ
い
で
に
言
う

と
、
前
田
は
大
変
よ
く
働
き
、
日
本
一
の
大
金
持
ち
に
な

り
ま
す
。
松
下
幸
之
助
が
相
続
税
を
払
う
前
ま
で
日
本
記

録
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
是
清
は
「
特
許
制
度
の
父
」
で
引
退
し
て
も
、

男
爵
ぐ
ら
い
に
は
な
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
前
田
に

「
ペ
ル
ー
銀
山
を
や
ろ
う
」
と
誘
わ
れ
ま
す
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
儲
け
話
に
乗
っ
た
み
た
い
に
お
も
し
ろ
お
か

し
く
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
私
が
執
筆
し
た
本
で
も
そ

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
が
、
外
国
を

見
て
き
た
是
清
は
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
欧
米
の
国
々
が

植
民
地
で
好
き
勝
手
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

日
本
も
是
非
海
外
に
雄
飛
し
な
け
れ
ば
と
い
う
考
え
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
後
進
国
だ
か

ら
、
英
語
圏
で
は
難
し
い
だ
ろ
う
、
だ
っ
た
ら
南
米
、
ペ

ル
ー
辺
り
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
出
て
い
っ
た
の

で
す
。

　

そ
の
後
、
一
八
八
九
年
に
日
秘
鉱
業
を
設
立
し
た
も
の

の
、
驚
く
ほ
ど
早
く
破
綻
し
ま
す
。
苦
労
し
て
ペ
ル
ー
に
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行
っ
た
ら
、
誰
か
が
何
百
年
も
か
け
て
銀
を
掘
っ
た
後

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
実
は
、
事
前

に
調
べ
に
行
っ
た
田
島
と
い
う
技
師
が
先
方
か
ら
接
待
を

受
け
て
、
ペ
ル
ー
の
銀
山
は
良
い
も
の
だ
と
い
う
レ
ポ
ー

ト
を
書
き
、
そ
れ
を
も
と
に
日
本
が
判
断
し
た
の
が
失
敗

だ
っ
た
の
で
す
。
是
清
は
一
文
無
し
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
、『
銀
嶺
の
ア
ン
デ
ス
ー
高
橋
是
清
の
ペ
ル
ー
銀

山
投
資
の
足
跡
』
を
執
筆
し
、
当
時
三
井
串
木
野
鉱
山
の

社
長
を
務
め
て
い
た
五
味
篤
氏
に
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
き
、
ま
た
、
是
清
が
ペ

ル
ー
に
向
か
っ
た
と
き
に
お
供
を
し
た
山
口
慎
氏
の
日
記

も
出
て
き
て
、
史
料
が
充
実
し
ま
し
た
。
是
清
の
ペ
ル
ー

銀
山
開
発
は
、
欲
得
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
を
雄
飛
さ

せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

三�

、
金
融
（
日
銀
）
マ
ン
と
し
て
の�

高
橋
是
清

　

さ
て
、
一
文
無
し
に
な
っ
た
是
清
は
、
浪
人
し
た
後
、

一
八
九
二
年
、
い
よ
い
よ
日
銀
に
就
職
し
ま
す
。
日
清
戦

争
の
と
き
は
、
日
銀
の
下
関
支
店
長
（
当
時
は
西
部
（
さ

い
ぶ
）
支
店
）
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
日
銀
は
、

東
京
本
店
の
ほ
か
支
店
は
大
阪
と
下
関
の
二
つ
し
か
な

く
、
下
関
が
中
国
地
方
と
九
州
の
金
融
を
司
っ
て
い
ま
し

た
。
日
清
戦
争
で
す
か
ら
、
広
島
に
大
本
営
が
あ
り
、
政

府
の
要
人
が
朝
鮮
半
島
に
行
く
と
き
は
必
ず
下
関
に
寄
る

の
で
、
多
く
の
要
人
た
ち
と
関
係
を
作
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
。
そ
の
引
き
立
て
も
あ
っ
て
、
一
八
九
九
年
に
日

銀
副
総
裁
に
な
り
、
日
露
戦
争
に
臨
む
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
公
債
利
回
り
の
グ
ラ
フ
で
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す
（
図
表
１
）。
ど
ち
ら
も
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
日
々
取
引

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
と
ロ
シ
ア
で
は
国
家
と
し
て
の

信
用
が
異
な
り
、
一
九
〇
四
年
の
初
め
は
日
本
公
債
は

五
・
五
％
前
後
、
ロ
シ
ア
公
債
は
四
・
五
％
弱
で
取
引
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
債
券
は
、
償
還
も
ク
ー
ポ

ン
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
、
比
較
可
能
で
す
。

　

日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
、
日
本
公
債
は
金
利
が
一
気
に

六
・
五
％
近
く
ま
で
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
是
清
が

奮
闘
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
投
資
銀
行
か
ら
日
本

公
債
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
日
本
公
債
の
利
回
り
が
一
気

に
低
下
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
差
が
あ
り
ま

す
。
日
本
の
公
債
発
行
は
、
日
露
戦
争
中
、
四
度
に
わ
た

り
、
一
〇
ミ
リ
オ
ン
ポ
ン
ド
と
い
う
単
位
で
お
金
を
調
達

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
次
第
に
両
国
の
利
回
り
が
近
接
し
て
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
同
じ
ぐ
ら
い
の
信
用
に
な
っ
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
最
後
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
が
結
ば
れ

図表１　日露公債利回り推移

〔出所〕�　『日露戦争、資料調達の戦い』

• 戦中4度に渡る日本公債発行
• 金融市場の国際化

英米独協調引受
• 欧米バンカー達との連携
• 国際金融市場デビュー

• 高橋はクーンローブ商会のヤ
コブ・シフと友人となる

『日露戦争、資金調達の戦い』
板谷敏彦
新潮選書
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た
こ
と
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
も
日
本
も
金
利
が
下
が
り
ま
し

た
。
賠
償
金
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
日
比
谷
焼
き
打

ち
事
件
も
起
き
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
、
ポ
ー
ツ
マ
ス

条
約
で
平
和
を
迎
え
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
の
は
、
こ
の
公

債
利
回
り
で
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
是
清
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ハ

