
　
　
　
　
　
地
金
論
争
に
お
け
る
ブ
レ
エ
ク
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
政
府
支
出
効
果
の
反
古
典
派
的
考
察
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峰
　
　
本
　
　
峠
　
　
子

　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
し
が
き

　
政
府
支
出
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
の
態
度
は
、
今
日
な
お
こ
の
問
題
の
透
撤
し
た
研
究
の
障
碍
に
な
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
古
典
派
の
時
代
で
さ
え
も
彼
等
の
財
政
に
関
す
る
見
解
は
当
時
の
真
理
を
正
確
に
解
釈
せ
ず
、
十
八
、
九
世
紀
を

通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
公
債
史
は
、
公
債
増
加
の
経
済
効
果
に
関
す
る
彼
等
の
誤
謬
を
繰
り
返
し
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ケ
イ
ン
ズ
(
J
.
M
.

K
e
y
n
e
s
)
の
偉
大
な
功
績
の
一
つ
は
、
非
正
統
派
的
と
い
わ
れ
た
著
作
者
の
健
全
性
を
み
と
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が

信
頼
し
た
マ
ル
サ
ス
(
T
.
R
.
M
a
l
t
h
u
s
)
は
、
一
国
の
富
と
発
展
と
に
と
っ
て
、
年
生
産
物
に
対
す
る
適
度
の
需
要
が
大
切
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
公
債
に
関
し
て
も
近
代
的
な
見
解
に
近
接
す
る
独
創
的
な
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
エ
ク
(
W
i
l
l
i
a
m

B
l
a
k
e
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
銀
行
制
限
時
代
に
、
議
論
の
中
心
を
な
し
た
金
地
金
の

　
　
　
　
地
金
論
争
に
お
け
る
ブ
レ
エ
ク
の
立
場
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高
値
、
為
替
相
場
の
逆
調
、
国
内
価
格
の
騰
貴
と
い
う
三
つ
の
主
要
な
変
動
の
原
因
を
、
主
と
し
て
政
府
支
出
の
も
た
ら
し
た
諸
効

果
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
エ
ク
の
「
現
金
支
払
制
限
時
期
に
お
け
る
政
府
支
出
効
果
に
関
す
る
諸
考
察
」
(
W
i
l
l
i
a
m

B
l
a
h
e
,

O
h
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s

o
n

t
h
e

E
f
f
e
c
t
s

p
r
o
d
u
c
e
d

h
y
t
h
e
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e

o
f

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
｡

d
u
r
i
n
g

t
h
e

R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n

o
f

C
a
s
h

p
a
y
m
e
n
t
s
｡

1
8
2
3
｡
)
を
通
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
銀
行
制
限
時
に
お
け
る
政
府
の
内
外
支
出
効
果
に
つ
い
て
、
財
政
政
策
の

基
礎
と
も
な
る
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
古
典
派
と
異
っ
た
ブ
レ
エ
ク
の
考
え
方
を
吟
味
し
、
当
時
の
諸
問
題
の
解
決
と
し
て
地
金
主

義
に
反
対
す
る
ブ
レ
エ
ク
の
。
ユ
ー
ク
な
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

　
ブ
レ
エ
ク
の
こ
の
著
書
に
対
し
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
(
D
a
v
i
d

R
i
c
a
r
d
o
)
　
と
ミ
ル
(
J
.
S
.

M
i
l
l
)
の
批
判
か
あ
る
。
実
は
、
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

レ
エ
ク
に
は
、
こ
の
著
書
公
刊
以
前
に
外
国
為
替
に
関
す
る
有
名
な
著
書
が
あ
り
、
前
著
に
よ
っ
て
、
堅
実
な
地
金
論
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
ブ
レ
エ
ク
に
よ
る
こ
の
第
二
の
著
書
は
、
正
統
学
派
に
よ
っ
て
驚
愕
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
リ
カ
ア
ド
オ
も
次
の
よ

う
に
ブ
レ
エ
ク
を
批
判
し
て
い
る
。
「
ブ
レ
エ
ク
は
、
一
八
一
○
年
に
地
金
問
題
に
関
し
て
発
表
さ
れ
た
二
、
三
の
す
ぐ
れ
た
小
冊

子
の
著
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
度
の
彼
の
著
書
を
相
当
な
興
味
を
も
っ
て
ひ
も
と
い
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
彼
の
叙
述
の
明
白
さ
に
同
じ
よ
う
な
才
能
の
ひ
ら
め
き
を
見
た
け
れ
ど
も
、
正
直
い
っ
て
失
望
と
遺
憾
を
も
っ
て
通
読
し
た
」
。

ブ
レ
エ
ク
は
、
前
述
の
如
く
戦
時
に
支
出
さ
れ
た
多
額
の
政
府
支
出
が
、
当
時
の
議
論
の
中
心
を
な
す
金
地
金
の
高
値
、
為
替
相
場

