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同
時
に
そ
の
よ
う
な
立
派
な
基
本
哲
理
が
確
立
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
力
強
く
具
現

し
て
い
く
為
政
者
を
は
じ
め
、
各
界
の
指
導
者
に
人
を
得
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
無

き
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、
天
然
資
源
に
は
恵
ま
れ
ぬ
わ
が
国
な
が

ら
、
人
材
資
源
は
ま
こ
と
に
質
の
高
い
豊
か
な
も
の
が
あ
る
。
ま
さ
に
人
材
、
と

り
わ
け
将
来
の
指
導
者
た
り
う
る
逸
材
の
開
発
と
育
成
こ
そ
、
多
く
の
難
題
を
有

し
た
わ
が
国
に
と
っ
て
、
緊
急
に
し
て
か
つ
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
真
に
国
家
国
民
を
愛
し
、
二
十
一
世
紀

の
日
本
を
良
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
有
為
の
青
年
を
募
り
、
彼
ら
に
研
修
の
場
を

提
供
し
、
国
家
経
営
の
基
本
哲
理
を
探
求
し
つ
つ
、
実
社
会
生
活
の
体
験
を
中
心

と
し
た
各
種
の
適
切
な
研
修
を
実
施
す
る
た
め
の
、
松
下
政
経
塾
の
設
立
を
決
意

し
た
。

こ
の
政
経
塾
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
逸
材
が
そ
の
研
修
を
通
じ
て
、
人
間
と

は
何
か
、
天
地
自
然
の
理
と
は
何
か
、
日
本
の
伝
統
精
神
と
は
何
か
な
ど
、
基
本

的
な
哲
理
を
考
察
、
研
究
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
大
本
と
な
る
べ
き
国
家
経
営

の
理
念
や
企
業
経
営
の
理
念
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
探
求
確
立
し
、
も
っ
て
政
治
、
経
済
、

教
育
を
は
じ
め
、
日
々
の
社
会
活
動
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
、
社
会
体
験
の
中

か
ら
幅
広
く
総
合
的
に
自
得
し
、
併
せ
て
強
い
信
念
と
責
任
感
、
力
強
い
実
行
力

を
体
得
す
る
ま
で
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
研
修
に
よ
っ
て
、
正
し
い
社
会
良
識
と
必
要
な
理
念
、
並
び

に
経
営
の
要
諦
を
体
得
し
た
青
年
が
、
将
来
、
真
の
為
政
者
と
し
て
、
あ
る
い
は

企
業
経
営
者
な
ど
各
界
の
指
導
者
と
し
て
、
日
本
を
背
負
っ
て
い
く
と
き
、
そ
こ

に
真
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
へ
の
力
強
い
道
が
開
け
て
く
る
と
と
も
に
、
世
界
各

国
に
対
し
て
も
真
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
松
下
政
経
塾
が
、
広
く
国
家
国
民
の
期
待
に
十
分
に
応
え
、
積
極

的
か
つ
恒
常
的
に
活
動
し
て
い
く
た
め
に
も
、
公
共
的
機
関
と
し
て
運
営
推
進
す

る
の
が
肝
要
と
思
う
。
よ
っ
て
こ
こ
に
、
財
団
法
人
松
下
政
経
塾
を
発
足
さ
せ
る

次
第
で
あ
る
」（
こ
の
趣
意
書
は
後
に
若
干
整
理
さ
れ
短
く
な
っ
て
い
る
。）

引
き
続
い
て
塾
生
募
集
要
項
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

こ
と
で
あ
っ
た
。

塾
生
は
全
国
か
ら
募
集
し
、
応
募
資
格
は
、
①
そ
の
年
の
大
学
卒
業
予
定
者
、

②
大
学
院
在
学
ま
た
修
了
予
定
者
、
③
大
学
卒
業
後
三
年
未
満
の
社
会
実
務
経
験

者
、
④
高
卒
者
で
三
年
以
上
、
五
年
未
満
の
社
会
実
務
経
験
者
な
ど
。

年
齢
は
、
学
歴
、
職
業
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
二
十
五
歳
以
下
と
し
、
特
別
優
秀

