
大
正
期
に
お
け
る

　
　
　
　
　
中
小
工
業
の
展
開

一
日
本
資
本
主
義
社
会
成
立
の

　
　
　
　
　
　
指
標
に
関
す
る
一
試
論
一

星

埜

惇

　
一
国
の
経
済
的
社
会
構
成
に
お
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
機
械
制
大
工

業
の
段
階
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
と
並
ん

で
各
段
階
の
ー
マ
ニ
ュ
あ
る
い
は
小
営
業
さ
ら
に
は
手
工
業
の
一
小

工
業
が
な
ん
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
明
治
期
に
お
い
て
は
、
か
か
る
大
・
小
工
業
の

併
存
が
、
一
方
、
官
営
（
軍
需
・
製
鉄
・
鉄
道
・
通
信
）
な
い
し
国
家
的

育
成
（
鉱
山
・
綿
糸
紡
績
）
に
か
か
る
機
械
制
大
工
業
と
、
他
方
、
自
生

的
に
展
開
を
と
げ
て
き
た
伝
統
的
産
業
と
し
て
の
民
営
中
小
工
業
と
、
こ

　
　
－
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
i

の
両
者
の
併
存
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も
前
者
に
お
け
る
産
業
資
本
の

確
立
を
も
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
「
社
会
」
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
ひ
と
つ
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
明
治
三
十
年
代
に
右
の
大
工
業
部
門
に

産
業
資
本
が
確
立
し
、
日
本
資
本
主
義
社
会
の
成
立
が
劃
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

こ
の
点
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
旧
稿
に
お
い
て
、
と
く
に
こ
の
大
工
業

の
成
立
と
性
格
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
き
わ
め
て
素
朴
か
つ
幼
稚

な
疑
念
を
述
べ
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
わ
が
国
の
大
工
業

は
、
こ
れ
を
形
成
せ
し
め
る
内
在
的
・
自
律
的
発
展
の
う
え
に
成
立
し
た

も
の
で
は
な
く
（
し
た
が
っ
て
ま
た
、
か
か
る
自
律
的
発
展
に
対
応
す
る

他
律
的
発
展
と
し
て
で
も
な
く
）
、
　
い
わ
ば
対
外
的
に
移
植
せ
し
め
ら
れ

　
　
　
　
　
〔
2
）

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
二
に
、
そ
の
原
蓄
過
程
の
主
流
は
、
資
本

↑
半
封
建
的
地
租
・
賃
労
働
↑
半
封
建
的
小
作
農
と
し
て
先
ず
進
行
し
、

嚴
存
す
る
半
封
建
的
農
業
構
造
に
つ
よ
く
規
定
せ
ら
れ
た
半
封
建
的
・
絶

対
主
義
的
国
営
（
国
家
的
育
成
）
大
工
業
を
成
立
せ
し
め
た
。
か
く
し
て

第
三
に
、
か
か
る
大
工
業
は
、
官
営
は
さ
て
お
き
国
家
に
よ
っ
て
育
成
せ

し
め
ら
れ
た
大
工
業
も
、
こ
れ
と
結
合
す
る
前
期
的
商
業
・
高
利
貸
資
本

の
各
産
業
部
門
の
頂
点
に
お
け
る
生
産
把
握
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
結

果
、
生
産
過
程
の
近
代
化
に
よ
っ
て
利
潤
を
抽
出
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七



　
i
研
　
　
、
究
i

そ
の
基
盤
に
広
汎
な
問
屋
制
家
内
工
業
を
お
き
（
地
主
手
作
に
照
応
し
た

家
内
工
業
U
マ
ニ
ュ
）
、
　
か
か
る
民
営
小
工
業
の
問
屋
制
的
支
配
．
投
機

・
政
府
補
助
金
と
い
っ
た
流
通
過
程
で
の
利
潤
抽
出
を
基
本
と
し
た
。
以

上
の
点
か
ら
第
四
に
、
か
か
る
大
工
業
の
内
在
的
本
質
は
、
近
代
資
本
主

義
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
．
そ
の
基
盤
を
な
す
半
封
建
的
小
工
業
（
農
業
の

発
展
段
階
に
照
応
す
る
矮
小
な
半
封
建
的
農
業
商
品
を
加
工
す
る
と
こ
ろ

の
、
矮
小
な
生
産
手
段
・
小
作
プ
ロ
を
も
つ
矮
小
な
半
封
建
的
工
業
t
こ

れ
こ
そ
当
時
の
農
工
分
離
の
あ
り
か
た
、
国
内
市
場
の
発
展
段
階
を
も
の

が
辷
る
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
特
権
的
・
前
期
的
な
半
封
建
的
資

本
の
大
規
模
な
生
産
掌
握
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
。

　
本
稿
は
、
右
に
示
さ
れ
た
素
朴
な
論
点
を
一
層
敷
衍
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
は
、
右
で
示
さ
れ
た
わ
が
国
の
大
工
業

は
、
そ
の
「
質
」
は
ど
う
で
あ
れ
、
と
も
か
く
も
半
封
建
的
生
産
様
式
の

う
え
に
移
植
さ
れ
た
資
本
主
義
的
機
械
制
大
工
業
で
あ
る
と
一
応
前
提
し

て
、
以
下
の
論
述
を
す
す
め
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
資
本

主
義
の
「
質
」
は
問
題
で
は
な
い
。
だ
が
、
わ
が
国
の
大
工
業
が
資
本
制

大
工
業
で
あ
る
と
い
う
ζ
と
と
、
わ
が
国
が
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

う
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
同
義
語
で
は
な
い
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
戦
後
日
本
農
業
分
析
の
基
礎
条
件
－
大
正
期
農
．
工
業

二
二
八

　
　
史
分
析
序
説
i
己
（
『
商
学
論
集
』
二
六
巻
四
号
、
ニ
ハ
ー
七
頁
）
。

（
2
）
　
「
我
が
国
の
総
べ
て
の
改
良
は
、
国
民
の
必
要
よ
り
も
、
寧
ろ

　
　
国
際
上
の
必
要
よ
り
生
じ
た
る
も
の
に
し
て
」
　
（
大
隈
重
信
『
開

　
　
国
大
勢
史
』
　
一
二
二
七
頁
）
。

（
3
）
　
こ
の
わ
た
く
し
の
素
朴
な
疑
念
は
、
主
と
し
て
日
本
大
工
業
の

　
　
成
立
過
程
に
端
を
発
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
．
『
、
の
対
象
と

　
　
な
っ
た
通
説
に
お
い
て
も
、
明
治
三
十
年
代
産
業
資
本
確
立
以
前

　
　
は
当
然
資
本
主
義
社
会
は
未
成
立
で
あ
る
こ
と
と
な
り
、
．
」
の
間

　
　
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
見
の
く
い
ち
が
い
は
存
在
し
た
、
い
の
か

　
　
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
通
説
は
こ
の

　
　
間
の
時
期
を
、
い
か
な
る
指
標
に
よ
っ
て
い
か
な
る
段
階
と
規
定

　
　
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
か
つ
て
の
指
標
と
移
植

　
．
産
業
に
お
け
る
後
来
の
産
業
資
本
の
確
立
と
を
い
か
に
関
連
し
て

　
　
把
握
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
、
一
一
、
一
十
年
代
に
お
け
る
産
業
資
本
の

　
　
確
立
と
い
う
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
に
た
ち
つ
つ
、
こ
の
点
に
つ
い

　
　
て
は
必
ず
し
も
納
得
的
な
一
致
し
た
見
解
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、

　
　
通
説
が
も
っ
ぱ
ら
自
生
的
発
展
を
も
た
な
い
移
植
産
業
と
・
て
の
系

　
　
譜
に
の
み
注
目
し
て
、
こ
の
時
期
の
段
階
規
定
の
要
因
に
は
注
目

　
　
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
か
か
る
移
植
産
業



　
　
　
　
し
て
も
、
浮
、
れ
が
日
本
資
本
主
義
社
会
成
立
の
指
標
と
な
る
か
ど

　
　
　
　
う
か
は
、
き
ら
に
別
個
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
．
資
本
主
義
的
な
工
業
生
産
の
発
展

　
段
階
と
称
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
小
営
業
お
よ
び
マ
ニ
ュ
の
そ
れ
は
、
当
該
社

　
会
の
生
産
を
そ
の
全
範
囲
に
お
い
て
支
配
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
根

　
抵
か
ら
褒
革
す
る
も
の
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
マ
ニ
ュ
フ
ァ

　
ク
チ
ュ
ア
時
代
と
は
、
マ
ニ
ュ
が
資
本
制
生
産
の
支
配
的
形
態
で
あ
る
時

　
代
を
い
い
、
そ
れ
が
社
会
の
全
生
産
の
支
配
的
形
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
マ
ニ
ュ
は
、
社
会
的
生
産
に
お
け
る

　
支
配
的
形
態
た
る
半
封
建
的
生
産
の
中
で
、
か
か
る
も
の
と
密
着
し
つ
つ

　
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
資
本
制
生
産
が
社
会
の
全

　
生
産
を
支
配
し
、
し
た
が
っ
て
一
国
に
お
け
る
資
本
主
義
的
社
会
構
成
の

　
成
．
立
を
い
い
う
る
の
は
、
原
蓄
の
完
成
・
産
業
革
命
の
完
了
・
産
業
資
本

　
確
立
の
段
階
た
る
、
機
械
制
大
工
業
の
段
階
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
　
わ
が
国
の
明
治
三
十
年
代
に
お
け
る
大
工
業

　
は
、
半
封
建
的
生
産
様
式
の
う
え
に
先
ず
移
植
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て

　
も
、
　
と
も
か
く
も
資
本
主
義
的
な
機
械
制
大
工
業
で
あ
っ
た
。
し
か
ら

　
ば
、
そ
れ
が
機
械
制
大
工
業
で
あ
り
、
そ
こ
に
産
業
資
本
が
確
立
さ
れ
て

　
　
　
一
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
一

・
　
　
　
が
明
治
三
十
年
代
に
資
本
主
義
的
機
械
制
大
工
業
に
転
化
し
た
と

い
る
の
ゆ
え
を
も
っ
て
（
た
と
え
亭
、
の
移
植
部
門
が
び
わ
ゆ
る
基
軸
産
業

U
指
標
産
業
部
門
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
、
　
そ
れ
を
指
標
と
し
て
わ
が
国

に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の
成
立
を
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
わ
た

く
し
は
こ
の
点
に
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
国
に
お
け

る
資
本
主
義
社
会
の
成
立
が
機
械
制
大
工
業
の
段
階
に
い
い
う
る
の
は
、

そ
れ
が
資
本
制
生
産
の
支
配
的
形
態
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
・
て
の
よ
う
な

資
本
制
生
産
が
当
該
社
会
の
全
生
産
の
支
配
的
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
な
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
自
生
的
な
資
本
主
義
的
発
展
の
う
え
に
、
小
営
業
↓
マ
ニ
ュ