の
逆
調
、
国
内
価
格
の
騰
貴
と
い
う
三
つ
の
主
要
な
変
動
を
説
明
す
る
の
に
充
分
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
レ
エ
ク
の

理
論
構
造
は
、
経
済
の
部
門
を
二
つ
の
主
要
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
消
費
な
ら
び
に
再
生

産
す
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
投
資
活
動
に
た
づ
さ
わ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
た
だ
消
費
の
み
す
る
も
の
で
、
第
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二
の
グ
ル
ー
プ
の
支
出
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
生
産
者
利
潤
な
ら
び
に
所
得
は
大
に
な
る
と
し
、
戦
時
中
、
政
府
支
出
は
第

二
の
大
き
な
項
目
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

　
以
下
、
第
二
節
に
、
ブ
レ
エ
ク
の
、
当
時
の
経
済
的
諸
問
題
の
論
理
的
関
係
の
一
端
を
示
す
、
経
済
事
象
の
「
時
の
不
一
致
」
に

つ
い
て
要
約
し
、
第
三
節
で
は
、
リ
カ
ア
ド
オ
と
の
論
争
の
中
心
と
な
っ
た
地
金
の
高
値
、
外
国
為
替
な
ら
び
に
通
貨
量
の
問
題
、

第
四
節
で
本
稿
の
主
題
で
あ
る
政
府
支
出
に
よ
る
経
済
効
果
に
つ
い
て
の
ブ
レ
エ
ク
の
分
析
、
第
五
節
で
そ
の
評
価
を
示
し
た
い
と

思
う
。

　
　
　
　
　
二
　
時
の
不
一
致

ブ
レ
エ
ク
は
ま
づ
彼
の
意
見
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
通
貨
の
増
大
と
金
の
高
値
と
の
間
に
、
ま
た
外
国
為
替
と
銀
行
券
発
行
と
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の
間
に
、
何
ら
「
時
の
一
致
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
多
く
の
事
実
を
指
摘
し
た
。

　
為
替
と
地
金
価
格
の
間
に
は
、
騰
貴
に
し
て
も
、
下
落
に
し
て
も
一
般
的
な
一
致
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
八
一
四
年
に
戦
争
が

終
了
し
た
時
、
金
地
金
の
価
格
は
一
オ
ン
ス
に
つ
き
五
ギ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
造
幣
価
格
を
三
〇
路
上
廻
り
、
一
八
一
二
年

の
後
半
か
ら
そ
の
価
格
で
あ
っ
た
。
一
八
一
四
年
の
五
月
か
ら
金
価
格
は
徐
々
に
下
落
し
、
翌
年
の
三
月
前
に
、
一
オ
ン
ス
に
つ
き

四
ポ
ン
ド
九
ン
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
ボ
ナ
パ
ル
ト
(
B
o
n
a
p
a
r
t
e
)
が
エ
ル
バ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
す
る
や
否
や
、
為
替
は
直

ち
に
一
〇
％
下
落
し
、
そ
の
後
も
下
降
を
続
け
た
。
一
方
、
金
価
格
は
、
一
オ
ン
ス
に
つ
き
五
ポ
ン
ド
五
シ
リ
ン
グ
ま
で
急
速
に
上

昇
し
た
。
ウ
オ
ー
タ
ー
ル
ー
の
戦
は
再
び
戦
争
に
終
止
付
を
打
ち
、
そ
の
瞬
間
か
ら
為
替
は
徐
々
に
回
復
し
た
。
金
の
価
格
は
比
例

的
に
下
落
し
、
翌
年
に
一
オ
ン
ス
に
つ
き
三
ポ
ン
ド
一
八
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
に
、
す
な
わ
ち
造
幣
価
格
を
七
・
麹
ペ
ン
ス
上
回
っ

て
い
る
。

　
こ
の
期
間
中
、
銀
行
券
発
行
に
は
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
一
ハ
一
四
年
の
初
頭
に
お
い
て
、
ま
た
一
八
一
五
年
の
終
り
に
は
、

銀
行
券
は
二
千
五
百
万
ポ
ン
ド
を
上
廻
り
、
こ
の
二
年
間
に
、
一
度
二
千
八
百
万
ポ
ン
ド
に
達
し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

銀
行
券
の
発
行
は
、
為
替
が
回
復
し
、
金
価
格
が
下
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
増
大
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
多
額
の
外
国
支

出
の
予
想
が
、
急
激
に
為
替
な
ら
び
に
金
価
格
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
と
ン
レ
エ
ク
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
八
○
○
年
ま
で
何
の
影
響
も
見
せ
な
か
っ
た
金
の
高
値
と
、
銀
行
券
の
発
行
増
大
と
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
物
価
は
、