ン
ブ
ル
ク
、
パ
リ
の
金
融
業
界
で
様
々
な
知
り
合
い
が
で

き
、
多
く
の
信
用
を
得
ま
す
。
当
時
、
モ
ル
ガ
ン
商
会
と

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
二
分
し
て
い
た
ク
ー
ン
・
ロ
ー
ブ
商
会

の
ヤ
コ
ブ
・
シ
フ
と
昵
懇
に
な
り
、
交
わ
し
た
手
紙
が
一

二
○
通
近
く
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
英
文
の
史
料
と
し

て
ア
メ
リ
カ
で
販
売
さ
れ
て
い
て
、
私
も
読
み
ま
し
た
。

二
人
は
、
何
か
あ
る
と
手
紙
で
親
密
に
意
見
交
換
し
て
い

ま
し
た
。
是
清
の
長
女
を
預
か
っ
て
も
ら
い
、
三
年
ほ
ど

ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一

九
一
一
年
、
是
清
は
日
銀
総
裁
に
就
任
し
ま
す
。

　

是
清
は
、
昔
か
ら
松
方
正
義
と
も
親
し
く
、
森
有
礼
に

も
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
薩
摩
閥
に
近
い
の
で

す
。
奥
さ
ん
も
薩
摩
閥
の
娘
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
日
銀
総
裁
だ
っ
た
是
清
に
「
大
蔵
大
臣
を
や
ら

な
い
か
」
と
い
う
誘
い
が
か
か
り
、
一
九
一
三
年
、
山
本

権
兵
衛
内
閣
で
大
蔵
大
臣
に
な
る
の
で
す
が
、
ジ
ー
メ
ン

ス
事
件
で
内
閣
が
倒
壊
し
て
、
大
蔵
大
臣
を
続
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。
山
本
権
兵
衛
の
後
、
大
隈
重
信
内
閣
、

次
い
で
寺
内
正
毅
内
閣
が
誕
生
し
、
米
騒
動
の
後
、
よ
う

や
く
日
本
初
の
政
党
内
閣
、
立
憲
政
友
会
の
原
敬
内
閣
で

念
願
の
大
蔵
大
臣
に
な
り
、
自
分
の
積
極
財
政
を
実
行
し

よ
う
と
考
え
る
の
で
す
。

　

財
政
政
策
に
関
し
て
は
「
井
上
準
之
助　

消
極
財
政
」

「
高
橋
是
清　

積
極
財
政
」
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
是
清
は
天
然
の
積
極
財
政
主
義
者
で
す
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
是
清
が
ず
っ
と
海
外
に
い
た
こ
と
と
、
金

本
位
制
の
時
代
に
日
本
は
産
業
発
展
が
遅
れ
、
い
つ
も
輸

出
超
過
に
な
り
金
貨
が
出
て
い
く
と
い
う
欠
陥
を
持
っ
て
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い
た
か
ら
で
す
。
是
清
と
し
て
は
、
産
業
を
興
し
て
輸
出

品
目
を
増
や
し
、
い
つ
も
金
が
入
っ
て
く
る
よ
う
な
国
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
特
に
鉄
道
投
資
や
イ
ン
フ

ラ
の
投
資
に
は
、
一
生
涯
、
積
極
的
で
し
た
。

　

原
内
閣
の
と
き
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
日
本

が
大
金
持
ち
に
な
り
、
一
九
一
八
年
に
戦
争
が
終
わ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
そ
の
後
も
好
景
気
が
続
き
ま

す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
能
力
が
途
絶
え
て
い
ま
し
た
か

ら
、
彼
ら
の
輸
出
先
に
日
本
製
品
が
ど
ん
ど
ん
出
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
は
、
技
術
革
新
に

よ
り
、
日
立
モ
ー
ト
ル
や
東
芝
か
ら
小
型
の
モ
ー
タ
ー
が

誕
生
し
ま
し
た
。
昔
は
、
中
小
企
業
で
は
水
車
を
グ
ル
グ

ル
回
し
て
動
力
に
し
て
い
ま
し
た
。
蒸
気
機
関
で
円
運
動

を
つ
く
っ
て
、
ベ
ル
ト
を
入
れ
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
つ

な
げ
て
加
工
す
る
と
な
る
と
、
大
規
模
な
投
資
が
必
要
で

し
た
が
、
モ
ー
タ
ー
の
時
代
に
な
る
と
、
中
小
企
業
は
電

気
を
引
い
て
モ
ー
タ
ー
を
置
け
ば
、
す
ぐ
回
転
運
動
を
得

ら
れ
る
。
手
軽
に
製
造
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
背
景
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
当
時
、
創
刊
間
際
だ
っ
た
週

刊
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
な
ど
が
「
会
社
狂
の
時
代
」
と
呼

ぶ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
バ
ブ
ル
が
出
現
す
る
の
で
す
。
そ
の

と
き
の
大
蔵
大
臣
が
是
清
で
す
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
は
、
東
洋
経
済
株
価
指
数
（
図
表
２
）
で

す
。
周
り
の
人
間
が
、「
そ
ろ
そ
ろ
引
き
締
め
た
ほ
う
が

い
い
」
と
助
言
す
る
の
を
無
視
し
て
、
原
敬
も
是
清
も
強

気
一
辺
倒
で
金
融
緩
和
を
続
け
た
結
果
、
バ
ブ
ル
が
破
裂

し
ま
し
た
。
思
っ
た
よ
り
も
早
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
能

力
が
回
復
し
、
輸
出
も
一
気
に
振
る
わ
な
く
な
り
、
日
本

の
株
式
相
場
が
暴
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
暴
落
の
ま

ま
関
東
大
震
災
を
迎
え
て
、
日
本
の
株
価
は
上
が
ら
な
く

な
り
ま
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
「
狂
騒
の
二
〇
年

代
」
と
い
う
大
相
場
を
迎
え
ま
す
。
で
す
が
、
日
本
市
場



48―　　―

証券レビュー　第65巻第７号

は
反
応
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
大
暴
落
の
影
響
を

受
け
た
ま
ま
、
さ
え
な
い
展
開
が
ず
っ
と
続
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
是
清
自
身
は
、
こ
れ
に
対
し
て
責
任
を
感
じ