を
経
て
機
械
制
大
工
業
段
階
に
成
熟
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
成
立
は
と
り
も
な
お
さ
ず
機
械
制
大
工
業
生
産
に
よ
る
小
工
業
の
淘

汰
、
そ
の
生
産
に
よ
る
社
会
の
全
生
産
の
支
配
を
も
た
ら
し
、
も
っ
て
一

国
に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の
成
立
を
劃
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
機
械
制
大
工
業
が
内
部
的
条
件
の

成
熟
と
は
一
応
無
縁
に
上
か
ら
移
植
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
移
植
部
門
が

た
と
え
い
わ
ゆ
る
「
指
標
産
業
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
同
様
に
こ
こ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

一・

A
、
多
、
れ
が
わ
が
国
に
お
け
る
「
指
標
産
業
」
た
り
う
る
か
ど
う
か
が
問

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

題
と
な
る
）
、
　
そ
こ
に
お
け
る
機
械
制
大
工
業
の
存
在
、
そ
こ
に
お
け
る

産
業
革
命
・
産
業
資
本
の
確
立
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
資
本
制
生
産
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九



　
1
研
　
　
　
　
究
！

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

会
的
生
産
支
配
・
一
国
に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の
成
立
と
か
る
が
る
し

く
速
断
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
ま
い
。
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の

成
立
を
い
う
た
め
に
は
、
資
本
制
生
産
が
日
本
社
会
の
全
生
産
の
支
配
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

形
態
と
な
っ
た
か
ど
う
か
、
ヨ
リ
仔
細
に
た
ち
い
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
4
）
　
マ
ニ
ュ
は
都
市
手
工
業
と
農
村
家
内
工
業
の
広
汎
な
基
礎
の
上

　
　
　
に
存
立
し
、
こ
こ
で
の
産
業
資
本
は
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
．

　
　
　
半
封
建
的
地
主
（
と
り
わ
け
問
屋
制
商
業
資
本
）
と
ふ
か
く
結
び

　
　
　
つ
．
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
分
業
の
発
展
は
存
在
す
る
が
、
手
工

　
　
　
的
生
産
の
も
と
で
は
大
経
営
（
資
本
制
生
産
）
は
小
経
営
（
手
工

　
　
　
業
）
に
決
定
的
な
優
越
性
を
も
た
狙
ば
か
り
か
、
分
業
は
簡
単
な

　
　
　
部
分
作
業
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
作
業
を
担
当

　
　
　
す
る
小
経
営
の
出
現
を
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
。
か
く
し
て
、
大

　
　
　
経
営
と
併
存
す
る
多
数
の
小
経
営
（
独
立
・
半
独
立
の
家
内
工
業

　
　
　
的
小
経
営
）
　
の
存
在
は
、
ま
さ
し
く
マ
ニ
ュ
段
階
の
特
徴
で
あ

　
　
　
る
。
こ
の
マ
ニ
ュ
段
階
は
原
著
の
本
舞
台
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け

　
　
　
消
費
資
料
U
衣
料
産
業
を
中
心
と
す
る
国
内
市
場
の
形
成
が
展
開

　
　
　
す
る
が
、
さ
き
の
事
情
に
照
応
し
て
、
な
お
労
働
者
と
土
地
と
の

　
　
　
結
合
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
う
い
つ
た
事
情
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

　
　
う
に
、
マ
ニ
．
一
段
階
と
は
、
資
本
制
生
産
が
半
封
建
制
下
の
従
属

　
　
的
経
済
制
度
と
し
て
存
在
し
発
展
し
つ
つ
あ
る
時
代
’
．
、
あ
る
と
い

　
　
え
よ
う
。

（
5
）
　
園
芸
上
、
ナ
ス
に
ト
マ
ト
を
接
木
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
な

　
　
こ
と
で
あ
る
。
比
喩
的
に
い
う
な
ら
ば
、
日
本
資
本
主
義
に
関
す

　
　
る
通
説
は
、
ナ
ス
に
ト
マ
ト
を
接
い
で
、
ト
マ
ト
が
赤
い
実
を
つ

　
　
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
こ
の
植
物
を
ト
マ
ト
で
あ
る

　
　
と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
資
本
主
義
の
「
質
」
を
問
題
と
す
る
立

　
　
場
は
、
＋
ス
が
砧
木
で
あ
り
ト
マ
ト
化
せ
ず
し
て
な
お
黒
い
実
を

　
　
結
ぶ
か
ぎ
り
こ
の
植
物
を
ナ
ス
で
あ
る
と
す
る
に
ひ
と
し
い
。
こ

　
　
の
植
物
は
ナ
ス
で
も
ト
マ
ト
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
資
本
主

　
　
義
社
会
の
成
立
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
が
支
配
的
で
あ

　
　
る
か
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

二

　
し
か
ら
ば
、
か
か
る
資
本
制
生
産
の
社
会
的
生
産
支
配
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
か
つ
て
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

設
問
を
お
こ
な
っ
た
の
は
岡
崎
三
郎
氏
ひ
と
り
で
あ
る
。
氏
は
、
　
「
資
本

制
経
済
が
支
配
的
な
経
済
体
制
に
な
っ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
、
と
い
う



こ
と
は
、
な
に
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
わ
れ
つ
つ
、

み
ず
か
ら
こ
れ
に
答
え
て
、
「
抽
象
的
に
い
え
ば
、
資
本
制
生
産
が
、
一

国
民
経
済
の
年
生
産
物
の
総
価
値
の
う
ち
、
過
半
を
し
め
る
に
い
た
っ
て

い
る
か
、
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
直
接
に
確
証
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
不
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
諸
種
の
条
件
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す

ぎ
な
い
。
…
…
そ
れ
で
は
、
日
本
で
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
資
本
制
生
産
の

国
民
経
済
に
お
け
る
優
位
が
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
は
、
以
上
に
の
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
　
一
九
〇
〇
年
代
に
お
い

て
、
資
本
制
経
済
は
日
本
の
支
配
的
な
経
済
体
制
に
な
っ
た
、
と
判
断
す

（
2
）

る
」
、
こ
う
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
価
値
量
の
対
比
が
、
こ
の
設
問
に
お
け
る
基
準
と
な
り
う
る

か
ど
う
か
、
経
済
学
の
初
歩
的
な
知
識
に
よ
っ
て
も
は
な
は
だ
疑
わ
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
ま
た
氏
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、
　
一
国
民
経
済
の
年
生

産
物
の
総
価
値
を
測
定
し
、
そ
の
う
ち
資
本
制
生
産
に
よ
る
も
の
の
比
重

を
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
は
不
可
能
事
に
類
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

か
わ
る
な
ん
ら
か
の
基
準
を
設
定
し
て
こ
れ
を
「
判
断
」
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
か
か
る
氏
の
〔
、
判
断
」
の
基
準
と
な

っ
た
、
「
以
上
に
の
べ
た
と
こ
ろ
」
と
は
果
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

　
　
一
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
一

は
、
広
汎
な
家
内
工
業
の
残
存
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
製
糸
・
紡
績

・
織
布
の
衣
料
生
産
部
門
に
お
い
て
、
職
工
五
人
以
上
一
〇
人
未
満
の
零

細
な
「
工
場
」
を
も
ふ
く
め
て
、
全
工
場
生
産
額
が
国
内
総
生
産
額
の
支

配
的
部
分
を
占
め
、
そ
の
結
果
、
他
部
門
で
の
家
内
工
業
の
支
配
的
地
位

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
工
業
生
産
物
の
価
額
総
計
の
う
ち
職
工
五
人
以
上
を

使
用
す
る
「
工
場
」
の
年
生
産
額
が
過
半
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
以
上
一
九
〇
九
年
）
に
要
約
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
資

本
制
生
産
の
な
か
で
必
ず
し
も
機
械
制
大
工
業
が
支
配
的
地
位
を
占
め
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
資
本
制
生
産
が
国
内
総
生
産
額
（
こ
の

意
味
後
述
）
の
支
配
的
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し

か
し
、
職
工
五
人
以
上
一
〇
人
未
満
の
零
細
「
工
場
」
で
あ
っ
て
も
、
か

り
に
そ
れ
が
小
営
業
な
い
し
マ
ニ
ュ
と
判
断
さ
れ
る
か
ぎ
り
資
本
制
生
産

で
あ
り
、
小
営
業
な
い
し
マ
ニ
ュ
が
資
本
制
生
産
の
支
配
的
地
位
を
占
め

る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
小
営
業
な
い
し
マ
ニ
ュ
段
階
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

わ
が
国
の
特
殊
事
情
に
も
と
づ
い
て
か
か
る
資
本
制
生
産
が
社
会
的
生
産

を
支
配
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
資
本
主
義
社
会
成
立
の
観
点
か
ら
し

て
い
ま
こ
れ
を
問
題
と
し
な
く
て
も
よ
い
と
し
よ
う
（
こ
の
点
後
述
）
。

　
問
題
は
む
し
ろ
次
の
点
に
あ
る
。
わ
が
国
の
ご
と
く
、
一
方
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一



　
－
・
研
　
　
　
　
究
一

移
植
機
械
制
大
工
業
の
確
立
が
資
本
制
生
産
に
よ
る
社
会
的
生
産
支
配
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
ら
な
い
と
き
、
ひ
と
ま
ず
、
資
本
制
生
産
（
社
会
的

生
産
未
支
配
）
の
中
で
機
械
制
工
業
が
支
配
的
と
な
る
時
期
と
、
そ
の
資

本
制
生
産
が
や
が
て
社
会
的
生
産
を
支
配
す
る
時
期
と
、
こ
の
二
つ
の
時

期
が
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
あ
る
い
は
氏
は
、
後
者
を
問
題
と
す
べ
き
と

ぎ
に
こ
の
前
者
に
注
目
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と

職
工
五
i
一
〇
人
の
「
工
場
」
を
も
ふ
く
め
て
か
か
る
想
定
を
お
こ
な
う

こ
と
が
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
し
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
製
糸
・
紡
績
．
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
い
　
ヤ
　
ひ
　
ヤ

布
部
門
を
も
ふ
く
め
た
全
産
業
に
つ
い
て
、
工
業
生
産
物
の
価
額
総
計
の

う
ち
で
職
工
五
人
以
上
の
全
「
工
場
」
生
産
額
が
過
半
を
し
め
る
こ
と
か

ら
、
資
本
制
経
済
が
支
配
的
な
経
済
体
制
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
判

断
」
さ
れ
て
い
る
点
も
問
題
で
あ
る
。
価
額
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
い
ま

問
わ
な
い
と
し
て
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
制
生
産
の
支
配
す
べ
き

社
会
的
生
産
と
は
、
工
業
部
門
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
工
業

部
門
の
中
で
マ
ニ
ュ
に
も
と
づ
く
資
本
制
生
産
が
支
配
的
な
段
階
と
、
そ

の
資
本
制
生
産
が
機
械
制
大
工
業
に
移
行
し
つ
つ
全
社
会
的
生
産
を
支
配

す
る
に
い
た
る
段
階
と
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
岡
崎
氏
の
よ
5