一
七
九
七
年
以
前
に
騰
貴
し
て
居
る
の
に
、
一
七
九
五
年
、
一
七
九
六
年
中
に
は
地
方
銀
行
な
ら
び
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
何
れ
の

通
貨
に
も
著
し
い
収
縮
が
あ
っ
た
。

　
物
価
は
戦
争
終
了
後
直
ち
に
下
落
し
始
め
た
。
も
ち
ろ
ん
銀
行
券
は
、
一
八
一
三
年
か
ら
一
ハ
一
九
年
に
か
け
て
絶
え
ず
増
大
し
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三
　
地
金
、
外
国
為
替
な
ら
び
に
通
貨
量

通
貨
あ
る
い
は
金
の
価
値
が
変
動
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
一
八
一
○
年
、
一
八
一
九
年
の
委
員
会
に
よ
っ
て
、
証
人
た
ち
に

71

て
い
た
。
一
ハ
一
三
年
か
ら
地
方
銀
行
紙
幣
が
著
し
く
減
少
し
た
と
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
銀
行
を
破
壊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即

た
の
は
物
価
の
下
落
で
あ
り
、
通
貨
の
過
剰
に
物
価
騰
貴
の
原
因
を
帰
す
る
誤
ち
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
の
ブ
レ
エ
グ
の
指
摘
す
る
点
は
、
ト
ウ
ー
ク
(
T
h
o
m
a
s

T
o
o
k
e
)
も
グ
レ
ゴ
リ
ー

(
T
.
E
.

G
r
e
g
o
r
y
)
も
認
め
た
と
こ

ろ
で
、
為
替
相
場
は
一
八
一
一
年
に
最
も
下
落
し
、
イ
ブ
ブ
ラ
ン
ド
銀
行
券
は
一
八
一
七
年
に
そ
の
最
高
額
を
発
行
し
、
物
価
の
上

昇
は
、
一
八
一
○
年
を
頂
点
と
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、
地
金
報
告
の
議
論
の
近
視
眼
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
の
対
外
送
金
の
最
高
額
は
一
ハ
一
四
年
に
達
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
果
し
て
ブ
レ
エ
ク
の
指
摘
し
た
政

府
支
出
効
果
の
み
が
、
当
時
の
全
経
済
事
情
の
解
答
と
な
る
か
ど
う
か
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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何
度
も
提
出
さ
れ
た
が
、
正
確
な
解
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ブ
レ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
証
言
を
読
め
ば
審
査
官
も
審
問
さ
れ
た
者

も
、
同
様
に
当
惑
し
た
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
も
し
も
、
証
人
た
ち
が
、
金
は
輸
出
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
価
値
を
騰
貴
し

た
と
確
認
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
価
値
は
商
業
世
界
の
一
般
市
場
で
騰
貴
し
た
か
の
ど
う
か
、
大
陸
で
金
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
需
要

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
金
の
供
給
が
過
少
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
直
ち
に
質
問
を
受
け
た
。
証
人
た
ち
は
、

そ
の
よ
う
な
事
情
の
あ
る
筈
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
彼
自
身
当
惑
し
、
彼
を
矛
盾
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
答
弁
を

想
像
し
始
め
た
。
す
な
わ
ち
、
金
は
、
大
陸
で
の
軍
隊
の
支
払
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
金
属
通
貨
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
た
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
レ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
金
は
世
界
一
般
の
市
場
で
騰
貴
も
し
な
か
っ
た
し
、
外
国
で

そ
れ
ほ
ど
需
要
さ
れ
な
か
っ
た
上
、
供
給
不
足
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
。

　
金
の
価
値
は
、
こ
の
国
で
の
み
騰
貴
し
た
。
何
故
な
ら
、
為
替
は
外
国
手
形
に
関
し
て
大
き
な
打
歩
を
つ
け
る
ほ
ど
逆
調
に
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
金
の
輸
出
に
よ
っ
て
こ
そ
利
潤
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
外
国
で
の
そ
の
価
値
の
堅
実
さ
が
、
利
潤
を
た
し

か
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
レ
エ
ク
は
ま
た
、
兌
換
制
度
と
不
換
制
度
と
の
間
の
相
異
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
地
金
価
格
増
大
の
影
響
は
、
前

者
に
お
い
て
は
極
め
て
小
範
囲
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
影
響
は
み
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
外
国

支
払
の
量
に
依
存
し
、
し
か
も
通
貨
と
一
般
商
品
間
の
正
し
い
均
衡
を
み
だ
す
こ
と
は
な
い
。
通
貨
が
紙
幣
の
み
の
場
合
に
は
、
そ