て
い
た
は
ず
で
す
。
誰
も
口
に
は
出
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
井
上
準
之
助
に
し
て
も
、「
だ
か
ら
言
っ
た
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」
と
い
う
気
持
ち
は
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。

　

実
は
、
中
身
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
私
は
東
洋
経

済
株
価
指
数
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
証
券

経
済
研
究
所
の
図
書
館
で
お
借
り
し
た
「
日
本
証
券
取
引

所
月
報
」
か
ら
拾
っ
た
数
値
で
す
。
二
年
前
、
明
治
大
学

株
価
指
数
研
究
所
が
作
成
し
た
通
算
の
株
価
指
数
と
合
わ

せ
る
と
、
こ
れ
は
か
な
り
正
確
に
で
き
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
ま
す
。
も
う

一
つ
、
こ
の
株
価
指
数
は
下
が
り
っ
放
し
だ
と
思
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
こ
の
時
期
、
配
当
利
回
り
が
す

ご
く
高
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ト
ー
タ
ル
の
リ
タ
ー
ン

図表２　東洋経済株価指数とダウ工業株価指数

データ：日本証券取引所月報およびセントルイス連銀

『日本人のための第一次世界大戦史』
板谷敏彦

角川ソフィア文庫

• 是清は日銀総裁井上準之
助らからの金融引き締めへ
の助言を聞かなかった

• 積極財政の失敗
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高橋是清の今日的意義

で
見
る
と
結
構
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
て
、
財
閥
な
ど
は
利

益
を
得
て
い
た
と
い
う
研
究
を
し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

　

今
回
、
是
清
の
生
涯
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
第
一
次
世

界
大
戦
を
知
ら
な
い
と
書
け
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
先
に

『
日
本
人
の
た
め
の
第
一
次
世
界
大
戦
』
を
執
筆
し
ま
し

た
。
こ
れ
も
週
刊
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
で
二
年
ほ
ど
連
載

し
ま
し
た
が
、
準
備
期
間
を
入
れ
る
と
四
年
ぐ
ら
い
か
か

り
ま
し
た
。
実
は
、
結
構
寄
り
道
し
な
が
ら
是
清
の
こ
と

を
書
い
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
御
紹
介
し
た
ク
ー
ン
・
ロ
ー
ブ
商
会
の
ヤ
コ

ブ
・
シ
フ
は
、
ド
イ
ツ
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
。
ま
た
、

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
や
リ
ー
マ
ン
も
ド
イ
ツ
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人

の
投
資
銀
行
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
ア
メ
リ

カ
政
府
が
連
合
軍
側
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
し
よ
う
と
し
て
、

皆
反
対
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
戦
争
前
は
モ
ル
ガ
ン
と

ク
ー
ン
・
ロ
ー
ブ
は
二
大
証
券
だ
っ
た
の
で
す
が
、
意
地

を
張
っ
た
ク
ー
ン
・
ロ
ー
ブ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終

わ
っ
た
と
き
に
は
昔
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
後
、
日
本
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
と
き
、
是
清
は
気
を

遣
っ
て
、「
日
本
は
恩
義
が
あ
る
か
ら
、
主
幹
事
は
ク
ー

ン
・
ロ
ー
ブ
に
し
ろ
」
と
財
務
官
に
言
い
ま
す
が
、
当
時

の
世
界
は
モ
ル
ガ
ン
が
支
配
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
は
無

理
な
話
で
し
た
。

四
、
政
治
家
と
し
て
の
高
橋
是
清

　

大
蔵
大
臣
だ
っ
た
是
清
は
、
五
・
一
五
事
件
で
原
敬
が

暗
殺
さ
れ
た
後
、
首
相
に
上
り
詰
め
ま
す
。
た
だ
、
是
清

は
、
政
治
家
と
し
て
は
困
っ
た
こ
と
に
、
人
の
名
前
を
ろ

く
に
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
友
会
の
誰
か
が
挨
拶

に
来
て
も
、
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
黙
っ
て
い
れ
ば
い
い

の
に
、「
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
や
つ
が
来
て
、
こ
ん
な
こ

と
を
言
っ
て
い
た
」
と
言
う
も
の
だ
か
ら
、
訪
問
し
た
人

間
か
ら
す
れ
ば
、
バ
カ
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
話
に
な
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り
、
誰
も
人
が
つ
い
て
こ
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
政
治
家
と
し
て
は
上
手
く
い
か
な
い
と
思
い

引
退
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
陸
軍
の
田
中
義
一
が
首
相
に

な
っ
て
、「
三
〇
日
間
だ
け
で
い
い
か
ら
、
臨
時
で
大
蔵

大
臣
を
や
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
昭

和
金
融
恐
慌
が
起
き
て
い
る
と
き
で
し
た
。
日
本
に
は
、

昭
和
金
融
恐
慌
（
一
九
二
七
年
）
と
昭
和
恐
慌
（
一
九
三

〇
年
）
の
二
つ
の
恐
慌
が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
金
融
恐
慌
は
「
渡
辺
銀
行
が
倒
産
し
ま
し
た
」
と

い
う
片
岡
蔵
相
の
失
言
で
取
付
騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
と
理
解

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
こ
れ
は
日
銀
貸
出
の

グ
ラ
フ
で
す
が
（
図
表
３
）、
片
岡
蔵
相
の
失
言
が
あ
っ

て
も
、
直
ち
に
取
付
騒
ぎ
が
起
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
四
月
五
日
に
鈴
木
商
店
の
新
規
取
引
が
停
止
さ
れ

て
、
い
よ
い
よ
危
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
状
況
に
な
っ

て
、
四
月
一
八
日
に
台
湾
銀
行
が
休
業
。
華
族
の
銀
行
と

言
わ
れ
る
薩
長
系
の
十
五
銀
行
が
四
月
二
〇
日
に
休
業
に

図表３　日本銀行勘定推移

データ：日本銀行百年史第３巻

1927（昭和2）年
• 片岡蔵相失言から緩慢な動き
• 核心は台湾銀行と鈴木商店
• 21日間のモラトリアム
• 5/4～8 第53回臨時帝国議会
３法案通過の必要