な
者
は
二
十
八
歳
ま
で
認
め
る
。
研
修
年
限
は
五
年
間
で
、
原
則
と
し
て
全
寮
制

で
あ
る
。
そ
し
て
、
研
修
の
特
徴
は
、
自
分
の
問
題
意
識
を
も
と
に
実
践
的
、
体

験
的
に
学
ぶ
「
自
修
自
得
」
で
あ
る
。

五
年
間
の
研
修
期
間
終
了
後
、
塾
生
は
修
了
考
査
の
結
果
及
び
本
人
の
希
望
に

従
い
、
政
治
家
、
研
究
者
、
事
業
家
と
し
て
進
む
。
政
治
家
を
希
望
す
る
塾
生
は
、

中
央
ま
た
は
地
方
の
議
会
に
、
本
人
の
希
望
す
る
政
党
か
ら
、
も
し
く
は
無
所
属

で
立
候
補
す
る
（
こ
の
募
集
要
項
は
、
現
在
年
齢
は
三
十
五
歳
以
下
、
研
修
年
限

は
三
年
間
等
に
変
更
さ
れ
て
い
る
）。

「
ど
う
い
う
動
機
で
そ
れ
を
考
え
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
三
十
数
年
前

に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
終
戦
直
後
、
社
会
が
非
常
に
混
乱
し
、
ま
た

松
下
電
器
も
復
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
窮
状

の
中
で
こ
う
い
う
姿
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
運
動
を
開
始
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
と
き
の
状
態
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
果
た
し
て
こ

れ
が
人
間
の
ほ
ん
と
う
の
姿
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
れ
が
人
間
の
一
面
の

姿
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
あ
ま
り
に
も
悲
惨
で
は
な
い
か
。
い
や
人

間
に
は
原
則
と
し
て
繁
栄
・
平
和
・
幸
福
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
人
間
が
長
い
間
求
め
て
き
た
も
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
だ
か
ら
だ
と
、
ま
あ

私
は
私
な
り
に
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
の
思
い
、
そ
の
と
き
の
窮
状

を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
塾
設
立
の
動
機
で

松
下
政
経
塾
へ
の
熱
い
願
い

何
か
と
皆
さ
ん
の
お
教
え
を
乞
い
た
い
と
か
よ
う
に
考
え
ま
し
て
、
お
集
ま
り
い

た
だ
い
た
よ
う
な
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
く
ど
く
ど
申
し
上
げ
る
よ
り
も
、
書
い
た
も
の
を
読
み
ま
し
た
ら
、
だ

い
た
い
お
分
か
り
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
。
で
、
後
で
皆
さ
ん
の
ご
質
問
も
頂
戴

い
た
し
ま
し
て
、
個
々
に
お
答
え
し
た
い
と
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」

「
財
団
法
人
松
下
政
経
塾
設
立
趣
意
書
」
の
内
容
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

「
わ
が
国
は
、
終
戦
後
、
経
済
を
中
心
と
し
て
目
を
見
張
る
ほ
ど
の
急
速
な
復

興
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
し
て
今
や
一
面
に
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
ま

で
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
現
状
は
ま
だ
ま
だ
決
し
て

理
想
的
な
姿
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
昨
今
は
、
そ
の
経
済
面

に
お
い
て
も
、
不
況
、
円
高
を
は
じ
め
、
幾
多
の
難
問
に
直
面
し
、
低
迷
の
様
相

を
呈
し
て
お
り
、
国
民
の
多
く
は
雇
用
や
生
活
の
不
安
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
青
少
年
の
非
行
や
犯
罪
の
増
加
を
は
じ
め
、
食
糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
長
期
安
定
確
保
の
問
題
、
高
率
な
税
金
の
問
題
、
調
和
あ
る
人
間
教
育
の
欠
如
、

あ
る
い
は
思
想
や
道
義
、
道
徳
の
混
迷
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
挙
げ
る
と
、
物
的
繁
栄

の
裏
側
で
は
、
か
え
っ
て
社
会
各
般
に
わ
た
っ
て
、
矛
盾
、
不
調
和
、
非
能
率
が

日
一
日
と
深
ま
り
、
国
民
の
精
神
は
ま
す
ま
す
混
乱
に
陥
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
因
は
、
個
々
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
大