し
て
紙
幣
が
金
に
兌
換
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
外
国
手
形
の
需
要
増
大
の
結
果
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
レ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
イ

ン
ブ
ラ
ン
ド
銀
行
で
は
金
を
獲
得
出
来
な
い
の
で
、
為
替
商
人
は
地
金
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
地
金
ブ

ロ
ー
カ
ー
は
、
地
金
輸
出
か
ら
引
き
出
さ
れ
得
る
利
潤
に
比
例
し
て
彼
の
価
格
を
増
大
し
得
た
で
あ
ろ
う
。



　
ミ
ラ
ン
の
法
令
強
行
(
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t

o
f
t
h
e
M
i
l
a
n
d
e
c
r
e
e
s
)
に
よ
っ
て
、
大
陸
の
諸
港
は
英
国
財
貨
に
対
し
て
封
鎖
し
、

為
替
の
逆
調
は
も
は
や
地
金
を
輸
送
す
る
費
用
の
一
般
的
標
準
で
は
測
れ
な
く
な
っ
た
。
輸
出
業
者
は
尨
大
な
財
貨
の
輸
送
手
数
料

に
対
し
て
競
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
一
般
的
需
要
を
は
る
か
に
こ
え
る
供
給
の
た
め
、
た
と
え
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て

も
、
輸
出
業
者
は
低
い
価
格
で
そ
れ
ら
を
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
自
己
の
財
貨
の
輸
出
許
可
を
得
る
費
用
と
危
険
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
額
の
外
国
支
出
の
継
続
中
は
、
一
般
的
事
情
の
下
で
生
じ
得
る
よ
り
も
も
っ
と
大
き

く
、
為
替
は
逆
調
を
つ
ゞ
け
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
支
出
が
中
止
す
る
や
否
や
為
替
は
回
復
し
、
金
の
価
格
は
引
き

下
げ
ら
れ
た
。
現
金
支
払
再
開
の
ず
っ
と
以
前
に
、
為
替
は
徐
々
に
平
価
に
近
づ
き
、
金
の
価
格
は
造
幣
価
格
に
近
づ
い
た
。
一
八

一
九
年
の
ピ
ー
ル
条
令
の
通
過
ま
で
に
、
こ
の
回
復
は
進
み
、
反
対
に
銀
行
券
の
発
行
高
は
一
八
一
三
年
の
通
貨
量
を
上
廻
っ
た
。

　
従
っ
て
、
ブ
レ
エ
ク
は
、
も
し
も
証
人
が
、
為
替
は
明
ら
か
に
減
価
の
原
因
で
あ
っ
た
と
確
信
し
て
い
た
ら
、
か
か
る
変
動
は
政

治
的
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
外
国
支
出
の
た
め
の
多
額
の
政
府
需
要
に
当
然
伴
う
逆
調
為
替
に
関
連
し
て
い
た
と

答
え
た
筈
で
あ
る
と
い
う
。

　
ブ
レ
エ
ク
は
ま
た
、
価
格
の
一
般
的
騰
貴
は
、
同
時
に
金
の
高
値
を
生
ん
だ
他
の
原
因
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
通
貨

価
値
の
変
化
と
は
別
に
、
戦
争
に
関
連
し
た
事
情
の
結
果
で
あ
り
、
国
内
で
の
政
府
支
出
の
増
大
が
需
要
を
生
み
出
し
た
た
め
で
あ

　
　
　
㈲

る
と
し
た
。

　
ブ
レ
エ
ク
は
、
物
価
の
騰
貴
は
、
課
税
の
増
大
、
労
働
者
の
賃
金
の
増
大
、
供
給
手
段
に
比
例
し
て
消
費
需
要
の
増
大
と
い
う
よ

う
な
一
般
的
原
因
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
、
最
後
に
、
ト
ー
マ
ス
・
ト
ゥ
ｌ
ク
と
同
じ
結
論
に
到
達
し
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
取
引
が
さ
ら
に
活
溌
化
し
、
商
品
が
増
産
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
流
通
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
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四
、
政
府
支
出
に
よ
る
経
済
効
果

　
ブ
レ
エ
ク
は
、
政
府
支
出
に
よ
っ
て
も
ら
さ
れ
た
諸
効
果
を
以
下
の
如
く
結
論
し
た
。

一
、
政
府
支
出
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
な
ら
び
に
下
部
機
関
を
通
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
を
生
ぜ
し

め
た
。
こ
の
需
要
に
相
応
じ
た
供
給
は
、
資
本
家
な
ら
び
に
労
働
階
級
の
活
動
の
増
大
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
。

二
、
貸
付
の
形
で
政
府
に
よ
っ
て
借
入
れ
ら
れ
た
時
、
社
会
の
貯
蓄
は
資
本
家
や
労
働
者
の
間
で
分
配
さ
れ
る
の
で
、
彼
等
を
刺
戟