に
、
社
会
的
生
産
の
う
ち
に
占
め
る
工
業
部
門
の
比
重
の
検
討
も
な
い
ま

ま
、
こ
れ
だ
け
で
資
本
制
経
済
が
支
配
的
経
済
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二

う
か
「
判
断
」
で
き
な
い
し
、
か
か
る
観
点
か
ら
職
工
五
人
以
上
の
「
工

場
」
の
生
産
額
が
工
業
生
産
額
の
過
半
を
占
め
る
時
期
を
問
題
と
す
る
な

ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
資
本
制
経
済
が
・
支
配
的
経
済
体
制
と
な
っ
た
時
期

を
、
は
る
か
に
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
岡
崎
三
郎
『
資
本
制
経
済
発
展
の
諸
段
階
』
、
河
出
書
房
刊
、

　
（
2
）
　
同
上
、
九
六
－
七
頁
。

　
（
3
）
　
同
上
、
六
九
i
八
四
頁
。

三

　
さ
て
し
か
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
資
本
制
生
産
に
よ
る
社
会

的
生
産
支
配
を
劃
定
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
に
は
以
上
の
ご
と

き
疑
問
を
抱
き
つ
つ
も
、
こ
れ
に
か
わ
る
基
準
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
ハ

タ
と
当
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会
の
成
立
、
資
本

制
生
産
に
よ
る
社
会
的
生
産
支
配
は
、
数
字
や
統
計
に
よ
っ
て
嚴
密
に
一

線
を
劃
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
数
年
な
い
し
は
数
十
年
の

　
　
L

歳
月
を
つ
ら
ぬ
く
過
程
に
た
つ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

本
稿
の
問
題
提
起
の
線
に
た
つ
か
ぎ
り
、
か
な
り
大
ざ
っ
ぱ
な
、
た
と
え

ば
価
値
量
の
対
比
と
同
様
に
嚴
密
に
は
誤
り
で
あ
る
価
額
や
付
加
価
値
の

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

対
比
も
、
一
定
の
事
情
を
背
景
と
し
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ



r

を
使
用
し
て
も
よ
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
か
く
し
て
こ
こ
で
は
、
機
械
制
大
工
業
の
支
配
す
る
資
本
制
生
産
が
、

社
会
的
生
産
を
支
配
す
る
に
い
た
る
時
期
と
指
標
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ

た
り
そ
の
背
景
と
な
り
媒
介
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
農
民
層
分
解
日
国
内
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

場
形
成
と
関
連
づ
け
つ
つ
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
，
た
と
え
ば
資
本
主
義
の
マ
ニ
ュ
段
階
（
社
会
構
成
は
な
お
半

封
建
制
）
に
お
い
て
は
、
本
来
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
資
本
の
面
に
お
い

て
も
（
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
・
半
封
建
的
地
主
と
の
結
合
）
、
　
労
働

の
面
に
お
い
て
も
（
労
働
者
の
土
地
と
の
結
合
）
、
　
な
お
半
封
建
的
生
産

様
式
と
ふ
か
く
か
ら
み
あ
い
、
半
自
給
的
な
農
民
の
半
封
建
的
分
化
と
こ

れ
に
照
応
す
る
国
内
市
場
形
成
（
そ
こ
で
の
商
品
経
済
の
発
展
）
に
制
約

さ
れ
つ
つ
、
な
お
矮
小
な
工
業
と
し
て
産
業
資
本
が
発
展
し
つ
つ
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
未
だ
農
業
が
工
業
を
制
約
し
、
そ
の
基
抵
を
か
た

ち
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
工
業
は
必
ず
し
も
農
業
の
近
代
化
（
U

国
内
市
場
形
成
）
も
工
業
、
自
体
の
進
化
も
急
速
に
促
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
資
本
主
義
の
機
械
制
大
工
業
段
階
が
、
社
会
の
全
生
産

を
支
配
す
る
の
は
、
そ
れ
が
弥
勢
農
民
層
の
近
代
的
分
解
H
国
内
市
場
形

成
に
も
と
づ
き
、
す
で
に
農
業
の
制
約
を
は
な
れ
て
、
以
前
と
は
逆
に
工

業
資
本
主
義
化
が
農
業
の
進
化
を
主
導
し
、
一
層
農
民
分
解
“
国
内
市
場

　
　
－
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
ご

形
成
を
促
し
て
ゆ
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
究
極
的
に
は
農
民
層
分
解
の
段
階
に
照
応
し
た
工
業
の
発
展
段
階
を

段
階
規
定
の
指
標
に
充
分
お
り
こ
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
自
生
的
な
工
業
発
展
に
ヨ
リ
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
わ
が
国
に
あ
っ

て
は
、
か
つ
て
の
移
植
さ
れ
た
機
械
制
大
工
業
へ
の
一
方
的
着
目
に
対
し

て
、
ひ
か
ど
合
ぜ
も
、
そ
の
基
盤
を
か
た
ち
づ
く
る
中
小
工
業
H
問
屋
制

家
内
工
業
に
目
を
む
け
し
む
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
大
工
業
は
、
そ
れ
自
体
資
本
主
義
的

な
機
械
制
大
工
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
資
本
主
義
発
展
の
上
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

ら
の
途
の
展
開
と
称
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
の
直
接
に
把
握
す
る
工
場
部
門

を
の
ぞ
け
ば
、
下
か
ら
の
自
生
的
発
展
に
規
定
さ
れ
て
問
屋
制
的
支
配
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

主
流
と
し
た
の
で
あ
り
、
社
会
的
生
産
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
資
本
制
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

爵
の
社
会
的
生
産
支
配
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
問
屋
制
的
流
通
の
社
会

的
生
産
支
配
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
に
お
け
る
農
民
層
分

解
山
内
市
響
範
署
喬
建
照
孚
る
露
そ
の
あ
の
発
護

階
は
、
か
か
る
大
工
業
の
社
会
的
存
在
形
態
の
基
盤
を
か
た
ち
づ
く
る
と

こ
ろ
の
、
問
屋
制
家
内
工
業
形
態
に
あ
ら
わ
れ
る
工
業
の
発
展
段
階
に
よ

っ
て
な
お
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
一
二



　
　
一
研
　
　
　
　
究
1

ら
ず
、
わ
が
国
の
工
業
に
お
い
て
は
移
植
機
械
制
工
業
が
中
心
的
な
地
位

を
占
め
、
し
か
も
そ
の
地
位
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
ま
さ
っ
て
ゆ
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
は
あ
る
が
、
そ
の
資
本
制
生
産
の
社
会
的
生
産
に
お
け
る
支
配
的
存
在

を
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
を
か
た
ち
づ
く
り
、
か
つ
て
工
業
の
段
階

を
規
定
し
、
農
業
の
段
階
と
照
応
し
つ
つ
日
本
社
会
の
段
階
を
規
定
し
て

い
た
と
こ
ろ
の
、
手
工
業
の
広
汎
な
存
在
に
立
脚
し
て
い
た
問
屋
制
家
内

工
業
が
、
み
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
大
工
業
の
支
配
の
も
ど
に
（
問
屋
制
支

配
で
は
な
く
し
て
生
産
的
支
配
）
、
　
機
械
制
工
場
化
し
て
ゆ
く
点
に
も
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
さ
き
ば
し
っ
て
い
え
ば
、
か
く
し
て
、
資
本
制
生
産
の
発
展
段
階
を
指

示
す
る
農
民
層
分
解
U
国
内
市
場
形
成
の
段
階
を
、
あ
る
意
味
で
は
一
身

に
具
現
す
る
わ
が
国
の
自
生
的
小
工
業
の
発
展
と
、
そ
の
大
工
業
と
の
か

ら
み
あ
い
か
ら
み
て
、
わ
た
く
し
は
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
的
生
産
の
資

本
主
義
化
・
産
業
資
本
確
立
の
時
期
を
、
明
治
三
十
年
代
よ
り
い
ま
少
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

く
後
に
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
こ
こ
一
．
」
の
再
検
討
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
全
面
的
な
も
の
で
は

　
　
　
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
中
・
小
工
業
発
展
の
一
局
面
に
視
点
を
お

　
　
　
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
産
業
資
本
確
立

　
　
　
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
通
説
と
必
ず
し
も
す
る
ど
く
対
立
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
四

　
　
の
で
は
な
く
、
さ
し
あ
た
り
こ
れ
を
一
〇
年
（
先
進
地
）
な
い
し

　
　
二
〇
年
（
後
進
地
）
ず
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。

（
2
）
　
拙
稿
、
前
掲
一
六
一
七
二
一
三
－
五
各
頁
。

（
3
）
　
堀
江
英
一
『
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
資
本
の
存
在
形
態
』
九

　
　
三
頁
．
同
『
日
本
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
問
題
』
九
三
頁
。

（
4
）
　
「
資
本
制
生
産
が
国
内
市
場
を
つ
く
り
だ
す
際
の
市
場
の
範
囲

　
　
と
強
固
き
と
は
、
生
産
そ
の
も
の
の
発
展
段
階
（
協
業
・
マ
ニ
ュ

　
　
．
大
工
業
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
れ
と
密
接
な
比
例
関
係
を

　
　
も
つ
」
、
あ
る
い
は
　
「
一
国
に
お
け
る
国
内
市
場
の
発
展
の
程
度

　
　
が
、
プ
酔
、
の
国
に
お
け
る
資
本
制
生
産
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
決
定

　
　
さ
れ
る
」
、
ま
た
、
「
国
内
市
場
の
発
展
段
階
は
国
内
に
お
け
る
資

　
　
本
主
義
の
発
展
段
階
一
、
、
あ
る
」
　
（
レ
ー
ニ
ン
『
ロ
シ
ア
に
お
け
る

　
　
資
本
主
義
の
発
達
』
岩
波
文
庫
版
下
七
三
一
四
頁
）
。

（
5
）
　
山
田
文
雄
氏
は
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
、
　
「
基
底
財
貨
乃
至
基
底