本
と
な
る
べ
き
国
家
経
営
の
基
本
理
念
に
、
い
さ
さ
か
欠
け
る
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
正
し
く
明
確
な
国
家
経
営
の
基
本
哲
理
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら

力
強
い
政
治
が
生
ま
れ
、
そ
の
上
に
国
民
の
経
済
活
動
、
社
会
生
活
も
安
心
し
て

営
む
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
国
民
の
平
和
、
幸
福
、
国
家
の
安
定
、
発
展
も
も

た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
の
国
の
姿
を
よ
り
良
き
も
の
に
高
め
、
進
ん
で
は
国
家
百

年
の
安
泰
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
国
家
国
民
の
物
心
一
如
の
真
の
繁
栄
を
目

指
す
基
本
哲
理
を
探
求
し
て
い
く
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

松
下
幸
之
助
は
昭
和
五
十
三
年
九
月
十
二
日
、
大
阪
北
区
の
電
子
会
館
で
松
下

電
工
会
長
丹
羽
正
治
氏
（
当
時
）
と
と
も
に
久
々
に
記
者
会
見
を
行
な
い
、
二
十

一
世
紀
の
日
本
を
担
う
政
治
家
や
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、
神
奈
川
県
茅
ヶ

崎
市
に
私
財
七
十
億
円
を
投
じ
て
、
財
団
法
人
「
松
下
政
経
塾
」
を
設
立
す
る
こ

と
を
発
表
し
た
。
八
十
三
歳
の
と
き
で
あ
る
。

「
か
ね
て
よ
り
私
個
人
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
は

そ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か

と
い
い
ま
す
と
、
一
言
で
い
う
と
人
材
の
養
成
機
関
『
松
下
政
経
塾
』
を
つ
く
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
今
日
は
皆
さ
ん
に
ご
披
露
も
う
し
あ
げ
て
、

�
な
ぜ
松
下
政
経
塾
を
設
立
す
る
の
か P

H
P
総
合
研
究
所
取
締
役

第
一
研
究
本
部
長

谷
口
全
平

松
下
幸
之
助
と
政
治

�
政
経
塾
は
三
十
数
年
前
か
ら
の
私
の
念
願
の
結
晶
で
あ
る

たにぐち・ぜんぺい
昭和15年、京都市生まれ。39年4月、慶應義塾大学経済学部卒業。同年11月、ＰＨＰ総合研
究所に入所。出版部長、『ＰＨＰ』編集長を経て、58年、松下幸之助の経営観、世界観を研究
する研究部長。著書に『松下幸之助 運を開く言葉』（ＰＨＰ研究所）がある。

本文＿責  99.10.14 15:00  ページ 56



59 58

な
い
。
松
下
が
、
も
ち
ろ
ん
政
治
啓
発
運
動
も
必
要
だ
け
れ
ど
、
や
は
り
国
を
動

か
す
良
識
あ
る
政
治
家
、
指
導
者
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
の
は
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

昭
和
四
十
年
の
秋
、
松
下
は
新
幹
線
の
中
で
秘
書
に
、「
政
治
家
養
成
塾
」
を

つ
く
り
た
い
と
打
ち
明
け
、
つ
い
て
は
そ
の
趣
意
書
を
作
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
政
治
家
は
、
官
僚
出
身
か
労
働
組
合
出
身
か
、
あ
る
い
は

名
前
の
よ
く
知
れ
た
タ
レ
ン
ト
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
こ
れ
だ
け
で

よ
い
の
か
。
も
っ
と
最
初
か
ら
理
想
を
持
っ
て
政
治
家
を
め
ざ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