• 高橋は恩人松方正義の子息が
経営する十五銀行＝川崎造船を
救いたかった

• ６/２高橋辞任 在任44日間

• 困った時のダルマ
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至
り
、
段
々
と
騒
ぎ
が
広
が
り
ま
し
た
。
是
清
の
出
動
は

四
月
二
五
日
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
前
の
金
曜
日
で
、「
三
〇

日
な
ら
や
っ
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
の

で
す
。

　

実
は
、
是
清
は
、
鈴
木
商
店
の
債
務
を
台
湾
銀
行
に
一

本
化
す
る
と
き
に
手
伝
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
責
任
も

な
く
は
な
い
の
で
、
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
十
五
銀
行
は
、
薩
摩
の
松
方
正
義

の
長
男
が
経
営
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
親
密
な
関
係
に
あ

る
の
が
今
の
川
崎
重
工
業
で
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
有

名
な
松
方
幸
次
郎
（
松
方
正
義
の
三
男
）
が
経
営
し
て
い

ま
し
た
。
何
と
か
川
崎
重
工
業
だ
け
は
助
け
た
い
と
思

い
、
処
理
を
し
て
い
く
の
で
す
が
、
当
初
の
三
〇
日
を
過

ぎ
て
も
辞
め
ず
、
最
終
的
に
在
任
四
四
日
で
辞
任
し
ま
し

た
。

　

本
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
実
施
後
、
台

湾
銀
行
の
救
済
や
財
界
安
定
な
ど
の
法
案
が
議
会
を
通
過

す
る
か
ど
う
か
が
大
問
題
で
し
た
。
貴
族
院
で
の
残
り
の

審
議
は
六
時
間
と
な
り
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
廃
案
に
な
る

と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ
た
際
に
助
け
舟
を
出
し
て
く

れ
た
の
が
、
日
清
戦
争
の
財
務
を
ひ
と
り
で
や
り
切
っ
た

阪
谷
芳
郎
と
い
う
大
蔵
省
の
ス
ー
パ
ー
エ
リ
ー
ト
で
す
。

議
員
か
ら
多
く
の
質
問
が
上
が
る
中
、
立
ち
上
が
り
「
こ

ん
な
荒
れ
た
海
の
中
を
高
橋
是
清
と
い
う
老
人
船
長
が
舵

を
切
っ
て
い
る
の
に
、
や
れ
右
に
行
け
、
や
れ
左
に
行
け

と
う
る
さ
く
言
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
欠
陥
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
私
は
無
条
件
で
こ
の
法
案
に
賛
成
す
る
」

と
言
っ
た
の
で
、
一
同
が
黙
っ
て
、
こ
の
法
案
が
通
っ
た

と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
是
清
は
よ
ほ
ど
う
れ
し
く
、

恩
義
を
感
じ
た
よ
う
で
別
の
日
記
に
大
き
く
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

最
近
、
Ｘ
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
見
て
い
る
と
、「
こ
う
い

う
と
き
に
高
橋
是
清
が
あ
ら
わ
れ
て
、
財
政
を
立
て
直
し

て
く
れ
な
い
か
な
」。「
国
債
を
発
行
し
て
、
日
銀
に
無
限
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に
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
投
稿
を

見
か
け
ま
す
。
最
近
は
そ
れ
に
消
費
税
減
税
ま
で
加
わ
っ

て
き
て
、「
是
清
よ
、
早
く
あ
ら
わ
れ
よ
」
と
言
う
の
で

す
。
こ
れ
は
大
変
な
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
話
は
、
昭
和
恐
慌
の
と
き
の
金
解
禁

と
金
輸
出
再
禁
止
、
そ
れ
に
続
く
一
連
の
動
き
で
す
。
明

治
、
大
正
、
昭
和
の
日
本
政
府
の
財
政
が
何
に
悩
ん
で
い

た
か
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。

　

こ
の
棒
グ
ラ
フ
は
、
金
本
位
制
下
で
日
本
が
保
有
し
て

い
た
金
貨
の
量
で
す
（
図
表
４
）。
濃
い
色
の
棒
グ
ラ
フ

は
日
本
国
内
に
あ
る
内
地
正
貨
（
金
）
で
、
薄
い
色
は
在

外
正
貨
で
す
。
在
外
正
貨
は
、
例
え
ば
香
港
上
海
銀
行
ロ

ン
ド
ン
支
店
に
預
け
ら
れ
て
い
る
金
で
、
日
本
政
府
が
貿

易
を
し
た
と
き
の
支
払
い
能
力
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
金

貨
を
幾
ら
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
グ
ラ
フ
で
す
か
ら
、
借

金
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
後
、
日
本
は
日
露
戦
争
で

で
き
た
借
金
に
悩
ま
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国

図表４　内外正貨と外国債発行残高

データ：大蔵省百年史　主要財政経済統計

①外債発行による正貨補充
②輸出ブームによる正貨充実
③ブーム去り正貨流出
④金解禁後の世界

③の期間
正貨の流出を止めたい

• 高橋はインフラ投資による
国際競争力の強化

• 井上は節約による清算主義
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家
予
算
の
三
分
の
一
が
国
債
費
（
借
金
）、
三
分
の
一
が

軍
事
費
、
残
り
の
三
分
の
一
で
政
府
を
運
営
し
て
い
た
と

い
う
状
態
で
す
。

　

一
九
〇
四
年
に
日
露
戦
争
が
始
ま
り
、
図
表
４
の
①
の

期
間
で
在
外
正
貨
が
増
え
た
の
は
、
是
清
が
外
債
を
発
行

し
て
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
外
貨
が
な
く

な
っ
て
き
た
ら
、
ま
た
債
券
を
発
行
し
て
外
貨
を
集
め

る
。
た
だ
、
日
本
国
の
名
前
を
出
す
と
信
用
に
か
か
わ
る

の
で
、
例
え
ば
鉄
道
債
と
か
、
電
力
債
と
か
、
名
前
を
変

え
て
外
貨
を
集
め
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま

る
と
、
軍
需
製
品
を
作
る
た
め
に
、
交
戦
国
が
こ
れ
ま
で

輸
出
し
て
い
た
製
品
を
作
れ
な
く
な
り
、
そ
の
輸
出
先
に

日
本
製
品
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
日
本
の

輸
出
が
大
き
く
伸
び
て
、
外
貨
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る

流
れ
が
一
九
二
〇
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

是
清
が
大
蔵
大
臣
を
務
め
て
い
た
の
が
一
九
年
、
二
〇

年
で
、
こ
の
頃
は
外
貨
が
大
量
に
入
り
、
強
気
一
辺
倒
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
是
清
と
し
て
は
、
一
気
に
日
本
の
イ