　
　
産
業
部
門
と
は
果
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な

　
　
く
国
民
の
生
活
必
需
品
を
中
核
と
す
る
消
費
財
貨
に
外
な
ら
な

　
　
い
。
国
民
経
済
浄
、
構
成
す
る
二
大
産
業
部
門
、
す
な
わ
ち
消
費
財

　
　
部
門
と
生
産
財
部
門
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
両
者
の
中

　
　
基
底
は
あ
く
ま
で
消
費
財
部
門
で
あ
り
、
生
産
財
部
門
は
消
費
財



部
門
の
供
給
す
る
消
費
財
貨
を
前
提
と
し
つ
つ
、
迂
回
生
産
に
必

要
な
る
生
産
財
を
供
給
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
原

始
社
会
の
全
成
員
は
生
活
必
需
品
の
生
産
に
追
わ
れ
て
い
た
。
然

る
に
生
活
必
需
品
、
す
な
わ
ち
農
業
生
産
品
を
主
と
し
て
、
こ
れ

に
若
干
の
手
工
業
品
を
加
え
た
も
の
を
生
産
す
る
技
術
が
進
歩

し
、
生
産
力
が
発
展
す
る
に
伴
い
、
生
活
必
需
品
の
範
囲
が
拡
大

す
る
と
共
に
、
生
活
必
需
品
以
外
の
消
費
財
貨
、
並
に
此
等
を
生

産
す
る
に
必
要
な
労
働
手
段
を
生
産
す
る
産
業
部
門
が
次
第
に
形

成
さ
れ
、
遂
に
近
代
経
済
社
会
に
於
て
は
、
生
産
財
部
門
が
消
費

財
部
門
に
対
し
て
圧
倒
的
重
要
性
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
生
産
財
部
門
か
ら
離
れ
て
も
消
贋
財
部
門
は
充
分
考
え
得

　
る
に
反
し
て
、
消
費
財
部
門
を
離
れ
て
は
生
産
財
部
門
は
想
像
す

　
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
こ
れ
は
生
産
財
部
門
の
製
品
は
主
と
し

　
て
消
費
財
部
門
の
生
産
財
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
に
反
し
て
、
消

　
費
財
部
門
の
製
品
の
市
場
は
直
接
人
間
の
口
腹
に
通
じ
て
い
る
こ

　
と
か
ら
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
な
ら
ば
大
規
模
生
産

　
方
式
採
用
に
必
要
な
る
大
市
場
の
成
立
は
、
何
よ
り
も
先
ず
消
費

　
財
部
門
、
特
に
国
民
の
生
活
必
需
品
に
実
現
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
る
」
　
（
『
中
小
工
業
経
済
論
』
五
八
－
九

一
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
一

頁
）
と
。
こ
の
見
解
に
全
面
的
な
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
は
な
い

が
・
と
も
か
く
も
完
成
し
た
近
代
社
会
で
「
生
産
財
」
が
圧
倒
的

重
要
性
を
も
つ
と
い
う
典
型
的
発
展
の
前
提
に
、
　
「
消
費
財
」
生

産
の
一
応
の
展
開
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
が
国

に
お
い
て
は
、
一
部
移
植
・
輸
出
産
業
の
展
開
と
と
も
に
、
矮
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

な
「
国
民
の
」
「
消
費
財
」
生
産
・
国
内
市
場
の
範
囲
を
飛
躍
し
た

と
こ
ろ
の
、
初
発
か
ら
の
軍
需
を
中
心
と
す
る
「
生
産
財
」
生
産

の
展
開
・
国
外
市
場
進
出
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
（
も
ち
ろ
ん
、
「
消

費
財
」
と
と
も
に
こ
れ
を
生
産
す
る
小
規
模
の
「
生
産
財
」
供
給

部
門
が
存
在
し
、
　
そ
れ
が
軍
需
を
中
心
と
す
る
大
規
模
　
「
生
産

財
」
部
門
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
の
支
配
形
態
の

問
題
を
逸
し
て
は
な
ら
な
い
）
、
　
わ
が
国
の
経
済
的
発
展
段
階
分

析
に
な
に
ほ
ど
か
の
示
唆
は
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、

い
ま
少
し
く
例
を
あ
げ
れ
ば
以
下
の
ご
と
く
弔
、
あ
る
。

　
　
「
我
が
産
業
の
機
械
化
は
輸
出
を
中
心
と
し
て
進
行
し
て
い

る
。
我
が
内
地
向
消
費
は
従
来
の
封
建
的
慣
習
の
故
に
、
未
だ
大

量
生
産
に
適
す
る
販
路
に
ま
で
成
熟
せ
ざ
る
以
前
に
お
い
て
、

海
外
販
路
は
早
く
大
量
生
産
の
途
を
拓
い
て
く
れ
た
か
ら
一
．
、
あ

　
る
」
　
（
高
橋
亀
吉
、
前
掲
四
六
六
頁
）
。
明
治
二
十
年
代
、
「
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五



i
研
　
　
　
　
究
f

　
の
内
地
向
在
来
土
業
の
大
部
分
が
依
然
家
内
工
業
に
頼
り
」
、
「
従

　
来
、
我
が
工
場
制
工
業
の
発
達
は
、
専
ら
輸
入
品
工
業
か
乃
至
は

　
輸
出
品
工
業
に
限
ら
れ
、
内
地
向
日
用
品
の
そ
れ
は
、
永
く
、
昔

　
の
ま
ま
の
原
始
的
生
産
方
法
に
委
せ
ら
れ
て
来
た
。
・
…
：
即
ち
、

　
我
が
内
地
向
日
用
品
の
生
産
は
機
械
制
工
場
の
恩
恵
外
に
永
く
放

　
置
せ
．
b
れ
て
い
た
」
（
同
上
、
二
四
三
頁
）
。
　
「
従
来
、
我
が
国
に

　
手
工
業
的
発
達
の
皆
無
又
は
不
完
全
な
り
し
も
の
は
比
較
的
大
規

　
模
な
る
工
場
制
生
産
に
拠
り
、
…
…
従
来
我
が
国
に
於
て
手
工
業

　
的
発
達
あ
、
見
た
る
製
糸
業
．
織
物
・
及
び
染
物
業
、
陶
磁
器
製
造

業
並
に
本
来
手
工
業
的
生
産
行
程
の
多
き
、
ガ
ラ
ス
、
マ
ッ
チ
、

　
レ
ン
ガ
等
の
製
造
業
の
如
き
は
比
較
的
小
規
模
な
る
資
本
制
家
内

　
工
業
制
あ
る
い
は
手
工
業
的
工
場
工
業
制
ー
マ
ヌ
フ
ァ
ク
チ
ュ

　
一
．
・
一
に
拠
っ
土
」
　
（
野
呂
栄
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』

　
一
．
一
一
書
房
刊
七
〇
頁
）
。
「
外
国
商
品
と
の
競
争
の
外
に
お
か
れ
た

生
産
部
門
、
就
中
国
内
市
場
を
主
た
る
対
象
と
し
た
生
産
部
門

　
は
、
非
常
に
低
度
の
資
本
構
成
の
下
に
、
大
部
分
は
小
商
品
生
産

業
と
し
て
経
営
せ
ら
れ
た
」
（
同
上
、
二
三
六
頁
）
。
　
「
日
清
戦
争

ま
而
、
し
に
於
け
る
我
が
産
業
が
、
未
だ
大
量
生
産
に
適
す
る
商
品
販

路
を
有
す
る
に
至
、
b
な
か
っ
た
事
由
は
・
…
：
内
地
の
国
民
経
済
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六

封
建
時
代
よ
り
引
継
げ
る
『
自
給
自
足
』
時
代
の
域
を
未
だ
税
せ

な
か
っ
た
こ
と
だ
。
従
っ
て
国
民
消
費
の
大
部
分
は
『
商
品
』
の

需
要
と
し
て
現
わ
れ
ず
『
自
給
自
足
』
品
を
も
っ
て
賄
か
れ
た
」

　
（
高
橋
、
前
掲
二
九
八
頁
）
。
　
ワ
グ
ネ
ル
の
『
工
業
方
針
』
も
、

明
治
二
十
年
前
後
の
我
が
国
の
工
業
が
極
め
て
少
数
の
輸
入
工
業

を
除
く
の
外
、
そ
の
他
は
す
べ
て
未
だ
手
工
業
的
状
態
に
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
　
「
今
日
本
に
於
て
機
械
を
使
用
す
る
工
業
を
通
観

す
る
に
、
紡
績
機
械
の
外
は
昔
日
本
に
あ
ら
ざ
り
し
工
業
か
或
は

昔
に
て
も
機
械
を
使
用
す
る
も
の
な
り
。
製
糸
機
械
は
昔
時
日
本

に
あ
ら
ざ
り
し
が
、
今
日
に
て
も
只
外
国
に
輸
出
す
る
絹
糸
の
み

を
製
し
日
本
の
用
に
供
せ
ず
。
…
…
今
日
本
の
真
の
工
業
を
見
れ

ば
、
維
新
以
来
機
械
の
た
め
に
進
歩
し
た
り
と
な
す
も
の
は
一
と

し
て
あ
る
こ
と
な
し
」
　
（
同
上
、
四
六
五
－
六
頁
）
と
い
う
。

　
以
上
は
主
と
し
て
通
説
に
い
う
産
業
資
本
確
立
期
以
前
の
事
情

に
関
す
る
指
摘
一
．
、
あ
る
が
、
こ
の
後
に
お
い
て
も
右
の
事
情
は
必

ず
し
も
変
化
し
な
い
。
す
な
わ
ち

　
「
小
工
業
が
支
配
的
な
る
業
種
…
…
〔
の
〕
殆
ん
ど
す
ぺ
て
i
．

：
・
が
重
要
な
る
国
民
生
活
必
需
品
で
あ
る
」
　
（
山
田
、
前
掲
一
〇

一
頁
、
な
お
八
九
一
一
〇
〇
頁
）
。
「
国
民
生
活
必
需
品
の
圧
倒
的



大
部
分
が
伝
統
的
原
料
と
伝
統
的
技
術
と
を
も
っ
て
手
工
業
的
に

生
産
し
続
け
ら
れ
て
い
る
」
　
（
同
上
、
一
〇
三
頁
）
。
　
そ
の
こ
と

は
「
此
等
の
業
種
量
産
財
を
提
供
す
べ
き
機
械
器
具
工
業
、
金

属
工
業
・
並
に
化
学
工
業
に
つ
い
て
も
大
規
模
生
産
の
実
現
を
阻

止
す
る
。
…
…
尤
も
〔
そ
れ
ら
の
生
産
財
工
業
は
〕
国
家
の
消
費

を
基
礎
と
し
て
も
発
達
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
：
・
：
・
〔
し
か
し
〕

軍
需
即
ち
国
家
の
消
費
は
、
其
の
性
質
上
国
民
の
消
費
と
は
異
っ

て
恒
常
的
で
な
く
、
国
際
関
係
の
緩
急
に
依
っ
て
著
し
く
伸
縮
す

　
る
が
ゆ
え
に
・
そ
れ
の
み
に
依
拠
し
て
は
、
自
由
経
済
を
前
提
と

　
す
る
限
り
決
し
て
大
規
模
生
産
は
実
現
し
得
な
い
．
・
…
：
。
大
規
模

生
産
は
国
民
の
消
費
生
活
に
基
礎
を
置
い
た
と
き
、
始
め
て
あ

　
ら
ゆ
る
工
業
分
野
に
於
て
実
現
さ
れ
る
」
　
（
一
同
上
、
一
〇
七
i
八

　
頁
）
。
「
我
国
の
中
小
工
業
が
主
と
し
て
我
国
の
伝
統
的
工
業
に
於

　
て
存
在
し
、
大
工
業
は
例
外
な
く
全
部
欧
米
諸
国
よ
り
の
移
植
工

　
業
に
於
て
確
立
さ
れ
て
い
る
」
（
同
上
、
二
一
三
頁
）
。
　
「
国
民
生

　
活
に
最
も
親
近
な
店
輔
の
前
に
立
つ
な
ら
ば
、
其
処
に
は
大
規
模

　
生
産
品
は
皆
無
と
云
っ
て
よ
く
、
大
部
分
と
云
う
よ
り
は
全
部
が

　
中
小
工
業
品
で
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
」
　
（
同
上
、
ニ
二
五