実
体
験
を
重
ね
て
人
間
や
社
会
と
い
う
も
の
を
よ
く
知
っ
た
見
識
あ
る
人
物
が
政

界
に
出
て
い
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

松
下
は
何
か
大
き
な
こ
と
を
実
行
す
る
と
き
に
決
し
て
無
理
は
し
な
か
っ
た
。

実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
親
し
い
人
た

ち
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め

た
。
そ
し
て
、
賛
同
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば

ま
だ
時
期
尚
早
と
思
い
止
ま
っ
た
。
こ
の

と
き
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
あ
る

会
合
で
、
作
り
上
げ
た
政
治
家
養
成
塾
の

趣
意
書
を
読
み
上
げ
、
意
見
を
問
う
て
い

る
。
そ
の
と
き
そ
の
会
に
出
席
し
て
い
た

人
た
ち
か
ら
、「
松
下
さ
ん
、
そ
れ
は
止

め
た
ほ
う
が
よ
い
。
政
治
に
手
を
出
し
て

は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
、
計
画
を
保
留

し
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
政
治
家
養
成
塾
を
思
い
立

た
せ
た
一
つ
の
要
因
は
、
山
陽
特
殊
鋼
の

倒
産
や
山
一
證
券
の
経
営
危
機
等
を
招
い
た
昭
和
三
十
九
年
か
ら
四
十
年
に
か
け

て
の
不
況
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
戦
後
、
だ
ん
だ
ん
と
政
府
の
力
が
大
き
く

な
り
、
経
済
活
動
ま
で
を
規
制
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
景

気
不
景
気
も
、
も
は
や
経
済
人
の
力
だ
け
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
よ
う
に
な

っ
て
、
松
下
は
、「
今
日
の
不
況
は
政
治
不
況
の
様
相
を
呈
し
始
め
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
感
じ
取
り
、
今
の
う
ち
に
見
識
あ
る
国
家
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
な

け
れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
機
感
を
持
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。い

っ
た
ん
は
計
画
を
保
留
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
政
界
の
黒
い
霧
事
件
、
共

和
製
糖
事
件
、
あ
る
い
は
東
大
の
安
田
講
堂
事
件
等
々
、
次
々
に
起
こ
る
事
件
に
、

政
治
に
対
し
不
安
と
不
信
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
つ
ど
、「
何
と
か
し
な
け

れ
ば
」
の
思
い
か
ら
、
政
治
家
養
成
塾
の
構
想
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ま
た
そ
の
つ
ど
誰
か
に
意
見
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
八
年
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が
日
本
を
襲
っ
た
。
経
済
は
深
刻
な
不
況
に

陥
っ
て
、
国
家
も
企
業
も
総
赤
字
と
な
り
、
破
滅
の
淵ふ
ち

に
追
い
や
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
松
下
は
そ
の
状
況
を
憂
え
、『
崩
れ
ゆ
く
日
本
を
ど
う
救
う
か
』
を
緊
急
出

版
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の
政
治
、
日
本
の
社
会
に
警
告
を
発
し
、
具
体
的
な
改

革
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
書
籍
の
帯
に
こ
の
よ
う
な
コ
ピ
ー
を

入
れ
て
い
る
。

「
物
価
は
千
倍
、
賃
金
は
千
三
百
倍
、
だ
が
国
費
は
実
に
一
万
三
千
倍
。（
昭
和

十
年
基
準
）

な
ぜ
政
治
に
こ
ん
な
に
金
が
か
か
る
の
か
。
こ
の
ま
ま
の
姿
勢
を
政
治
が
と
り

続
け
、
根
本
的
な
改
革
を
断
行
し
な
け
れ
ば
、
た
と
え
お
互
い
の
決
意
と
努
力
で

物
価
を
現
状
の
ま
ま
で
維
持
で
き
た
と
し
て
も
、
国
費
は
二
万
倍
、
三
万
倍
と
増

え
続
け
、
ほ
ど
な
く
、
日
本
は
ゆ
き
づ
ま
り
崩
れ
去
る
だ
ろ
う
」

松
下
は
政
治
を
「
統
治
（
ガ
バ
メ
ン
ト
）」
で
は
な
く
、「
経
営
（
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
）」
と
捉と
ら

え
て
い
た
が
、
あ
ま
り
に
も
ロ
ス
の
多
い
や
り
方
に
我
慢
が
な
ら
な

あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
塾
設
立
は
決
し
て
一
朝
一
夕
に
考
え
た
も

の
で
は
な
く
、
三
十
数
年
前
の
私
の
念
願
の
結
晶
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」

松
下
は
、
塾
長
に
は
自
分
が
就
任
し
、
副
塾
長
を
丹
羽
正
治
氏
に
お
願
い
し
了

承
を
得
た
む
ね
述
べ
、
そ
の
後
、
記
者
の
人
た
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
受
け