ン
フ
ラ
を
拡
充
し
て
、
こ
の
後
、
外
貨
が
入
っ
て
く
る
体

質
に
変
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す

が
、
あ
い
に
く
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
、
正
貨
が
次
々
と
流

出
し
て
い
き
ま
す
。
放
っ
て
お
い
た
ら
ま
た
外
貨
が
な
く

な
る
と
い
う
危
機
感
を
持
っ
た
の
が
③
の
時
期
で
す
。
そ

し
て
、
関
東
大
震
災
で
在
外
正
貨
が
減
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
と
き
に
井
上
準
之
助
と
是
清
が
対
立
し
ま
す
。
井

上
は
、
金
融
を
引
き
締
め
て
、
輸
入
を
減
ら
し
て
外
貨
の

流
出
を
止
め
、
競
争
力
の
な
い
企
業
を
淘
汰
し
て
強
く
し

よ
う
と
す
る
、
清
算
主
義
と
い
う
考
え
方
の
立
場
で
す
。

一
方
で
、
金
解
禁
な
ど
し
な
く
て
い
い
と
い
う
の
が
是
清

の
考
え
方
で
す
。
是
清
は
、
相
変
わ
ら
ず
イ
ン
フ
ラ
に
投

資
し
て
、
地
道
に
競
争
力
を
つ
け
よ
う
と
考
え
て
い
た
の

で
す
。
決
し
て
目
先
の
景
気
対
策
で
ど
う
こ
う
し
た
わ
け
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で
は
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

　

是
清
が
金
輸
出
を
再
禁
止
し
た
後
は
、
内
地
正
貨
は
半

分
近
く
に
減
り
、
在
外
正
貨
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
無

残
な
状
態
に
な
り
、
日
本
の
金
貨
の
量
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
前
と
同
じ
よ
う
な
水
準
ま
で
落
ち
て
し
ま
い
ま
し

た
。
な
お
、
こ
の
デ
ー
タ
も
三
七
年
以
降
は
信
憑
性
に
欠

け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

是
清
が
あ
ら
わ
れ
て
、
財
政
支
出
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て

く
れ
と
い
う
と
き
に
参
考
に
し
た
の
が
、
こ
の
グ
ラ
フ

（
図
表
５
）
で
す
。
こ
れ
は
一
般
会
計
の
歳
出
額
と
軍
事

費
を
示
し
て
い
ま
す
。
井
上
蔵
相
は
、
金
解
禁
を
す
る
た

め
に
財
政
を
縮
小
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
軍
事
費
は
な
か

な
か
減
ら
ず
、
軍
事
費
以
外
の
一
般
歳
出
が
減
っ
て
い
っ

て
い
る
様
子
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

井
上
蔵
相
か
ら
是
清
に
代
わ
る
と
、
農
村
匡
救
事
業
な

ど
の
予
算
が
入
り
、
歳
出
が
大
き
く
増
え
ま
す
が
、
満
州

図表５　一般会計歳出額と軍事費

データ：大蔵省百年史　別巻統計

• 歳出は軍事費を中心に増えた
• 軍事費以外の支出はむしろマイナス
• 歳入は国債の日銀引受によって補填
• 高橋は引受た国債の多くを市中に売却
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事
変
が
あ
っ
た
の
で
、
実
は
増
え
た
部
分
は
軍
事
費
が
大

半
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
軍
事
費

の
比
率
が
五
〇
％
近
く
ま
で
上
昇
し
て
い
き
ま
す
。
軍
事

費
が
歳
出
額
の
半
分
と
い
う
の
は
大
変
な
比
率
で
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
軍
事
費
以
外
の
支
出
は
そ

こ
ま
で
増
え
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
ど
ん
ど
ん
財
政
支
出

し
て
景
気
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
人
は
、
こ
れ
を
見
た
方

が
よ
い
で
し
ょ
う
。
軍
事
費
が
大
半
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
昭
和
三
年
の
水
準
に
す
ら
戻
っ
て
い
ま
せ
ん
。
経
済

成
長
率
を
考
慮
す
る
と
、
軍
事
費
以
外
は
マ
イ
ナ
ス
予
算

だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
今
の
一
般
的
な
理
解
で
す
。

　

こ
の
と
き
も
、
歳
入
は
国
債
の
日
銀
引
受
に
よ
っ
て
補

填
し
ま
し
た
。
今
ま
た
、
内
国
債
で
あ
れ
ば
幾
ら
発
行
し

て
も
日
本
は
破
綻
し
な
い
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
人
が
い

ま
す
。
理
屈
と
し
て
は
そ
う
な
の
で
す
が
、
日
本
の
通
貨

が
ど
ん
ど
ん
薄
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

是
清
は
、
日
銀
引
受
し
た
金
額
の
多
く
を
を
市
中
に
放

出
し
て
い
ま
し
た
。
銀
行
団
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
つ
く
っ

て
、
こ
こ
に
余
力
が
出
た
ら
、
日
銀
で
持
っ
て
い
る
部
分

を
買
い
取
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
日
銀
引
受
で
発
行
し

た
債
券
の
八
五
％
は
、
最
終
的
に
市
中
に
戻
さ
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
是
清
が
殺
さ
れ
た
後
、
こ
れ
が
日
銀
に
残
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
是
清
の
財
政
は
景
気
が
よ
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
理
由
の
一
つ
に
は
、
軍
事
費
を
増
や
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、『
横
浜
正
金
銀
行
全
史
』