　
頁
）
。
「
大
規
模
生
産
の
前
提
条
件
…
…
〔
で
あ
る
〕
国
民
生
活
必

一
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
1

需
品
に
対
す
笑
市
場
の
成
立
が
、
我
国
民
経
璋
於
て
未
だ
実

現
さ
れ
て
い
な
い
」
　
（
同
上
、
一
六
四
頁
）
。
「
内
地
物
で
は
変
態

の
家
里
業
・
蕾
物
に
つ
い
て
は
変
態
の
家
内
藁
と
工
場

制
と
の
濃
時
代
器
芝
（
山
憲
太
郎
「
中
小
工
業
の
問
題

性
」
一
上
田
貞
次
郎
博
士
記
念
論
文
集
『
統
制
経
済
と
中
小
工
業
』

三
八
五
頁
、
な
お
、
一
二
七
四
頁
）
等
々
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
明
治
期
に
お
け
る
大
工
業
が
我
国

の
内
在
的
・
自
律
的
発
展
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
明

治
三
十
年
代
に
ひ
師
部
弥
応
産
業
資
本
を
確
立
し
た
と
し
て
も
そ

れ
は
な
お
社
会
的
生
産
を
支
配
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
そ
盤
、
奨
な
髪
部
門

に
お
け
る
半
封
建
的
生
産
様
式
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
山
岬
“
す
ま

す
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
工
業
へ
の
一
方
的
着
目
に
対
し

て
、
か
か
る
大
・
小
工
業
の
ハ
い
（
機
械
と
手
、
外
国
及
び
国
家

的
市
場
と
国
内
市
場
、
官
営
な
い
し
保
護
と
民
営
）
の
検
討
ば
、

日
本
資
本
主
義
極
会
の
分
析
に
重
要
な
視
点
を
与
え
る
で
あ
ろ

う
。
ま
仁
、
か
か
る
国
内
市
場
の
内
部
的
性
格
は
、
い
わ
ゆ
る
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ハ
　
ヤ

場
理
論
の
見
地
か
ら
は
と
も
か
く
、
資
本
主
義
の
広
さ
と
深
さ
の

見
地
か
ら
は
、
な
お
な
に
ほ
ど
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七



　
i
研
　
　
　
　
究
一

　
　
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

パ
6
）
　
前
註
（
1
）
参
照
。
拙
稿
「
戦
後
日
本
農
業
分
析
の
基
礎
条
件

　
　
一
大
正
期
農
・
工
業
史
分
析
序
説
！
」
（
『
商
学
論
集
』
二
六
巻
四

　
　
号
）
を
も
見
よ
。

四

　
い
ま
明
治
十
七
年
頃
か
ら
二
十
五
年
頃
ま
で
の
時
代
の
工
業
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
、
そ
こ
で
は
、
村
落
に
所
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
水
車
お
よ
び
人
力
を
主

　
　
　
　
（
2
）

要
な
動
力
源
と
す
る
、
二
〇
人
以
下
の
小
「
工
場
」
が
な
お
圧
倒
的
で
あ

っ
て
、
業
種
別
に
は
生
糸
・
紡
織
が
過
半
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

も
な
お
か
か
る
「
工
場
」
生
産
さ
え
全
工
業
生
産
の
ほ
ぼ
三
〇
％
程
度
で

あ
り
、
し
か
も
全
生
産
の
観
点
か
ら
は
そ
の
大
部
分
が
農
業
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
っ
て
過
言
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
通
説
に
お
い
て
も
、
当
時
は

な
お
産
業
資
本
確
立
期
に
遠
い
の
で
あ
る
し
、
こ
の
と
き
の
工
業
の
形
態

か
ら
し
て
、
問
屋
制
家
内
工
業
と
密
接
に
か
ら
ま
り
あ
う
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

　
　
　
　
（
4
）

チ
ュ
ア
の
段
階
に
あ
る
と
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
明
治
二
十
二
年
に
お
け
る
福
島
県
統
計
書
で
の
「
工
場
」
は
三

　
　
　
六
（
生
糸
二
七
、
印
刷
お
よ
び
鉱
業
そ
れ
ぞ
れ
二
、
紙
・
絹
織
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八

．
綿
織
物
．
醸
造
・
窯
業
そ
れ
ぞ
れ
一
）
で
あ
り
、
職
工
数
別
に

は
五
人
未
満
二
、
　
一
〇
人
未
満
六
、
二
〇
人
未
満
三
、
五
〇
人
未

満
七
、
一
〇
〇
人
未
満
八
、
五
〇
〇
人
未
満
四
、
五
〇
∩
）
人
以
上

二
と
な
る
。
こ
の
と
き
の
統
計
に
は
い
ち
じ
る
し
い
脱
落
が
あ
る

の
で
く
わ
し
い
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
き
ら
に
動
力
を
機
関
数

で
み
れ
ば
、
不
明
八
・
な
し
一
六
・
水
車
一
六
・
蒸
気
一
六
と
な

り
、
と
く
に
生
糸
「
工
場
」
で
は
、
不
明
二
・
な
し
九
・
水
車
一

四
．
蒸
気
一
二
と
な
る
。
こ
の
と
き
生
糸
「
工
場
」
に
採
用
き
れ

る
蒸
気
機
関
の
ほ
と
ん
ど
が
基
幹
作
業
部
門
の
動
力
と
し
て
で
な

く
、
煮
繭
工
程
に
の
み
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
（
丹
羽
邦

男
「
日
本
資
本
主
義
論
」
1
『
日
本
史
研
究
入
門
』
四
七
一
頁
所

収
）
、
　
こ
の
段
階
で
は
水
車
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
る
と

考
、
．
凡
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
中
小
工
業
は
、
高
度
の
技
術

を
も
つ
移
植
大
工
業
や
、
先
進
諸
国
の
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

さ
し
あ
た
り
そ
の
影
響
を
う
け
る
こ
と
な
し
に
こ
の
段
階
で
は
、

自
生
的
発
展
の
結
果
と
し
て
水
車
を
動
力
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
動
力
自
体
は
機
械
の
本
質
的
条
件
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
作
業
機
の
発
展
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
産
業
の
内
在
的
発

展
の
一
指
標
た
り
え
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ら
、
地
方
分
散
的



　
　
・
農
村
的
な
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
で
あ
る
。

（
2
）
　
全
国
的
に
い
っ
て
明
治
十
七
年
に
は
、
水
力
四
七
．
一
二
％
、
人

　
　
力
四
七
％
・
蒸
気
三
・
六
％
で
あ
り
、
明
治
十
八
年
に
は
水
力
三

　
　
六
四
工
場
、
人
力
二
四
四
工
場
、
蒸
気
五
三
工
場
、
明
治
二
十

　
　
五
年
に
も
な
お
蒸
気
は
一
八
％
で
し
か
な
い
。
明
治
十
八
年
に
は

　
　
蒸
気
使
用
は
綿
紡
績
・
精
米
・
鉱
業
・
造
船
の
諸
工
業
に
限
ら
れ

　
　
他
は
す
べ
て
水
力
お
よ
び
人
力
で
あ
る
。
ゆ
、
出
た
明
治
二
十
五
年
に

　
　
は
、
工
業
払
込
資
本
一
．
」
は
四
〇
％
を
占
め
つ
つ
も
ご
く
一
部
の
移

　
　
植
工
業
の
み
が
蒸
気
を
使
用
し
、
払
込
資
本
で
は
各
々
一
五
％
で

　
　
し
か
な
い
多
数
の
輸
出
向
中
小
工
業
・
内
地
向
家
内
工
業
は
水
力

　
　
お
よ
び
人
力
を
使
用
し
て
い
る
（
丹
羽
、
同
上
、
高
橋
亀
吉
『
明

　
　
治
大
正
産
業
発
達
史
』
九
三
・
一
七
三
一
，
四
．
二
、
一
二
九
各
員
）
。

（
3
）
　
丹
羽
、
同
上
、
高
橋
、
同
上
。

（
4
）
　
丹
羽
、
同
上
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
「
自
生
的
な
小
商
品
生
産

　
　
発
展
の
所
産
で
あ
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
期
で
は
も
ち
ろ
ん
な

　
　
い
」
と
丹
羽
氏
は
こ
と
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
前
田
正
名
の

　
　
『
興
業
意
見
』
巻
三
に
よ
れ
ば
、
「
明
治
十
七
年
当
時
の
我
が
産

　
　
業
の
現
況
〔
は
〕
…
…
工
商
を
兼
ね
営
む
こ
と
．
…
・
．
農
工
商
の
分

　
　
別
判
然
せ
ざ
る
こ
と
」
、
　
そ
し
て
「
な
お
工
を
軽
ん
ず
」
る
こ
と

　
1
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
1

　
　
　
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
（
高
橋
，
前
掲
一
八
五
．
一
九
二
各
頁
所

　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
収
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
中
期
か
ら
末
期
、
と
り
わ
け
明
治
三
十
年
代
は
、
通

説
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
確
立
期
と
さ
れ
て
い
る
。
．
こ
く
大
ざ

っ
ぱ
に
い
え
ば
・
昌
鞍
置
前
に
お
い
て
は
奎
驚
の
六
割
が
農
産

物
・
輸
入
の
六
・
六
割
が
工
鉱
産
物
で
あ
っ
て
、
我
国
は
い
ま
だ
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ち
ロ

国
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
し
，
ま
た
「
明
治
二

十
七
－
八
年
ま
で
は
完
全
に
問
屋
i
手
工
業
・
家
内
工
業
の
支
配
す
る
と

こ
ろ
で
あ
鷺
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
累
二
＋
七
－
八
年
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
ロ

に
お
い
て
は
、
鉄
道
・
銀
行
・
紡
績
を
中
心
と
す
る
企
業
の
勃
興
、
大
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

場
の
展
開
に
よ
る
商
業
資
本
の
凋
落
、
大
工
場
製
品
の
輸
出
激
増
．
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

紡
績
に
お
け
る
家
内
工
業
的
手
紡
克
服
と
い
っ
た
諸
現
象
が
目
立
ち
、
日

露
戦
後
に
は
、
一
層
多
く
の
、
す
な
わ
ち
紡
績
・
電
気
．
鉱
業
．
水
産
．

製
造
（
造
船
・
肥
料
・
製
紙
・
製
糖
・
ビ
ー
ル
．
酒
．
セ
メ
ン
ト
．
織
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ぼ
ロ