す
る
資
金
と
な
っ
た
。
市
場
は
通
常
の
供
給
を
上
廻
っ
て
消
費
需
要
が
旺
盛
と
な
っ
た
結
果
、
供
給
過
剰
を
ま
ぬ
が
れ
た
。

三
、
戦
争
の
勃
発
で
物
価
が
騰
貴
し
は
じ
め
た
の
は
、
現
金
支
払
制
限
に
先
立
ち
、
通
貨
の
相
当
な
収
縮
の
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ

た
。
政
府
支
出
が
止
む
と
、
通
貨
の
収
縮
以
前
に
物
価
は
下
落
し
、
そ
の
結
果
、
収
縮
は
低
物
価
の
原
因
で
は
な
く
、
結
果
で
あ
っ

　
　
　
　
地
金
論
争
に
お
け
る
ブ
ン
エ
ク
の
立
場

う
し
、
流
流
手
段
は
急
速
に
大
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
流
通
手
段
の
増
大
は
、
結
果
で
あ
っ
て
、
物
価
騰
貴
の
原
因
で
は
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
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た
。

四
、
農
産
物
の
価
格
は
、
工
業
品
の
そ
れ
よ
り
も
騰
貴
し
た
。
何
故
な
ら
機
械
化
さ
れ
ず
、
劣
等
地
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
高
い
船

賃
と
高
い
戦
時
税
を
と
ら
れ
て
、
輸
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

五
、
労
働
階
級
の
完
全
雇
傭
は
、
粗
製
品
に
対
す
る
需
要
、
穀
物
に
対
す
る
需
要
を
増
大
し
た
。
そ
し
て
国
内
で
の
供
給
を
上
廻
る

穀
物
需
要
が
、
穀
物
の
価
格
を
八
十
シ
リ
ン
グ
以
上
に
も
つ
り
あ
げ
た
。

六
、
こ
の
需
要
が
止
っ
た
時
、
労
働
階
級
は
も
は
や
完
全
雇
傭
で
な
く
な
り
、
同
量
の
生
産
物
は
供
給
過
多
と
な
っ
た
。
他
の
諸
政

府
の
戦
争
支
出
も
同
じ
結
果
を
生
じ
た
。
外
国
の
穀
物
生
産
者
は
、
わ
が
国
需
要
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
農
民
の
不
況
は
、

ほ
と
ん
ど
一
般
的
と
な
っ
た
。

七
、
国
外
へ
の
政
府
支
出
は
、
国
内
へ
の
支
出
と
同
様
に
雇
傭
の
増
大
に
役
立
っ
た
。

ハ
、
物
価
の
騰
貴
、
金
の
高
値
と
い
う
現
象
は
、
流
通
手
段
の
過
剰
に
そ
の
原
因
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
、
政
府
支
出

の
増
大
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
戦
時
中
に
生
じ
た
支
出
と
消
費
が
、
そ
の
継
続
中
に
増
大
し
た
生
産
の
主
要
な
原
因
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
そ
の
中
止
以
後
に
一
般
化
し
た
不
況
の
主
な
原
因
で
あ
っ
た
と
結
論
出
来
る
（
。

　
前
述
の
如
く
、
ブ
レ
エ
ク
は
、
経
済
の
部
門
を
二
つ
に
分
け
、
消
費
な
ら
び
に
再
生
産
す
る
の
も
の
、
す
な
わ
ち
投
資
活
動
に
た

ず
さ
わ
る
も
の
と
た
ゞ
消
費
の
み
す
る
も
の
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
し
、
他
の
条
件
に
し
て
等
し
け
れ
ば
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
の
支

出
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
生
産
者
利
潤
な
ら
び
に
所
得
は
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
戦
時
中
、
政
府
支
出
は
、
後
者
の
大
き

な
項
目
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
し
も
資
金
の
殆
ど
が
、
一
般
に
貯
蓄
さ
れ
た
所
得
か
ら
来
た
と
仮
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ブ
レ
エ
ク
が

述
べ
る
よ
う
に
「
戦
時
中
の
物
価
の
騰
貴
を
説
明
す
る
の
に
何
の
困
難
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
」
。
こ
の
こ
と
は
、
「
も
し
そ
れ
が
大
衆
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の
手
に
残
さ
れ
た
場
合
、
需
要
の
源
泉
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
資
金
か
ら
、
政
府
支
出
が
引
き
出
さ
れ
る
と
考
え
た
」
正
統
派
経
済
学

者
た
ち
の
考
え
方
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ブ
レ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
政
府
支
出
の
た
め
の
資
金
用
途
は
、
資
本
を
歳
入
に
移
転
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
正
統
派
の
誤
ち
は