た
。「
今
の
政
治
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
い
ま
の

日
本
の
政
治
に
は
多
く
の
改
良
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、

代
議
士
の
数
一
つ
と
っ
て
も
多
過
ぎ
る
。『
船
頭
多
く
し
て
船
山
に
登
る
』
と
い

う
状
態
で
、
非
常
に
ム
ダ
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
日
本
は
、
ほ
ぼ
一
言
語
、
一

民
族
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
多
民
族
国
家
と
比
べ
れ
ば
も
っ
と
も
っ
と
効
率
の
よ
い

政
治
が
で
き
て
し
か
る
べ
き
だ
」
と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
愛
の
な
い
政
治
、
慈
悲
の
な
い
政
治
は
ダ
メ
で
す
。
い
ま
の
政
治
に
は
ど
う
も

そ
の
愛
な
り
慈
悲
が
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
二
十
一
世
紀
の
日
本

は
…
…
と
思
う
と
、
や
は
り
こ
う
し
た
人
材
を
養
成
す
る
機
関
は
必
要
で
は
な
い

か
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
丹
羽
氏
も
横
か
ら
、「
こ
れ
は
松
下
相
談
役
の
止
む

に
止
ま
れ
ぬ
思
い
か
ら
な
の
だ
」
と
補
足
し
た
。
結
局
、
そ
の
日
の
記
者
会
見
は

一
時
間
半
以
上
に
も
及
ん
だ
。

松
下
幸
之
助
が
政
治
や
社
会
に
対
し
て
発
言
を
始
め
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
は
、
一
般
の
国
民
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
松
下
も
、

産
業
人
は
産
業
人
と
し
て
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
精
一
杯
取
り
組
み
、
政
治
、
国
家

の
こ
と
は
政
府
や
政
治
家
に
任
せ
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
が
敗
戦
で
あ
っ
た
。
社
会
は
混
乱
し
、
国
民
は
食
べ
る
に

食
糧
が
な
く
、
住
む
に
家
が
な
い
と
い
う
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
。
こ
う
し
た
状

況
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
ま
た
自
分
自
身
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
か

ら
公
職
追
放
や
財
閥
家
族
の
指
定
な
ど
七
つ
の
制
限
を
課
せ
ら
れ
身
動
き
の
と
れ

な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
、
公
憤
を
覚
え
る
こ
と
と
な
る
。

〝
国
民
活
動
す
べ
て
に
影
響
を
及
ぼ
す
政
治
が
安
定
し
、
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
、

ま
と
も
な
企
業
活
動
も
で
き
な
い
し
、
国
民
の
幸
せ
も
な
い
。
政
治
を
し
っ
か
り

し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
産
業
人
と
い
え
ど
も
、
一
国
民
と
し
て
政
治
に
対
し

て
提
言
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
国
民
に
は

「
片
手
に
ソ
ロ
バ
ン
片
手
に
政
治
」
と
い
う
気
持
ち
が
必
要
だ
〞

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
動
機
の

一
つ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
松
下
は
、
人
間
の
本
質
と
そ
の
本
質
に
則
の
っ
と

っ
た
社
会
の

あ
る
べ
き
姿
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
こ
と
な
ら
国
民
運
動
を
起
こ
し
て
、

よ
り
よ
い
日
本
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
設
立
以
降
そ

の
年
末
ま
で
に
四
十
数
回
、
翌
年
の
昭
和
二
十
二
年
に
は
二
百
四
十
回
ほ
ど
の
講

演
や
懇
談
を
重
ね
、
み
ず
か
ら
の
思
い
、
願
い
を
懸
命
に
訴
え
て
い
る
。

し
か
し
、
昭
和
二
十
五
年
に
な
っ
て
、
松
下
と
松
下
電
器
に
課
せ
ら
れ
て
い
た

制
限
が
解
け
、
日
本
の
復
興
の
た
め
に
も
会
社
の
経
営
に
打
ち
込
ま
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
活
動
を
縮
小
し
て
い
っ
た
。
同
年
七
月
に
行
な
わ
れ
た
松
下

電
器
の
緊
急
経
営
方
針
発
表
会
で
、「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
運
動
を
外
部
に
呼
び
か
け
る
こ
と