・
毛
織
・
機
器
）
等
々
の
、
企
業
が
勃
興
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
留
目
し
た
論
著
も
、
一
方
に
お
い
て
、
た

と
え
ば
明
治
三
十
五
年
、
「
職
工
数
大
小
に
よ
る
重
要
産
業
は
、
①
製
糸

二
二
万
②
紡
績
八
万
⑧
マ
ッ
チ
五
万
㈲
織
物
五
万
⑤
船
舶
車
輔
二
万
㈲
煙

草
二
万
ω
窯
業
印
刷
各
一
万
」
で
．
「
当
時
我
工
業
の
多
く
が
爾
お
家
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九



　
　
一
研
　
　
　
　
究
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

工
業
に
属
す
る
も
の
の
多
か
っ
た
こ
と
を
伺
い
得
る
」
と
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
か
か
る
家
内
工
業
的
生
産
を
克
服
し
、
　
「
企
業
勃
興
一
労

働
者
需
要
！
賃
銀
昂
騰
i
機
械
化
」
を
広
汎
に
推
進
し
て
い
っ
た
の
は
紡

績
を
中
心
と
す
る
一
部
大
工
業
で
．
在
来
の
中
小
産
業
に
つ
い
て
は
一
部

の
輸
出
向
の
そ
れ
に
変
化
が
お
こ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
（
U
）

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
通
説
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
に
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
「
山
田
〔
盛
太
郎
氏
〕
は
衣
料
生
産
部
門
の
一
応
の
展
開
と
労
働
手

段
生
産
の
見
透
し
の
確
立
（
n
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
過
程
の
形
成
）

に
〔
産
業
資
本
確
立
の
規
定
を
〕
求
め
る
が
、
そ
の
指
標
に
は
、
紡
績
綿

織
業
で
は
、
そ
の
各
々
の
製
品
の
内
地
産
高
の
輸
入
高
凌
駕
、
及
び
輸
出

額
の
輸
入
額
凌
駕
を
、
製
糸
業
で
は
器
械
製
糸
高
の
坐
繰
製
糸
高
凌
駕
を

あ
げ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
通
し
て
衣
料
生
産
諸
部
門
で

の
工
場
制
工
業
の
成
立
と
そ
の
比
重
の
増
大
と
を
問
題
と
す
る
の
で
あ

る
。
山
田
に
限
ら
ず
戦
前
の
研
究
業
績
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
各
生

産
部
門
の
最
上
層
に
お
い
て
、
大
特
権
商
人
が
工
業
家
に
転
化
し
、
そ
の

部
門
の
生
産
に
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
に
至
る
動
き
を
産
業
資
本
確
立

過
程
と
し
て
把
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
こ
の
同
じ
時
期
の
工
場
統

計
（
職
工
一
〇
人
以
上
の
工
場
に
限
定
）
に
よ
れ
ば
、
大
半
が
人
力
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

に
依
存
す
る
最
小
規
模
（
統
計
の
上
で
は
職
工
一
〇
i
五
〇
人
使
用
）
の

「
工
場
」
が
二
〇
年
代
に
も
ま
し
て
急
速
に
増
大
す
る
。
こ
の
展
開
の
中

に
紡
績
部
門
を
除
く
他
の
殆
ど
の
部
門
に
お
い
て
は
、
人
力
か
ら
動
力
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姶
）

用
へ
の
移
行
と
い
う
近
代
化
傾
向
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
た
だ
、
こ
の
批
判
に
よ
っ
て
は
、
最
初
の
問
題
た
る
社
会
的
生
産
に
お

け
る
資
本
制
生
産
の
比
重
を
た
だ
ち
に
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
コ
一
〇
年
代
に
も
ま
し
て
急
速
に
増
大
す
る
」
小
「
工
場
」
が
マ
ニ
ュ
と

理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
拡
大
は
資
本
制
生
産
の
拡
大
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
機
械
制
工
場
と
し
て
の
拡
大
で
は
な
く
．
問
屋
制

家
内
工
業
と
密
接
に
か
ら
ま
り
あ
う
マ
ニ
ュ
と
し
て
の
拡
大
で
あ
り
、
特

定
部
門
で
の
産
業
資
本
の
確
立
が
「
大
特
権
商
人
が
工
業
家
に
転
化
し
、

そ
の
部
門
の
生
産
に
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
」
こ
と
と
し
て
あ
ら
わ
れ

つ
つ
、
こ
の
マ
ニ
ュ
日
問
屋
制
家
内
工
業
を
、
工
場
制
生
産
に
よ
っ
て
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

な
く
問
屋
制
的
に
あ
る
い
は
流
通
過
程
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
当
時
の
工
業
生
産
は
な
お
マ
ニ
ュ
生
産
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
マ
ニ
ュ
段
階
（
資
本
制
生
産
に
お
い
て
マ
ニ
ュ
が
支
配
的

で
あ
る
段
階
）
の
ま
ま
資
本
制
生
産
が
社
会
的
生
産
を
支
配
す
る
こ
と
が

あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
（
工
業
部
門
に
お
い
て
、
マ
ニ
ュ
に
も
と
づ
く
資

本
制
生
産
が
支
配
的
で
あ
る
段
階
が
想
定
で
き
る
と
し
て
も
、
か
か
る
段



階
に
お
い
て
は
、
他
の
、
と
り
わ
け
農
業
部
門
に
お
け
る
旧
い
生
産
形
態

が
な
お
支
配
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
マ
ニ
ュ
に
も
と
づ
く
資
本
制
生

産
が
社
会
的
生
産
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
）
、
当
時
、

資
本
主
義
社
会
が
成
立
し
た
と
は
い
い
が
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
曖
昧
で

は
あ
る
が
少
く
と
も
．
後
述
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
代
よ
り
も
、
明
治

末
以
降
に
こ
れ
を
求
め
た
方
が
、
ヨ
リ
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
高
橋
、
前
掲
二
六
六
頁
。
な
お
本
稿
二
四
九
頁
参
照
。

　
（
6
）
　
同
上
、
四
一
四
頁
。
　
な
お
高
橋
亀
吉
『
日
本
資
本
主
義
発
達

　
　
　
史
』
　
一
一
八
頁
。

　
（
7
）
　
同
上
、
三
〇
五
頁
。

　
（
8
）
　
同
上
、
四
一
四
頁
。

　
（
9
）
　
同
上
、
四
六
六
・
四
九
九
頁
。

　
（
1
0
）
　
同
上
、
四
〇
一
頁
。
な
お
、
福
島
県
統
計
書
に
よ
れ
ば
、
明
治

　
　
　
三
十
年
に
お
け
る
「
工
場
」
は
九
六
（
生
糸
六
四
、
絹
織
物
一

　
　
　
〇
、
鉱
業
八
、
印
刷
四
、
器
機
・
窯
業
・
．
綿
織
物
各
二
、
醸
造
．

　
　
　
煙
草
・
製
鉄
・
水
車
各
一
）
、
　
明
治
三
十
八
年
に
は
一
〇
六
（
生

　
　
　
糸
五
八
、
絹
織
二
〇
、
材
木
木
製
品
七
、
煙
草
五
、
印
刷
四
、
鉱

　
　
　
業
・
窯
業
三
、
器
機
・
綿
織
・
化
学
各
二
）
と
な
り
、
な
お
生
糸

　
　
i
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
1

の
圧
倒
的
比
重
と
絹
織
の
か
な
り
の
増
加
が
見
出
さ
れ
る
（
ち
な

み
に
・
生
糸
で
は
、
明
治
二
十
二
年
に
お
け
る
耶
麻
．
田
村
両
部

か
ら
、
南
会
津
・
耶
麻
両
郡
へ
と
、
中
心
地
と
順
位
が
移
動
す

る
）
。
　
職
工
数
別
に
は
、
明
治
三
十
年
、
一
〇
人
未
満
一
、
二
〇

人
未
満
三
五
、
五
〇
人
未
満
三
四
、
一
〇
〇
人
未
満
一
、
一
」
［
、
五
〇

〇
人
未
満
一
二
と
な
り
、
明
治
三
十
八
年
に
は
、
一
〇
人
未
満
一

〇
、
二
〇
人
未
満
二
四
、
五
〇
人
未
満
四
〇
、
一
〇
〇
人
未
満
一

三
、
五
〇
〇
人
未
満
二
一
と
な
る
（
も
と
も
と
こ
れ
ら
年
度
に
は

一
G
人
未
満
は
集
計
さ
れ
て
い
な
い
筈
で
あ
る
が
、
か
つ
て
一
〇

人
以
上
雇
傭
し
調
査
時
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
以
下
に
減
少
し

た
も
の
も
混
入
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
工
場
は
も
っ
と
数
多

い
筈
で
あ
る
）
。
　
と
も
か
く
乙
の
点
は
丹
羽
氏
の
み
る
と
こ
ろ
と

同
一
で
あ
る
。
動
力
機
関
数
を
み
れ
ば
、
明
治
一
二
十
年
、
不
明
一

・
な
し
三
九
・
水
車
五
七
・
蒸
気
二
八
・
電
気
四
、
明
治
三
十
八

年
に
は
不
明
四
・
な
し
二
六
・
水
車
五
四
．
蒸
気
三
四
．
電
気
七

二
と
な
る
。
工
場
数
に
お
い
て
圧
倒
的
な
生
糸
お
よ
び
絹
織
物
を

み
れ
ば
、
明
治
三
十
年
、
な
し
二
七
・
水
車
四
九
．
蒸
気
一
六
．

電
気
一
、
明
治
三
十
八
年
に
は
へ
な
し
一
九
・
水
車
四
二
．
蒸
気

二
七
・
電
気
三
と
な
り
、
な
お
水
車
動
力
が
大
き
な
比
重
を
占
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一



　
1
研
　
　
　
　
究
1

　
　
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
　
（
明
治
三
十
八
年
の
全
工

　
　
場
で
の
電
気
の
異
常
な
増
加
は
、
五
個
の
煙
草
工
場
で
六
六
の

　
　
電
動
力
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
）
。
　
な
お
明
治
三
十
八
年
に

　
　
は
、
坐
繰
製
糸
九
三
一
〇
六
貫
に
対
し
器
械
製
糸
一
四
一
六
貫
一
．
・

　
　
あ
る
。

（
n
）
　
同
上
、
三
〇
五
頁
。

（
1
2
）
　
丹
羽
、
前
掲
四
七
二
頁
、
高
橋
、
前
掲
五
三
一
・
五
三
八
頁
、

　
　
野
呂
栄
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
二
三
六
頁
。

（
1
3
）
　
丹
羽
、
同
上
。

（
1
4
）
　
こ
の
点
、
拙
稿
「
大
正
期
米
沢
絹
織
物
業
に
関
す
る
覚
え
書
」

　
　
（
『
東
北
経
済
』
二
一
号
）
。
さ
き
の
資
本
主
義
の
「
質
」
論
は
、

　
　
か
か
る
意
味
に
お
い
て
関
連
づ
け
ら
れ
よ
う
。

五

　
こ
れ
ら
明
治
期
の
変
化
に
比
し
て
、
明
治
末
・
大
正
初
年
以
降
の
工
業

の
変
化
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
も
、
そ
の
浸
透
の
ふ
か
さ
に
お
い
て