以
下
の
こ
と
に
存
在
し
て
い
る
と
ブ
レ
エ
ク
は
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
一
国
全
体
の
資
本
が
完
全
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
仮
定
し
て
い
る
。
第
二
に
、
資
本
は
貯
蓄
か
ら
生
じ
る
の
で
、
資
本
の
継
続
的
蓄
積
が
直
ち
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、
資
本
の
一
部
に
は
、
常
に
わ
づ
か
な
収
人
と
利
潤
し
か
得
ら
れ
な
い
事
業
に
投
資
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
ろ
う

し
、
ま
た
充
分
な
需
要
の
な
い
た
め
に
在
庫
の
形
で
遊
休
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
遊
休
資
本
や
貯
蓄

が
、
年
金
証
券
と
交
換
に
政
府
の
手
に
移
転
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
現
存
の
資
本
を
喰
い
つ
ぶ
す
こ
と
な
し
に
、
新
需
要
の
源
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

と
な
る
で
あ
ろ
う
と
ブ
レ
エ
ク
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
「
も
し
こ
れ
ら
の
遊
休
部
分
が
、
市
場
の
な
い
財
貨
を
構
成
し
て
い
る
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
、

政
府
支
出
は
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
の
為
の
市
場
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
こ
れ
ら
の
遊
休
部
分
は
、
政
府
の
手
で
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

市
場
を
み
っ
け
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
詰
問
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ブ
レ
エ
ク
は
、
「
あ
る
遊
休
部
分
は
政
府

の
手
に
よ
っ
て
道
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
見
こ
み
ち
が
い
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
よ
り
完
全
な
機
械
の
発
明
に
よ
っ
て
使
用
不
可
能
と
な
る
機
械
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
場
の
な

い
棉
花
と
か
羊
毛
品
は
、
政
府
が
資
本
を
配
分
し
た
結
果
、
完
全
雇
傭
か
ら
よ
り
多
い
賃
銀
を
得
た
労
働
階
級
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
政
府
の
手
を
通
し
て
渡
る
貨
幣
の
流
通
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
毛
織

物
や
棉
製
品
に
対
す
る
年
金
を
政
府
が
許
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
労
働
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
戦
時
物
資
の
等
価
賃
金
と
し
て
政
府
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洵

が
、
そ
れ
ら
の
羊
毛
品
や
綿
製
品
を
配
分
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
答
え
て
い
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ブ
レ
エ
ク
は
、
政
府
の
所
有
す
る
直
接
の
購
買
力
は
、
年
金
証
券
の
販
売
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
と
考
え
た

が
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
「
年
金
証
券
の
売
付
が
、
以
前
に
も
、
ま
た
な
お
過
剰
で
あ
る
所
の
衣
類
や
穀
物
に
対
す
る
需
要
を
つ
く
る
だ

ろ
う
か
」
と
疑
問
を
い
だ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
レ
エ
ク
は
「
年
金
証
券
の
売
付
は
、
政
府
に
貨
幣
を
あ
た
え
、
そ
の
貨

幣
で
商
品
に
対
す
る
需
要
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
ら
商
品
の
費
用
は
主
と
し
て
賃
金
を
つ
く
リ
出
す
。
賃
金
と
し
て
配
分
さ
れ
た
貨
幣

は
、
労
働
者
を
し
て
過
剰
な
衣
類
や
穀
物
を
買
わ
し
め
る
。
政
府
の
需
要
な
し
に
は
、
こ
れ
ら
の
特
別
資
金
は
分
配
さ
れ
な
か
っ
た

　
　
　
㈲

で
あ
ろ
う
」
。
と
主
張
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
ブ
レ
エ
ク
の
考
え
に
対
し
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
さ
ら
に
反
問
を
つ
づ
け
た
。
「
ブ
レ
エ
ク
は
、
政
府
の
多
額
の
支

出
が
、
産
業
な
ら
び
に
生
産
の
増
大
に
大
き
な
刺
戟
を
あ
た
え
る
と
主
張
す
る
が
、
も
し
も
こ
れ
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
政
府
に
よ
っ

て
需
要
さ
れ
な
い
所
の
も
の
の
価
格
の
増
大
を
説
明
す
る
方
法
が
な
い
。
ブ
レ
エ
ク
は
、
こ
の
増
大
し
た
需
要
は
、
労
働
者
に
超
過

時
間
の
労
働
を
あ
た
え
、
こ
れ
ら
労
働
者
は
増
大
し
た
賃
金
を
受
取
り
、
こ
れ
ら
の
賃
金
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
製
品
に
支
出
さ
れ
、

そ
の
結
果
そ
れ
ら
は
騰
貴
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
べ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
か
ら
こ
れ
ら
の
増
大
し
た
賃
金
は
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
他