を
止
め
に
し
た
」
と
、
経
営
に
専
念
す
る
こ
と
を
幹
部
社
員
に
宣
言
し
て
い
る
。

し
か
し
、
松
下
の
政
治
に
対
す
る
思
い
は
変
わ
ら
ず
、
そ
の
二
年
後
、
知
識
人
、

経
済
人
を
糾
合
し
、
関
西
と
関
東
で
、
新
し
い
政
治
啓
発
活
動
、
新
政
治
経
済
研

究
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
誌
の
本
年
春
季
号

で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
）。

こ
の
活
動
は
、
一
言
で
言
え
ば
、「
真
の
民
主
主
義
を
日
本
に
根
つ
か
せ
る
運

動
」
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
一
月
よ
り
四
月
ま
で
三
カ
月
間
、
初
め
て
ア
メ

リ
カ
を
視
察
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
い
る
、
民
主
主

義
こ
そ
繁
栄
主
義
で
あ
る
」
と
感
じ
取
り
、
日
本
に
も
真
の
民
主
主
義
を
早
急
に

根
つ
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
松
下
は
こ
の
運
動
に
数
年
間
は

力
を
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
世
の
中
は
な
か
な
か
い
い
方
向
に
動
か
な
い
。
政

治
家
は
相
変
わ
ら
ず
派
閥
抗
争
に
明
け
暮
れ
、
汚
職
と
疑
獄
事
件
が
あ
と
を
た
た

�
政
治
が
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
人
々
の
幸
せ
も
な
い

�
松
下
政
経
塾
へ
の
執
念

入塾式で挨拶する松下幸之助
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年
、
卒
業
生
の
う
ち
政
治
家
志
望
者
が
十
五
、
六
人
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
十
五
年

で
二
百
五
十
人
。
十
人
に
一
人
当
選
と
勘
定
す
れ
ば
…
…
。
そ
う
な
れ
ば
今
の
新

自
由
ク
ラ
ブ
よ
り
多
く
な
り
ま
す
な
。
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ん
が
…
…
」

と
答
え
て
い
る
。

い
ま
塾
出
身
の
国
会
議
員
は
十
六
人
を
数
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ

の
場
で
大
い
に
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
松
下
が
頭
に
描
い
て
い
た
姿
に
も
近

づ
い
て
き
た
。

今
日
の
危
機
的
状
況
を
考
え
る
と
き
、
も
は
や
現
状
を
手
直
し
す
る
と
い
っ
た

小
手
先
の
発
想
で
は
改
革
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
松
下
は
、「
も

う
い
っ
ぺ
ん
ど
こ
か
の
国
に
占
領
し
て
も
ら
っ
て
、
改
革
を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
し
よ
う
が
な
い
の
か
」
と
嘆
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
を
白
紙
に
戻
し

て
、
ま
さ
に
「
何
が
正
し
い
か
」「
何
を
今
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う

視
点
か
ら
の
抜
本
的
な
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き

に
、
過
去
の
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
た
人
た
ち
に
そ
の
こ
と
が
で
き
得
る
だ
ろ
う

か
。
国
民
も
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
き
て
い
る
の
か
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が

時
代
の
風
向
き
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
政
経
塾
出
身
者
に
と
っ
て

力
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
が

来
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
十
一
世
紀
ま
で
あ
と
一
年
余
、
そ
の
と
き

松
下
の
理
想
を
受
け
継
い
で
、
ど
の
よ
う
な
人

が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
政
治
家
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
世
紀
に
、
日
本

が
世
界
の
国
々
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
、
頼
り
に
さ

れ
る
国
家
に
な
る
た
め
に
も
、
一
丸
と
な
っ
て

抜
本
的
改
革
へ
の
指
導
力
を
発
揮
し
て
ほ
し
い

も
の
で
あ
る
。

か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
五
十
一
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
上

院
か
ら
火
が
点
い
た
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
で
国
会

は
空
転
し
、
政
治
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
松
下

は
、「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
も
追
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
何

か
問
題
が
起
こ
っ
て
右
往
左
往
す
る
の
は
、
国
家
経
営
の
基
本
理
念
を
は
っ
き
り

持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
」
と
腹
立
た
し
い
思
い
で
あ
っ
た
。

同
年
十
一
月
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
創
設
三
十
周
年
の
記
念
出
版
と
し
て
、『
私
の