か
ら
日
時
の
デ
ー
タ
を
拾
っ
て
作
成
し
た
為
替
相
場
の
グ

ラ
フ
で
、
下
に
行
く
と
円
安
方
向
で
す
（
図
表
６
）。
明

治
維
新
か
ら
、
一
ド
ル
＝
二
円
、
一
ポ
ン
ド
＝
一
〇
円
と

い
う
の
が
相
場
で
、
日
露
戦
争
の
と
き
も
こ
の
レ
ー
ト
で

し
た
。
井
上
準
之
助
が
金
解
禁
し
た
と
き
は
、
一
〇
〇
円

＝
約
五
〇
ド
ル
（
一
ド
ル
＝
約
二
円
）
で
し
た
。
そ
し

て
、
是
清
が
金
本
位
制
を
や
め
た
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、

相
場
が
立
た
ず
、
一
九
三
一
年
一
二
月
一
八
日
に
開
い
た
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と
き
は
四
〇
ド
ル
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
気
に
一
〇
ド

ル
下
が
っ
た
の
で
す
。
こ
の
後
、
満
州
国
の
承
認
、
五
・

一
五
事
件
の
発
生
、
日
満
議
定
書
の
締
結
な
ど
、
日
本
が

国
際
的
信
用
を
失
い
、
円
の
価
値
が
下
落
し
て
い
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

一
九
三
三
年
二
月
二
四
日
、
金
本
位
制
停
止
か
ら
ま
だ

一
年
と
少
し
が
経
過
し
た
と
き
、
日
本
が
国
際
連
盟
も
離

脱
し
た
と
い
う
過
程
の
中
で
、
極
端
な
円
安
が
進
行
し
て

い
ま
し
た
。
日
本
史
の
教
科
書
は
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を

書
か
な
い
の
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
現
在
で
言
え

ば
、
一
ド
ル
＝
一
〇
〇
円
だ
っ
た
相
場
が
一
年
間
で
一
ド

ル
＝
二
五
〇
円
に
な
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
当

然
、
輸
出
競
争
力
が
一
気
に
上
が
り
ま
し
た
。
是
清
の
財

政
出
動
で
景
気
が
回
復
し
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
円
安
の
影
響
が
か
な
り

大
き
い
の
で
す
。

　

次
に
、
英
ポ
ン
ド
と
米
ド
ル
の
為
替
を
見
て
お
き
ま

図表６　正金対米電信売り建値

データ：横浜正金銀行全史第６巻

『国家の命運は金融にあり』
板谷敏彦
新潮社

1ドル＝50円から20円へ－60％
激しい円安が景気回復を促した
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し
ょ
う
（
図
表
７
）。
グ
ラ
フ
の
上
は
円
高
方
向
、
下
は

円
安
方
向
で
す
。
井
上
準
之
助
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
一

月
に
金
本
位
制
に
復
帰
し
て
か
ら
、
ポ
ン
ド
も
ド
ル
も
同

じ
よ
う
な
動
き
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
で
英

国
が
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
て
、
一
九
三
一
年
九
月
に
金
本
位
制

を
離
脱
し
ま
す
。
こ
の
時
、
対
ポ
ン
ド
で
円
高
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
同
年
一
二
月
に
日
本
が
金
本
位
制
を
離
脱
す

る
と
、
対
ポ
ン
ド
も
対
米
ド
ル
も
今
度
は
円
安
が
進
行
し

ま
す
。「
相
場
は
な
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方
の

も
と
、
是
清
は
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
度

は
ア
メ
リ
カ
が
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
て
、
三
三
年
に
金
本
位
制

を
離
脱
す
る
と
、
対
ド
ル
に
対
し
て
円
高
に
な
り
ま
す
。

ポ
ン
ド
は
動
い
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ド
ル
の
独
歩
安
の
状

態
で
す
。

　

日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
し
た
一
九
三
三
年
頃
は
、
三

つ
の
相
場
が
安
定
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
連
動
し

て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
上
下
の
ブ
レ

図表７　金本位制とドルとポンド

データ：横浜正金銀行全史第６巻

1941（昭和16）年開戦前
上海では
100円＝12ドル程度で取引
されていた。
1ドル2円だった円は8円に
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は
ど
う
し
て
も
若
干
出
ま
す
が
、
是
清
は
こ
の
と
き
ポ
ン

ド
に
ペ
ッ
グ
す
る
よ
う
に
為
替
を
戻
し
て
い
ま
す
。
や
は

り
安
定
し
た
方
が
い
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
が
切
れ
た
先
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う

と
、
一
九
三
六
年
に
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
り
、
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
を
し
て
い
け
ば
日
本
円
が
薄
ま
り
、
ど
ん
ど
ん
安

く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
ド
ル
＝
二
円
だ
っ
た
円
は
、

太
平
洋
戦
争
開
戦
前
の
上
海
で
は
一
ド
ル
＝
約
八
円
、
四

分
の
一
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
戦
略
物
資
は
石
油

と
鉄
で
、
ど
ち
ら
も
ド
ル
建
て
で
取
引
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
四
倍
で
す
か
ら
、
軍
事
費
を
倍
に
し
て
も
追
い
つ
き

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
今
の
日
本
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
最
近

の
近
代
兵
器
の
核
心
部
分
は
ド
ル
建
て
な
の
で
、
防
衛
費

の
た
め
に
国
債
を
刷
っ
て
円
安
を
招
く
と
元
の
木
阿
弥
に

な
る
と
い
う
教
訓
を
、
是
清
は
残
し
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

五
、
ま
と
め

　

本
日
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
今
日
的
意
義
」
と
い
う
の

は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
本
日
の
話
を
ま
と
め

ま
す
と
、
ま
ず
、
是
清
は
語
学
で
世
に
出
ま
し
た
。
銀
紙

と
米
相
場
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
御
紹
介
し
ま
し
た
が
、
通
貨

の
価
値
下
落
を
痛
い
ほ
ど
知
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

特
許
制
度
の
研
修
で
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
ど
う
世
話
に
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、「
登

録
し
た
特
許
の
資
料
を
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、「
こ
れ
は

発
行
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
買
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た