も
、
い
さ
さ
か
な
ら
ず
事
情
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
明
治
末
以
降
、
と
く
に
第
一
次
欧
州
大
戦
を
契
機
と
し
て
、
輸
入

杜
絶
に
よ
る
新
た
な
産
業
が
勃
興
し
、
ま
た
が
っ
て
輸
入
に
よ
っ
て
圧
迫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
二

さ
れ
て
い
た
諸
産
業
が
飛
躍
し
て
、
戦
時
・
戦
後
に
か
っ
て
な
い
広
汎
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

産
業
の
展
開
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
さ
な
か
で
、
先
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
は

次
の
点
で
あ
る
。
「
官
営
蹉
跌
し
て
よ
り
、
爾
後
の
我
が
工
場
工
業
の
発

達
は
、
紡
績
・
製
紙
・
造
船
等
、
少
数
の
輸
入
産
業
を
除
け
ば
、
そ
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

部
分
は
、
主
と
し
て
、
輸
出
品
化
せ
る
在
来
産
業
に
お
い
て
で
あ
」
り
、

「
従
来
、
我
が
工
場
制
工
業
の
発
達
は
専
ら
輸
入
品
工
業
か
乃
至
は
輸
出

品
工
業
に
限
ら
れ
、
内
地
向
日
用
品
の
そ
れ
は
、
永
く
、
昔
の
ま
ま
の
原

始
的
生
産
方
法
に
委
せ
ら
れ
て
来
た
。
…
…
即
ち
、
我
が
内
地
向
日
用
品

の
生
産
は
、
機
械
制
工
場
の
恩
恵
外
に
永
く
放
置
せ
ら
れ
て
い
た
…
…
。

然
る
に
、
今
や
此
の
種
の
工
業
に
、
機
械
制
工
場
化
の
傾
向
が
著
し
く
な

っ
て
来
た
：
…
・
。
之
れ
、
我
が
国
日
常
生
活
に
於
け
る
一
種
の
革
命
で
あ

っ
て
、
至
大
の
注
目
に
値
す
る
。
…
…
未
だ
工
業
化
せ
ざ
る
多
く
の
日
用

品
工
業
に
於
て
も
、
従
来
専
ら
人
力
に
頼
り
し
も
の
に
し
て
、
近
来
動
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
利
用
す
る
傾
向
の
著
し
く
増
大
し
来
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
。
　
こ
の
よ
う

に
、
「
従
来
、
家
内
工
業
そ
の
他
旧
式
産
業
形
態
の
下
に
経
営
せ
ら
れ
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ロ

つ
た
内
地
向
日
常
品
の
生
産
が
著
し
く
近
代
化
し
」
つ
つ
近
代
的
工
場
生

産
を
広
汎
に
お
し
す
す
め
て
い
っ
た
こ
と
、
多
く
の
雑
工
業
の
工
場
数
が

激
増
し
、
織
物
を
中
心
と
す
る
手
工
的
内
地
向
日
用
品
が
小
規
模
工
場
化

し
た
こ
と
、
　
「
内
地
向
日
用
品
生
産
の
工
場
化
と
い
う
こ
と
は
、
綿
糸
紡



績
の
如
き
例
外
を
除
け
ば
、
大
体
に
欧
州
戦
争
…
…
以
降
の
こ
と
で
あ
っ

欝一

ｱ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
そ
し
て
か
か
る
過
程
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

の
時
に
お
け
る
原
動
機
使
用
広
汎
化
の
状
態
か
ら
も
知
り
う
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
、
賃
銀
騰
貴
・
電
力
使
用
等
に
よ
っ
て
一
層
激
化
せ
し
め
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
明
治
元
年
か
ら
大
正
二
年
に
い
た
る
事
業
の
新
設
．
拡
張
が
一

　
　
　
九
億
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
正
四
年
か
ら
十
年
ふ
一
“
で
の
数
年
だ

　
　
　
け
で
そ
れ
は
一
六
五
億
円
に
達
す
る
（
土
屋
喬
雄
『
日
本
資
本
主

　
　
　
義
発
達
史
』
八
九
頁
）
。
ま
た
、
工
場
生
産
額
は
明
治
四
十
二
年

　
　
　
八
億
円
、
大
正
三
年
一
四
億
円
に
対
し
、
大
正
八
年
は
六
五
億
円

　
　
　
に
達
す
る
（
岡
崎
三
郎
『
資
本
制
経
済
発
展
の
諸
段
階
』
一
〇
三

　
　
　
頁
）
。
　
輸
入
杜
絶
に
よ
る
代
用
新
産
業
と
は
、
た
と
え
ば
化
学
工

　
　
　
業
で
あ
り
、
輸
入
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
て
い
た
諸
産
業
と
は
、
綿

　
　
　
業
・
金
属
・
機
械
工
業
等
で
あ
る
。
戦
時
に
お
い
て
は
物
価
騰
貴

　
　
　
に
よ
り
国
内
消
費
を
お
さ
え
て
輸
出
が
す
す
め
ら
れ
、
と
く
に
鉱

　
　
　
業
・
紡
績
・
海
運
・
毛
織
・
造
船
・
機
械
．
車
輌
．
麻
．
紙
．
肥

　
　
　
料
・
化
学
・
製
糖
等
の
諸
産
業
が
高
利
潤
を
獲
得
し
た
と
い
わ
れ

　
　
　
る
。
こ
の
と
き
勃
興
し
た
諸
産
業
は
、
鉱
業
・
海
運
．
化
学
．
電

　
　
　
気
・
機
械
・
金
属
・
船
舶
・
船
渠
・
窯
業
・
保
険
等
、
戦
後
に
お

　
　
－
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
．
，
t

　
　
い
て
は
、
商
業
・
銀
行
の
ほ
か
雑
工
業
・
電
気
・
鉄
道
．
紡
績
．

　
織
物
・
農
産
・
鉱
業
・
化
学
等
が
隆
盛
し
挙
と
い
わ
れ
る
（
高
橋

　
　
『
明
治
大
正
産
業
発
達
史
』
」
一
二
、
一
、
一
五
・
三
六
三
各
頁
、
土
屋
前
掲

　
　
書
九
五
頁
、
揖
西
光
速
『
続
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
　
、
一
ハ
頁
以

　
　
降
）
。

（
2
）
　
高
橋
、
同
上
五
六
一
頁
。

（
3
）
　
同
上
、
四
二
四
頁
、
な
お
四
一
五
頁
。

（
4
）
　
同
上
、
三
七
八
頁
。
な
お
こ
の
結
果
、
日
清
戦
後
に
お
い
て
全

　
　
工
場
の
七
四
・
六
％
、
職
工
の
六
二
・
六
％
を
占
め
て
い
た
「
在

　
　
来
の
生
産
」
様
式
を
も
つ
諸
産
業
が
、
大
正
元
年
に
は
工
場
の
五

　
　
九
・
六
％
、
職
工
の
五
四
・
四
％
、
大
正
十
四
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
四
四
％
、
四
〇
・
九
％
と
な
る
（
同
上
、
五
五
九
頁
）
。

（
5
）
　
同
上
、
五
五
九
頁
。
な
お
岡
崎
前
掲
一
〇
八
頁
以
降
、
揖
西
前

　
　
掲
九
頁
以
降
、
山
中
篤
太
郎
「
中
小
工
業
の
問
題
性
」
　
（
上
田
貞

　
　
次
郎
博
士
記
念
論
文
集
『
中
小
工
業
と
統
制
経
済
』
四
一
二
－
三

　
　
頁
）
。

（
6
）
　
明
治
三
十
五
年
、
原
動
機
使
用
は
、
製
糸
の
五
六
％
．
機
械
の

　
　
八
％
・
食
料
の
八
％
・
雑
工
業
の
八
％
・
織
物
の
四
％
で
あ
っ
た

　
　
が
、
大
正
十
四
年
に
は
製
糸
八
％
（
大
規
模
集
中
）
．
食
料
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三



一
研
　
　
　
　
究
一

　
　
％
・
雑
工
業
一
九
％
・
織
物
二
一
％
（
以
上
小
規
模
の
ま
ま
使

　
　
用
）
と
な
る
（
同
上
、
五
六
二
、
頁
）
。
　
ち
な
み
に
、
　
全
工
場
の
う

　
　
ち
機
械
制
工
場
が
支
配
的
と
な
る
の
は
大
正
八
年
で
あ
る
と
い
わ

　
　
れ
る
（
高
橋
亀
吉
『
日
本
経
済
の
解
剖
』
四
八
頁
、
岡
崎
前
掲
書

　
　
一
〇
九
頁
）
。
　
さ
ら
に
、
職
工
数
・
経
営
集
積
・
会
社
払
込
資
本

　
　
額
・
工
業
会
社
資
本
等
、
以
上
に
引
用
し
た
諸
論
著
の
同
一
個
所

　
　
を
参
照
。

（
7
）
　
電
動
力
使
用
は
、
明
治
四
十
二
年
一
四
％
か
ら
大
正
八
年
の
六

　
　
二
％
に
増
加
す
る
（
揖
西
前
禍
害
）
。
こ
こ
で
四
の
註
（
1
）
に
な

　
　
ら
っ
て
い
え
ば
、
マ
ニ
ュ
段
階
の
動
力
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

　
　
の
が
水
車
で
あ
っ
た
ご
と
く
産
業
革
命
を
経
つ
つ
成
立
す
る
大
工

　
　
業
段
階
は
、
道
具
↓
作
業
機
・
木
製
器
材
↓
鉄
製
・
石
炭
採
用
を

　
　
背
景
と
す
る
、
都
市
集
中
可
能
の
蒸
気
機
関
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

　
　
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
移
植
大
工
業
は
ま
さ
し
く
明
治
二
・
⊥
二
十
年

　
　
代
に
蒸
気
が
普
及
し
つ
つ
一
部
的
な
産
業
革
命
を
経
過
し
て
い

　
　
る
。
他
方
、
中
小
工
業
に
と
っ
て
は
か
か
る
蒸
気
の
採
用
は
き
わ

　
　
め
て
経
過
的
で
あ
っ
て
急
速
に
電
力
に
移
行
す
る
。
す
な
わ
ち
蒸

　
　
気
機
関
は
小
規
模
産
業
に
は
導
入
さ
れ
が
た
く
こ
の
部
門
の
産
業

　
　
革
命
を
制
約
し
き
た
っ
た
と
こ
ろ
、
大
正
期
に
い
た
っ
て
（
石
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
四
酉