夢
･
日
本
の
夢
21
世
紀
の
日
本
』
を
発
表
、
壮
大
な
二
十
一
世
紀
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
、
混
迷
す
る
日
本
に
提
示
し
た
。
松
下
は
、
こ
れ
は
単
な
る
夢
物
語
で
は
な
い
、

こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
向
か
っ
て
、
政
治
家
を
中
心
に
国
民
一
丸
と
な
っ
て
力
を
合
わ

せ
れ
ば
、
必
ず
輝
か
し
い
未
来
が
ひ
ら
け
て
く
る
、
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
、
政
治
家
養
成
塾
の
構
想
を
何
人
か
の
人
に
相
談
し
た
と
き
に
は
、

時
代
が
要
求
し
て
い
た
の
か
、
松
下
の
飽
く
な
き
執
念
に
ほ
だ
さ
れ
た
の
か
、
も

は
や
反
対
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

松
下
は
、
ま
だ
二
十
代
の
若
き
日
、
富
士
の
す
そ
野
の
広
大
な
土
地
に
工
場
と

学
校
を
建
設
し
て
、
物
の
生
産
と
教
育
を
同
時
に
行
な
う
こ
と
を
夢
見
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
富
士
山
の
見
え
る
湘
南
地
方
に
松
下
政
経
塾
を
設
立
、
昭
和
五
十
五

年
四
月
一
日
の
開
塾
式
に
は
、
健
康
が
優
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
何

と
し
て
で
も
出
る
」
と
言
っ
て
出
席
し
た
。
そ
し
て
入
塾
生
に
、「
こ
の
五
年
間

で
、
か
り
に
卒
業
し
て
、
す
ぐ
に
文
部
大
臣
な
ら
文
部
大
臣
を
や
れ
と
言
わ
れ
て

も
、
そ
れ
を
や
れ
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
見
識
を
養
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
く
ら
い
の

こ
と
は
十
分
で
き
る
は
ず
だ
」
と
訴
え
た
。
ま
た
、
寮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
は

み
ず
か
ら
心
を
込
め
て
書
い
た
「
大
忍
」
の
色
紙
を
飾
っ
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
、

「
大
き
な
志
を
持
て
ば
大
き
な
忍
耐
が
求
め
ら
れ
る
。
大
き
く
忍
び
、
大
い
に
忍

ん
で
大
志
を
遂
げ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
松
下
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

平
成
元
年
四
月
二
十
七
日
午
前
十
時
六
分
、
松
下
幸
之
助
は
九
十
四
年
の
生
涯

を
閉
じ
た
。
卒
塾
者
は
志
を
継
ぐ
決
意
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
同
年
六

月
一
日
発
行
『
松
下
政
経
塾
報
』）

「
理
想
的
な
政
治
と
い
う
も
の
は
、『
国
民
に
平
和
で
豊
か
な
生
活
を
保
障
し
つ

つ
、
国
家
財
政
も
健
全
に
す
る
』
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
甚
だ
難
し
い
こ
と
で
す

が
、
一
歩
で
も
近
づ
け
る
事
に
生
涯
を
か
け
る
つ
も
り
で
す
」（
五
期
生
・
高
市

早
苗
・
そ
の
年
の
春
卒
塾
、
当
時
政
治
家
志
望
、
現
衆
議
院
議
員
）

「
松
下
塾
主
か
ら
学
ん
だ
こ
と
も
、
と
く
に
『
こ
の
こ
と
』
と
い
う
わ
け
で
な

く
、
で
き
る
だ
け
大
き
く
、
機
に
応
じ
て
塾
主
の
知
恵
を
活
用
で
き
る
よ
う
努
力

し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
よ
り
も
塾
主
が
政
経
塾
を
創
設
し
た
背
景
に
は
、

現
状
の
政
治
に
満
足
で
き
な
い
で
新
し
い
形
の
改
革
･
革
新
が
必
要
と
の
認
識
が

あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
現
状
に
満
足
せ
ず
、
い
つ
も
新
し
い
可
能
性
を

求
め
る
姿
勢
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
」（
一
期
生
・
小
野
晋
也
・
当
時
愛
媛