の
階
級
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
労
働
者
た
ち
が
よ
り
多
く
需
要
出
来
る
な
ら
他
の
階
級
は
よ
り
少
く
需
要
し
、
そ
の
結
果
、
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

需
要
は
正
確
に
同
じ
で
あ
ろ
う
」
。

　
以
上
の
リ
カ
ア
ド
オ
の
考
え
方
は
、
政
府
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
商
品
の
増
大
は
、
他
の
部
門
の
商
品
の
供
給
の
減
少
な
し

に
、
生
産
さ
れ
得
な
い
し
、
も
し
も
一
産
業
部
門
が
奨
励
さ
れ
れ
ば
、
他
の
部
門
は
沈
滞
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
古
典
派
理
論
の

総
供
給
は
総
需
要
に
一
致
す
る
と
い
う
セ
イ
の
法
則
の
反
復
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は
、
完
全
雇
傭
の
仮
定
を
含
み
、
政
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五
　
む
す
び

　
政
府
支
出
効
果
に
、
地
金
論
争
の
諸
原
因
を
集
約
し
た
ブ
レ
エ
ク
の
以
上
の
考
え
方
は
、
数
多
い
地
金
論
争
の
文
献
中
ユ
ニ
ー
ク

な
存
在
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
古
典
派
の
著
作
者
達
に
と
っ
て
は
、
一
国
経
済
は
個
人
の
私
的
な
生
産
活
動
の
総
計
に
外
な
ら
ず
、
政
府
に
よ

っ
て
消
費
さ
れ
る
財
貨
は
不
生
産
的
用
途
の
た
め
一
国
経
済
か
ら
引
抜
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
古
典
派
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
、
公
共
借
入
は
、
政
府
の
浪
費
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
と
め
て
回
避
す
べ
き
非
常
手
段
で

府
支
出
の
国
内
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
政
府
支
出
を
需
要
に
対
す
る
附
加
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
ブ
レ
エ
ク

は
、
こ
う
し
た
正
統
派
の
政
府
支
出
効
果
の
考
え
方
に
、
真
向
か
ら
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
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あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
・
彼
等
は
、
租
税
は
所
得
か
ら
支
払
わ
れ
、
公
債
は
資
本
か
ら
供
給
さ
れ
る
と
ち
張
し
、
公
債
は

資
本
を
弱
体
化
し
将
来
の
生
産
を
阻
害
す
る
一
方
、
租
税
の
増
加
も
消
費
を
削
減
す
る
と
考
え
、
政
府
借
入
は
明
ら
か
に
、
一
国
経

済
に
と
っ
て
資
本
の
純
損
失
を
意
味
す
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
レ
エ
ク
は
、
使
用
可
能
の
資
本
の
み
が
公
債
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
の
で
、
す
で
に
個
人
経
済
に
よ
っ
て
生

産
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
本
は
吸
収
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
レ
エ
ク
の
近
代
的
な
見
解
は

前
述
の
Ｔ
・
Ｒ
・
マ
ル
サ
ス
、
あ
る
い
は
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ツ
エ
ル
(
C
a
r
l
D
i
e
t
z
e
l
)
と
な
ら
ん
で
、
同
時
代
の
貴
重
な
存
在
で

あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
デ
ィ
ー
ツ
エ
ル
も
、
戦
争
支
出
は
不
生
産
的
で
あ
り
、
必
ず
資
本
の
破
壊
を
惹
き
起
す
と
な
す
古
典
派
の
人
々
と
見
解
を
異
に
し

た
。
デ
イ
ー
ツ
エ
ル
は
、
利
用
し
得
る
資
本
の
中
よ
り
大
き
な
部
分
が
公
経
済
に
導
入
さ
れ
て
一
時
的
に
よ
り
緊
急
と
な
っ
た
必
要

に
向
け
ら
れ
る
と
な
し
、
こ
の
こ
と
は
消
費
の
制
限
を
意
味
す
る
が
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
は
、
損
失
を
補
う
た
め
の
よ
り
大
き
な
労

働
と
生
産
お
よ
び
資
本
形
成
の
拡
大
と
に
刺
戟
を
あ
た
え
る
。
こ
の
こ
と
は
ナ
ポ
レ
オ
ブ
戦
争
の
期
間
に
経
験
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の

工
業
と
貿
易
と
の
非
常
な
昂
揚
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
デ
ィ
ー
ツ
エ
ル
も
指
摘
し
た
の
で
あ
が
。

　
デ
ィ
ー
ツ
エ
ル
は
公
共
支
出
の
経
済
的
進
歩
に
お
け
る
役
割
お
よ
び
経
済
的
な
均
衡
と
安
定
を
強
調
し
て
、
古
典
派
の
著
作
者
達

