
経
済
倶
楽
部
と
私 
―
再
入
会
を
果
た
し
て

 

野
田 
忠
男
（
東
京
）　

　

去
る
９
月
、
私
は
５
年
ぶ
り
に
経
済
倶
楽
部
の
会
員
に
復
帰

し
ま
し
た
。
そ
の
数
ヵ
月
前
、
日
本
銀
行
政
策
委
員
会
審
議
委

員
の
５
年
間
を
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
し
な
が
ら
も
完
走
し
、
待
望
の
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を
実
感
し
始
め
た
あ
る
日
の
昼
下

が
り
の
こ
と
で
す
。

　

中
央
通
り
を
西
へ
曲
が
っ
て
日
銀
本
店
に
ぶ
つ
か
る
一
方
通

行
の
通
り
（「
大
伝
馬
本
町
通
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
後
日

知
り
ま
し
た
）
を
歩
い
て
い
る
と
、「
シ
テ
ィ
・
ツ
ア
ー
」
の
小

旗
を
掲
げ
た
中
高
年
の
小
集
団
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
耳
を
そ
ば

立
て
る
と
ガ
イ
ド
ら
し
き
男
性
が
「
こ
の
辺
り
一
帯
は
徳
川
家

康
が
江
戸
入
府
し
た
際
、
最
初
に
開
発
し
た
所
で
す
か
ら
『
本

町
』
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
通
り
は

『
本
町
通
り
』
と
い
い
ま
す
」「（
日
銀
を
指
差
し
な
が
ら
）
ご

覧
の
と
お
り
今
は
日
銀
が
邪
魔
を
し
て
向
こ
う
は
何
も
見
え
ま

せ
ん
が
、
江
戸
の
昔
は
通
り
の
先
に
富
士
山
が
く
っ
き
り
と
見

え
た
も
の
で
す
」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
ハ
タ
と
ひ
ざ
を
打
ち
ま
し
た
。「
そ
う
か
、
や
は
り
こ

の
道
は
外
堀
通
り
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
延
び
て
い
た
の
に
違
い
な

い
。
そ
れ
が
日
銀
本
店
新
館
の
建
設
で
付
け
替
え
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
」
と
。
同
時
に
、
３
年
前
の
経
済
倶
楽
部
で
の
講
演
を
思

い
出
し
て
い
ま
し
た
。
講
師
は
誰
あ
ろ
う
、
こ
の
私
で
す
。
帰

宅
後
直
ぐ
に
『
経
済
倶
楽
部
講
演
録　

２
０
０
８
・
９
』
を
開

き
ま
し
た
。
そ
の
冒
頭
近
く
の
「
経
済
倶
楽
部
と
日
銀
の
ご

縁
」
と
い
う
小
見
出
し
の
あ
る
一
部
を
引
用
し
ま
す
。

　

当
経
済
倶
楽
部
は
日
本
銀
行
と
の
ご
縁
も
た
い
へ
ん
深
い
も

１５２

会

員

の

広

場

の
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
私
の
オ
フ
ィ
ス
が
あ
り
ま
す
日
本

銀
行
本
店
の
新
館
、
と
い
っ
て
も
１
９
７
３
年
の
竣
工
で
決
し

て
新
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
新
館
が
あ
る
場
所
は
、
東

洋
経
済
の
本
社
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
り
、　

年
前
の
１
９
３
１

７７

年
に
当
経
済
倶
楽
部
が
誕
生
し
た
場
所
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
先
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
前
述
の
推
論
の
傍
証
を

固
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
『
日
本
銀
行
百
年
史
』
で

は
ま
っ
た
く
の
空
振
り
。『
日
本
銀
行
八
十
年
史
』
に
は「
本
店

の
土
地
・
建
物
」
と
い
う
項
で
、
土
地
は
「
数
次
に
わ
た
り
公�

道
の
改
廃

�

�

�

�

・
不
用
地
の
処
分
・
買
い
増
し
・
町
名
変
更
な
ど
が

行
わ
れ
、
現
在
は
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
一
丁
目
か
ら

三
丁
目
に
わ
た
る
七
千
百
余
坪
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
（
傍
点
は
筆
者
）。

　

そ
こ
で
い
よ
い
よ
『
東
洋
経
済
新
報
社
百
年
史
』
の
登
場
で

す
。「
高
度
成
長
時
代
前
夜
の
経
営
」
と
い
う
章
の
第
四
節「
新

東
洋
経
済
ビ
ル
の
建
設
」
に
次
の
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

　

道
路
を
隔
て
て
当
社
の
南
側
に
本
館
を
構
え
て
い
る
日
本
銀

行
が
、
新
館
建
設
の
た
め
東
洋
経
済
所
有
地
の
譲
渡
を
希
望
し
、

見
返
り
に
代
替
地
を
提
供
す
る
と
申
し
入
れ
て
き
た
。（
中
略
）

そ
し
て
、
五
九
年
一
二
月
二
五
日
に
日
銀
と
の
間
で
「
土
地
交

換
お
よ
び
建
物
売
買
」
契
約
が
結
ば
れ
た
。

　

最
後
は
地
籍
図
の
確
認
で
す
。
明
暦
３
（
１
６
５
７
）
年
の

「
江
戸
大
絵
図
」
と
昭
和　

年
の「
要
覧
地
籍
図
」
を
並
べ
て
み

２７

る
と
、
共
に「
本
町
通
り
」
は
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
い
、「
外

堀
通
り
」
に
向
か
っ
て
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
い
ま
す
。
後
者
は

東
洋
経
済
が
、「
本
町
通
り
」
が「
外
堀
通
り
」
に
ぶ
つ
か
る
Ｔ

字
路
の
北
側
角
地
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。

　

思
え
ば
、
私
が
現
在
の
「
本
町
通
り
」
が
雁
行
し
て
い
る
こ

と
の
不
自
然
さ
に
つ
い
て
疑
問
を
感
じ
始
め
た
の
は
、
都
銀
の

担
当
者
と
し
て
日
銀
本
店
（
記
者
ク
ラ
ブ
を
含
む
）
に
頻
繁
に

出
入
り
し
て
い
た
１
９
８
０
年
代
初
頭
で
し
た
。　

年
と
い
う

３０

歳
月
を
経
て
や
っ
と
そ
の
疑
問
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
経
済
倶
楽
部
と
の
「
ご
縁
」
の
深
さ

を
強
く
感
じ
て
い
る
次
第
で
す
。

１５３　経済倶楽部講演録―２０１１．１２