県
議
会
議
員
、
現
衆
議
院
議
員
）

「
塾
主
と
の
お
別
れ
と
自
分
自
身
の
気
持
ち
の
整
理
を
す
る
た
め
に
、
妻
を
伴

っ
て
大
阪
で
の
密
葬
に
参
加
し
ま
し
た
。
葬
儀
の
列
の
中
、
塾
主
の
理
想
を
実
現

す
る
た
め
に
は
日
本
人
の
意
識
改
革
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
改
め
て
考

え
て
い
る
と
、『
そ
ん
な
に
焦
っ
て
、
き
ば
り
な
は
ん
な
。
体
に
気
い
つ
け
て
、

し
っ
か
り
お
や
り
』
と
い
う
塾
主
の
励
ま
し
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
」

（
二
期
生
・
長
濱
博
之
・
当
時
長
濱
工
業
取
締
役
業
務
部
長
、
前
衆
議
院
議
員
、

現
在
政
治
活
動
を
展
開
中
）

松
下
は
、
政
経
塾
が
ス
タ
ー
ト
し
て
一
年
た
っ
た
と
き
、
新
聞
記
者
に
「
二
十

一
世
紀
の
初
め
に
政
経
塾
の
卒
業
生
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
」

と
問
わ
れ
て
、「
二
十
五
人
ぐ
ら
い
の
国
会
議
員
が
当
選
し
て
い
ま
っ
し
ゃ
ろ
。
毎

�
理
想
の
政
治
を
め
ざ
し
て

松下の願いが込められた揮毫

塾生との語らいのひと時

塾
是
（
建
塾
の
精
神
）

真
に
国
家
と
国
民
を
愛
し
、
新
し
い
人
間
観
に
基
づ
く
政
治
・
経
営

の
理
念
を
探
求
し
、
人
類
の
繁
栄
幸
福
と
、
世
界
の
平
和
に
貢
献
し

よ
う

塾
訓
（
基
本
の
心
構
え
）

素
直
な
心
で
衆
知
を
集
め
、
自
修
自
得
で
事
の
本
質
を
究
め
、
日
に
新

た
な
生
成
発
展
の
道
を
求
め
よ
う

五
誓
（
日
常
の
行
動
指
針
）

一
、
素
志
貫
徹
の
事

常
に
志
を
抱
き
つ
つ
懸
命
に
為
す
べ
き
を
為
す
な
ら
ば
、
い
か
な
る
困
難
に
出

会
う
と
も
道
は
必
ず
開
け
て
く
る
。
成
功
の
要
諦
は
、
成
功
す
る
ま
で
続
け
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
、
自
主
自
立
の
事

他
を
頼
り
人
を
あ
て
に
し
て
い
て
は
事
は
進
ま
な
い
。
自
ら
の
力
で
、
自
ら
の

足
で
歩
い
て
こ
そ
他
の
共
鳴
も
得
ら
れ
、
知
恵
も
力
も
集
ま
っ
て
良
き
成
果
が

も
た
ら
さ
れ
る
。

一
、
万
事
研
修
の
事

見
る
も
の
聞
く
こ
と
す
べ
て
に
学
び
、
一
切
の
体
験
を
研
修
と
受
け
と
め
て
勤

し
む
と
こ
ろ
に
真
の
向
上
が
あ
る
。
心
し
て
見
れ
ば
、
万
物
こ
と
ご
と
く
我
が

師
と
な
る
。

一
、
先
駆
開
拓
の
事

既
成
に
と
ら
わ
れ
ず
、
た
え
ず
創
造
し
開
拓
し
て
い
く
姿
に
、
日
本
と
世
界
の

未
来
が
あ
る
。
時
代
に
先
が
け
て
進
む
者
こ
そ
、
新
た
な
歴
史
の
扉
を
開
く
も

の
で
あ
る
。

一
、
感
謝
協
力
の
事

い
か
な
る
人
材
が
集
う
と
も
、
和
が
な
け
れ
ば
成
果
は
得
ら
れ
な
い
。
常
に
感

謝
の
心
を
抱
い
て
互
い
に
協
力
し
あ
っ
て
こ
そ
、
信
頼
が
培
わ
れ
、
真
の
発
展

も
生
ま
れ
て
く
る
。
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