と
た
も
と
を
分
ち
、
近
代
財
政
政
策
の
諸
教
義
の
先
駆
を
な
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ブ
レ
エ
ク
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
公
共
的

生
産
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
雇
傭
が
、
個
人
経
済
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
財
貨
に
対
し
て
も
追
加
的
購
買
力
を
も
た
ら
し
、
そ
の
需

要
を
増
大
す
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
少
し
も
言
及
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
ブ
レ
エ
ク
は
、
公
共
支
出
が
一
国
経
済
の
所
得
に

お
よ
ぼ
す
影
響
と
有
効
需
要
の
喚
起
さ
れ
る
に
至
る
点
ま
で
指
摘
し
て
居
り
、
現
代
の
ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
Ｈ
・
ハ
ン
セ
ン
(
A
l
v
i
n

　
　
　
　
地
金
論
争
に
お
け
る
ブ
レ
エ
ク
の
立
場
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H
｡

H
a
n
s
e
n
)
の
考
察
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
は
、
公
共
支
出
を
、
効
用
追
出
的
(
u
t
i
l
i
t
y
-
c
r
e
a
t
i
n
g
)
’
能
率
造

出
的
(
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
-
c
r
e
a
t
i
n
g
)
’
お
よ
び
所
得
造
出
的
(
i
n
c
o
m
e
l
c
r
e
a
t
i
n
g
)
公
共
支
出
に
区
別
し
て
お
り
、
戦
争
支
出
は
能
率

造
出
的
も
し
く
は
効
用
追
出
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
国
経
済
に
お
け
所
得
と
雇
傭
と
を
拡
張
せ
し
め
る
に
は
効

果
的
で
あ
り
得
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
所
得
接
近
法
に
最
初
の
明
快
な
説
明
を
あ
た
え
た
と
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
ト
ゥ
ー
ク
は
、
有
名
な
物
価
史
の
第
一
巻
に

お
い
て
、
ブ
レ
エ
ク
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
、
「
こ
の
理
論
の
誤
ち
は
、
政
府
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
た
貨
幣
が
、
以
前
に
存
在

し
た
資
金
と
は
別
箇
の
も
の
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
い
う
想
定
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
直
接
税
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
よ
う
と
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

る
い
は
借
入
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
よ
う
と
、
同
額
の
貨
幣
を
投
資
す
る
方
法
の
相
異
に
す
ぎ
な
い
」
。
と
述
べ
て
古
典
的
な
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
困

に
組
し
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
ク
の
こ
の
考
え
方
の
基
底
に
は
、
ト
ゥ
ー
ク
の
初
期
の
思
想
、
「
貨
幣
の
量
は
一
定
で
あ
る
」
と
い
う
仮

定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
二
二
年
頃
の
ト
ゥ
ー
ク
は
当
時
流
行
の
通
貨
主
義
を
深
く
信
奉
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
一
八
四
〇
年
の
「
物
価
史
」
第
三
巻
の
発
刊
と
、
同
年
の
発
券
銀
行
に
関
す
る
委
員
会
で
の
証
言
時
に
は
、
修
正
リ
カ
ア
ド
オ

学
派
と
明
確
に
手
を
切
っ
て
、
通
貨
学
派
の
痛
烈
な
批
判
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
精
神
的
展
開
後
の
ト
ゥ
ー

ク
は
、
前
述
の
如
く
、
た
び
た
び
ブ
レ
エ
ク
の
思
想
と
類
似
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
ブ
レ
エ
ク
は
、
か
な
り
格
調
の
高
い
近
代
的
接
近
法
に
よ
っ
て
、
地
金
論
争
の
当
時
の
諸
問
題
を
解
明
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
充
分
理
論
的
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
政
府
支
出
と
い
っ
て
も
、
公
債
と
租
税
に
よ
る
支
出
効
果

の
相
異
等
に
は
殆
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。
遊
休
資
源
の
仮
定
、
資
本
の
歳
入
へ
の
移
転
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ブ
レ
エ
ク
の

分
析
は
、
具
体
性
に
乏
し
か
っ
た
。
従
っ
て
、
財
政
政
策
に
興
味
あ
る
読
者
に
は
不
満
を
あ
た
え
、
地
金
論
争
の
解
決
を
求
め
る
読



者
に
は
、
粗
雑
な
分
析
の
感
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
古
典
学
派
の
権
威
の
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
、
近
代
財
政
政
策
の
教
義
の

先
駆
的
発
言
を
な
し
た
ブ
レ
エ
ク
の
功
績
は
大
き
く
、
彼
の
、
政
府
支
出
効
果
重
視
の
一
視
角
は
、
わ
れ
わ
れ
に
地
金
論
争
解
決
の

大
き
な
い
と
ぐ
ち
を
あ
た
え
て
く
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
九
六
四
・
二
・
一
〇
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