け
れ
ど
も
、
日
本
の
予
算
で
は
と
て
も
買
え
な
い
金
額

だ
っ
た
。
そ
の
事
情
を
話
す
と
、「
わ
か
っ
た
。
将
来
日

本
で
特
許
の
資
料
が
で
き
た
ら
、
た
だ
で
送
っ
て
く
れ
れ

ば
、
交
換
と
い
う
こ
と
で
あ
げ
る
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の

で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
の
は
、
最
初
の
頃
だ
け
で
す
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が
、
実
は
そ
ん
な
に
優
し
い
国
な
の
で
す
。
そ
れ
で
是
清

は
ア
メ
リ
カ
に
近
づ
い
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

ペ
ル
ー
の
銀
山
開
発
は
、
一
儲
け
し
よ
う
と
し
て
失
敗

し
た
山
師
の
よ
う
に
長
い
間
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
純
粋
な
気
持
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

日
露
戦
争
で
は
、
日
本
は
国
債
金
融
市
場
の
メ
ン
バ
ー

に
な
れ
ま
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
好
況
期
に
バ
ブ

ル
を
つ
く
っ
て
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
っ
た
是
清
は
、
そ
の
後

悔
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
金
融
恐
慌
の
火
消
し
を
し
た
の
で
、
こ
の
と
き

に
、「
是
清
が
い
れ
ば
何
と
か
な
る
」
と
い
う
気
持
ち
が

国
民
の
間
に
広
が
り
ま
す
。「
困
っ
た
と
き
の
ダ
ル
マ
」

で
す
。
そ
の
後
、
何
度
も
政
友
会
と
喧
嘩
し
て
政
党
人
で

も
な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
政
権
が
か
わ
ろ
う
と
、
軍
人

に
な
ろ
う
と
、
ず
っ
と
大
蔵
大
臣
を
務
め
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

井
上
準
之
助
も
是
清
も
、
同
じ
正
貨
問
題
に
取
り
組
ん

で
い
ま
し
た
。
見
方
を
少
し
変
え
れ
ば
、
方
策
が
す
ぐ
に

変
わ
る
よ
う
な
話
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
是

清
の
財
政
が
大
変
な
円
安
を
招
い
た
と
い
う
こ
と
は
覚
え

て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

是
清
は
、
前
田
正
名
譲
り
で
、
問
題
は
根
本
か
ら
解
決

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
根
本
問
題
を
見
据
え
て
デ
ー
タ

を
そ
ろ
え
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
も
し

生
き
て
い
た
ら
、「
積
極
財
政
を
や
り
な
さ
い
」
と
は
言

わ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、「
日
本
の
国
が
持
っ
て
い
る
根

本
的
な
問
題
に
も
う
少
し
目
を
向
け
た
ら
ど
う
だ
」
と
言

う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
話
は
以
上
で
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）

○
森
本
理
事
長　

板
谷
様
、
高
橋
是
清
の
多
岐
に
わ
た
る

事
績
を
要
領
よ
く
説
い
て
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
と
う
ご
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ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
様
か
ら
御
意
見
、
御
質
問
を
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
見
ま
す
と
、
今
の
状
況
の

方
が
は
る
か
に
日
銀
引
受
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
の
日

本
人
の
是
清
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
国
債
の
日
銀
引
受

や
積
極
財
政
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
歴
史
の
叙
述
に
何
か
問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

○
板
谷　

私
が
執
筆
し
た
本
の
ま
と
め
に
も
書
い
て
お
き

ま
し
た
が
、
是
清
に
対
す
る
評
価
は
随
分
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
検
討
さ
れ
た
論
文
が

日
銀
と
大
蔵
省
か
ら
出
て
、
是
清
が
日
銀
引
受
を
し
た
た

め
に
財
政
破
綻
し
た
、
し
か
も
軍
事
費
を
調
達
し
た
か

ら
、
日
本
は
不
幸
な
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
向
か
っ
て

い
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
は
非
常
に
低
い
評
価

で
し
た
。

　

そ
の
評
価
が
変
わ
っ
た
の
は
、
特
に
世
界
中
の
デ
ー
タ

が
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
四
○
年
頃
で
す
。
国
際

経
済
学
の
立
場
か
ら
、
一
九
三
〇
年
代
の
不
況
脱
出
は
日

本
が
一
番
早
か
っ
た
と
い
う
分
析
が
出
て
き
て
、
一
転
し

て
、
是
清
は
景
気
回
復
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
と
評
価

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
い
っ
た
論
文

は
、
先
ほ
ど
御
説
明
し
た
よ
う
な
、
極
端
な
円
安
の
影
響

が
し
っ
か
り
と
検
証
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
、
財
政
投
資

が
増
え
た
と
い
う
部
分
だ
け
で
評
価
さ
れ
て
い
る
面
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
是
清
が
見
直
さ
れ
て
き
た
中

で
、
今
度
は
リ
フ
レ
派
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
台
頭
し
て

き
ま
し
た
。
レ
ジ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
言
い
方
を
し

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
景
気
回
復
を
目
指
し
て
財
政
投
資
す

る
ぞ
、
マ
ネ
ー
を
増
や
す
ぞ
と
言
え
ば
、
イ
ン
フ
レ
が
起

こ
っ
て
景
気
が
よ
く
な
る
と
い
う
考
え
方
の
と
き
に
、

「
是
清
さ
え
い
れ
ば
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
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い
ま
す
。

○
質
問
者
Ａ　

今
日
的
な
文
脈
の
中
で
、
も
し
是
清
が
暗

殺
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
経
済
政
策
を
と
り
、

そ
の
結
果
、
何
か
歴
史
的
な
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

○
板
谷　

是
清
の
最
後
の
方
の
政
治
活
動
を
見
て
い
ま
す

と
、
青
息
吐
息
と
い
い
ま
す
か
、
か
な
り
消
耗
し
な
が
ら

軍
に
抵
抗
し
て
、
や
っ
と
予
算
を
通
し
て
い
る
状
態
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
是
清
が
も
し
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、

予
算
審
議
は
肉
体
的
に
耐
え
ら
ず
、
大
き
な
こ
と
を
成
し

遂
げ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
前
田
正

名
や
是
清
は
、
農
村
は
自
助
努
力
す
る
べ
き
と
い
う
考
え

方
が
根
本
に
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
二
・
二
六
事
件
を
決

起
し
た
青
年
将
校
は
、
農
村
の
困
窮
を
よ
そ
に
、
財
閥
と

結
託
し
て
一
部
の
金
持
ち
だ
け
が
い
い
思
い
を
し
て
い
る

点
を
不
満
に
思
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
一
人

が
是
清
だ
っ
た
の
で
す
。
赤
坂
に
あ
る
大
き
な
屋
敷
で
孫

た
ち
と
戯
れ
て
い
る
写
真
が
「
毎
日
グ
ラ
フ
」
に
載
っ
た

一
方
で
、
兵
隊
た
ち
の
故
郷
で
は
、
家
族
が
身
売
り
さ
れ

て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
、
恨
み
が
募
っ
た
の
も
自
然

な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
森
本
理
事
長　

御
本
を
拝
読
し
ま
す
と
、
是
清
は
、

も
っ
と
早
い
段
階
か
ら
、
例
え
ば
参
謀
本
部
廃
止
論
と

か
、
軍
部
の
独
走
に
は
相
当
な
異
論
を
公
に
し
て
い
て
、

そ
の
考
え
と
是
清
の
財
政
金
融
の
路
線
は
リ
ン
ク
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
軍
事
よ
り
も
民
間
経
済

優
先
と
い
う
是
清
の
考
え
は
、
当
時
の
日
本
を
覆
う
全
体

の
動
向
の
中
で
は
通
じ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

○
板
谷　
「
タ
イ
ム
ズ
」
を
読
ん
だ
り
し
て
世
界
情
勢
に

詳
し
か
っ
た
是
清
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
参
謀
本
部
を

持
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
軍
が
敗
れ
た
の
で
、
何
故
、
日
本
だ

け
が
敗
れ
た
国
の
制
度
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
基
本

的
な
疑
問
が
あ
り
ま
し
た
。
参
謀
本
部
と
す
れ
ば
、
陸
軍

官
僚
と
し
て
許
せ
る
話
で
は
な
い
の
で
、
組
織
防
衛
の
た
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め
に
潰
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
参
謀
本
部

廃
止
論
を
唱
え
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
。
山
縣
有
朋
な
ど

も
、
自
分
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
時
、
廃
止

を
考
え
た
よ
う
で
す
。

　

今
、
ロ
シ
ア
は
一
方
的
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
軍
事
侵
攻
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
国
民
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
を
支
持
し

て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
虚
構
の
ニ
ュ
ー
ス
の
中
に
生
き

て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
だ
け
は
な
く
、
ア
メ

リ
カ
も
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ロ
シ
ア
を

脅
か
し
た
と
い
う
話
を
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
本
当
に
信
じ

て
い
て
、
世
界
が
驚
愕
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ヴ
ァ
ン
ス
副

大
統
領
が
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
と
の
会
談
の
際
に
感
謝

す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
に
す

れ
ば
、
民
主
主
義
の
最
前
線
で
権
威
主
義
国
家
と
命
が
け

で
戦
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
の
に
、
頭
を
下
げ

ろ
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
見
て
い
た
世
界
中
が

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

　

ロ
シ
ア
と
国
境
を
接
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
か
ら
す
る

と
驚
き
の
世
界
で
す
が
、
現
実
に
今
、
一
定
の
ア
メ
リ
カ

国
民
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
を
支
持
し
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア

に
よ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
出
来
事
に
対
す
る
報
じ
方
が
異

な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

○
質
問
者
Ｂ　

是
清
が
特
許
制
度
を
法
案
と
し
て
出
そ
う

と
し
た
と
き
、
こ
ん
な
制
度
を
つ
く
っ
た
ら
日
本
の
製
造

業
は
だ
め
に
な
る
と
大
反
対
が
起
こ
っ
た
そ
う
で
す
。
当

時
の
日
本
の
製
造
業
の
レ
ベ
ル
は
、
戦
後
の
香
港
フ
ラ

ワ
ー
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
は
実
現
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
私
の
感
想
で
す
が
、
当
時
の
七
十
四
銀

行
は
絹
の
商
売
に
融
資
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
第
一
次
世
界

大
戦
後
、
絹
の
価
格
が
三
分
の
一
に
な
っ
て
、
一
九
二
〇

年
に
倒
産
し
ま
す
。
絹
は
横
浜
で
の
最
大
の
輸
出
品
目
で

す
か
ら
、
そ
の
倒
産
し
た
銀
行
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
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の
で
、
原
富
太
郎
が
一
九
二
〇
年
に
横
浜
興
信
銀
行
を
設

立
し
ま
し
た
。
当
時
、
是
清
は
、
七
十
四
銀
行
の
破
綻
に

伴
う
政
府
の
救
済
策
に
つ
い
て
反
対
す
る
の
で
す
が
、
原

富
太
郎
が
直
談
判
し
て
、
最
終
的
に
は
預
金
を
カ
ッ
ト
す

る
と
い
う
条
件
で
政
府
が
資
金
を
出
す
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
が
横
浜
銀
行
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
是
清
に

は
様
々
な
側
面
が
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
人
だ
な
と
思
い
ま

す
。

○
板
谷　

是
清
が
特
許
に
関
し
て
特
に
何
か
し
た
わ
け
で

は
な
く
て
、
日
本
の
産
業
が
進
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、

守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
が
出
て
き
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
多
く
の
国
で
、
物
真
似
を
し
て
そ
っ
く
り
な
製
品

を
作
っ
た
が
品
質
は
悪
か
っ
た
、
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
進
化
す
る
と
と
も
に
解
消
し
て
い
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
援
助
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
自

助
努
力
を
す
る
べ
き
と
い
う
前
田
正
名
の
影
響
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
農
業
製
品
に
対
し
て
は
厳
し
か
っ
た
よ
う

で
す
の
で
、
絹
も
そ
の
一
環
だ
と
思
い
ま
す
。

○
森
本
理
事
長　

本
日
の
「
資
本
市
場
を
考
え
る
会
」
は

以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

改
め
ま
し
て
、
板
谷
様
、
大
変
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）（

い
た
や　

と
し
ひ
こ
・
作
家
）

�

（
本
稿
は
、
令
和
七
年
六
月
九
日
に
開
催
し
た
講
演
会
で
の
要

旨
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
責
は
当
研
究
所
に
あ
る
。
）
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