昂
騰
の
事
情
も
存
在
）
　
電
力
が
急
速
に
普
及
す
る
、
と
い
わ
れ

（
高
橋
、
同
上
五
四
一
頁
）
、
す
イ
．
」
に
述
べ
た
よ
う
に
在
来
産
業
の

純
内
地
向
も
急
激
に
機
械
化
を
と
げ
（
同
上
写
、
」
八
頁
）
、
五
人

未
満
の
人
力
の
動
力
化
も
い
ち
じ
る
し
く
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
電
力
は
、
「
依
然
、
小
規
模
生
産
に
頼
る
所
多
き
純
日

本
人
向
在
来
産
業
に
1
従
っ
て
永
く
手
工
業
的
生
産
を
続
け
来

っ
た
一
就
中
一
大
革
命
を
与
え
る
動
因
を
な
し
」
　
（
同
上
五
四

三
頁
）
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
ら
を
「
依
然
小
規
模
の
ま
ま
に
止
ら

し
め
た
作
用
も
亦
尠
少
な
ら
ざ
り
し
」
　
（
同
上
五
四
四
頁
）
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
電
力
は
独
占
資
本
段
階
の
動
力
と
し
て
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
唱
、
あ
る
が
、
わ
が
国
の
在
来
的
・
内
地
向
中
小
工
業
の
産
業

革
命
ロ
工
場
化
が
、
工
業
の
地
方
的
限
界
（
水
車
－
農
村
・
蒸
気

i
石
炭
）
か
ら
解
放
す
る
電
力
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
逆
に
ま
た
、
中
小
工
業
に
お
け
る
機
械
制
工
場
化
U
産
業
資

本
の
確
立
が
、
同
時
に
、
商
業
高
利
貸
資
本
・
半
封
建
的
地
主
を

解
体
な
い
し
編
成
替
せ
し
め
つ
つ
独
占
資
本
の
生
産
把
握
“
独
占

資
本
の
確
立
一
．
、
あ
っ
た
こ
と
、
電
力
に
よ
る
、
従
来
の
矮
小
な
規

模
の
ま
ま
の
小
規
模
工
場
化
に
対
し
て
、
特
権
的
な
移
植
大
工
業



　
　
が
独
占
資
本
化
し
つ
つ
、
国
民
の
生
活
資
料
生
産
に
直
接
に
進
出

　
　
・
く
か
か
る
中
小
工
場
を
自
己
の
末
端
に
く
み
こ
み
支
配
す
る
に

　
　
い
た
っ
仁
こ
と
、
と
照
応
し
て
い
る
。
か
く
し
て
後
に
述
べ
る
よ

　
　
う
に
、
わ
が
国
の
工
業
段
階
と
つ
よ
く
関
連
す
る
中
小
工
業
の
産

　
　
業
革
命
↓
機
械
制
工
場
化
は
、
同
時
に
、
移
植
機
械
制
大
工
業
の

　
　
国
内
市
場
征
服
・
独
占
資
本
化
・
中
小
工
業
の
下
請
的
支
配
と
な

　
　
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
高
谷
茂
木
編
『
工
業
政
策
』
八
四
頁
、
後

　
　
の
補
論
を
も
参
照
冊
子
よ
。

（
8
）
　
高
橋
、
前
掲
四
、
一
一
四
頁
。

〔
補
論
〕
　
こ
こ
で
大
正
期
に
お
け
る
福
島
県
の
「
工
場
」
の
展
開
に
つ
い

　
　
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
e
　
大
正
元
年
の
工
場
一
九
六
（
生
糸
七
八
、
絹
織
五
八
、
窯
業
二
（
）
、

　
　
綿
織
九
・
印
刷
七
、
材
木
木
製
品
六
、
器
機
五
、
鉱
業
四
、
化
学
．

　
　
飲
食
各
二
、
紙
類
・
醸
造
・
金
属
・
金
箔
．
炭
類
各
一
）
。

　
　
　
大
正
六
年
の
工
場
一
二
一
（
生
糸
八
五
、
絹
織
五
六
、
窯
業
二
一
、

　
　
綿
織
九
、
化
学
八
、
印
刷
・
器
機
・
材
木
製
品
各
七
、
製
綿
一
二
、
醸

　
　
造
・
金
属
製
品
各
二
、
紙
類
・
鉱
業
・
金
箔
．
線
香
各
一
）
。

　
　
　
大
正
十
・
・
、
年
の
工
場
三
九
〇
（
絹
織
七
五
、
生
糸
六
七
、
材
木
製

　
　
品
五
〇
、
醸
造
三
七
、
窯
業
二
二
、
器
機
・
綿
織
各
一
九
、
金
属
製

　
　
－
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
一

品
一
七
、
印
刷
・
漆
器
各
一
五
、
製
綿
二
一
、
化
学
七
、
飲
食
．
電

気
各
六
、
紙
類
・
製
氷
・
足
袋
各
ご
、
［
、
薬
品
・
金
箔
．
乾
繭
各
二
、

綿
紡
・
車
．
輌
・
裁
縫
・
油
脂
・
製
傘
・
藁
製
品
各
一
）
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
か
っ
て
の
明
治
二
十
二
年
、
明
治
三
十

　
・
三
十
八
年
に
比
し
て
、
大
正
初
年
と
と
り
わ
け
大
正
末
年
に
い
ち

じ
る
し
く
一
，
工
場
」
が
増
加
し
、
大
正
元
．
六
年
に
は
．
て
の
う
ち

な
お
生
糸
お
よ
び
絹
織
物
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
る
（
生
糸

で
は
南
会
津
に
か
わ
っ
て
伊
達
・
信
夫
両
郡
に
中
心
が
移
行
、
絹
織

の
急
増
に
も
伊
達
・
相
馬
が
中
心
を
占
め
る
）
の
で
あ
る
が
、
大
正

末
年
に
は
他
の
、
と
り
わ
け
器
機
・
醸
造
・
窯
業
．
綿
織
．
金
属
製

品
・
製
材
木
工
・
電
気
等
々
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
糸
．
絹

織
の
比
重
が
い
ち
じ
る
し
く
低
下
し
つ
つ
、
地
方
「
工
場
」
展
開
の

　
ピ
ー
ク
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
業
種
の
中
心
地

　
は
、
現
在
の
工
業
地
帯
た
る
、
安
積
・
北
会
津
．
信
連
．
石
城
や
、

大
沼
・
南
会
津
・
河
沼
（
窯
・
材
・
綿
）
等
と
な
り
，
か
つ
て
の
耶

　
麻
な
ど
は
中
心
か
ら
は
ず
れ
る
。

目
　
大
正
元
年
の
職
工
区
分
、
一
〇
1
二
〇
人
未
満
七
一
、
五
〇
人
未

　
満
七
『
　
」
一
〇
〇
人
未
満
二
三
、
五
〇
〇
人
未
満
二
八
、
五
〇
〇
人

　
以
上
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五



一
研
　
　
　
　
究
－

　
　
大
正
六
年
の
職
工
区
分
、
　
一
〇
－
二
〇
人
未
満
六
六
、
五
〇
人
未

　
満
し
．
．
一
、
一
〔
、
○
人
未
満
二
四
、
五
〇
〇
人
未
満
三
四
、
五
〇
〇
人

　
以
上
五
。

　
　
大
正
十
．
．
．
年
の
職
工
区
分
、
五
一
一
〇
人
未
満
一
六
三
、
二
〇
人

　
未
満
九
、
一
、
五
〇
人
未
満
六
五
、
一
〇
〇
人
未
満
二
、
二
、
五
〇
〇
人

　
未
満
．
、
．
○
、
五
〇
〇
人
以
上
九
。

　
　
こ
こ
で
注
意
き
れ
る
の
は
、
明
治
三
十
年
以
降
、
主
と
し
て
一
〇

　
一
疋
O
人
の
規
模
の
「
工
場
」
が
中
心
と
な
っ
て
増
加
す
る
が
、
生

　
糸
は
年
の
経
過
と
中
心
地
の
移
動
に
し
た
が
っ
て
（
耶
麻
・
田
村
↓

　
南
会
津
↓
伊
達
・
信
手
、
八
）
上
層
経
営
が
増
加
す
る
に
対
し
、
絹
織
物

　
は
（
伊
達
・
相
馬
↓
伊
達
）
零
細
経
営
拡
大
の
傾
向
を
も
つ
こ
と
、

　
大
正
末
年
展
開
の
諸
産
業
は
い
ず
れ
も
お
お
む
ね
小
経
営
増
加
と
し

　
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

㊧
　
大
正
元
年
の
動
力
機
関
、
な
し
四
一
・
水
車
六
一
。
蒸
気
七
七
・

　
電
気
六
五
・
石
油
四
・
ガ
ス
で

　
　
大
正
六
年
の
動
力
機
関
、
な
し
二
四
・
水
車
五
一
・
蒸
気
七
八
・

　
電
気
一
六
六
・
石
油
三
・
ガ
ス
七
・
そ
の
他
八
。

　
　
大
正
十
三
年
の
動
力
機
関
、
な
し
六
五
・
水
車
一
．
一
九
・
蒸
気
一
一

　
六
・
電
気
六
八
一
・
石
油
八
・
ガ
ス
三
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六

　
　
こ
こ
で
は
、
大
正
元
年
に
お
け
る
水
・
蒸
・
電
の
三
者
鼎
立
の
過

　
渡
段
階
か
ら
大
正
六
年
、
十
三
年
の
電
力
圧
倒
が
看
取
さ
れ
、
地
方

　
中
小
「
工
場
」
　
に
お
け
る
蒸
気
段
階
の
欠
如
が
見
出
さ
れ
る
。
　
た

　
だ
、
大
経
営
増
加
傾
向
を
も
つ
生
糸
は
、
大
正
元
年
（
な
し
七
・
水

　
力
五
二
・
蒸
気
、
二
六
・
電
力
二
二
）
、
　
大
正
六
年
（
な
し
六
・
水
力

　
四
〇
．
蒸
気
五
八
・
電
四
四
・
他
六
）
、
　
大
正
十
三
年
（
な
し
一
・

　
水
二
二
・
蒸
八
一
一
、
一
・
電
一
五
〇
・
ガ
ス
ニ
・
石
油
一
）
と
、
か
な
り

　
蒸
気
の
比
重
が
大
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
経
営
化
傾
向
を
も
つ
他
産

　
業
、
た
と
え
ば
絹
織
で
は
、
大
正
元
年
　
（
な
し
四
・
水
二
・
蒸
一

　
八
・
電
、
．
、
五
・
石
油
一
）
、
大
正
六
年
（
水
一
・
蒸
七
・
電
五
五
・

　
石
油
一
）
、
大
正
十
三
年
　
（
水
一
・
蒸
七
・
電
九
八
）
　
と
な
り
、
早

　
く
電
力
が
圧
倒
す
る
と
と
も
に
蒸
気
の
比
重
が
少
い
こ
と
が
知
ら
れ

　
る
。

㈲
　
生
糸
産
高
で
は
、
大
正
六
年
に
器
械
製
糸
二
一
九
四
二
三
貫
で
坐

　
繰
の
七
∩
二
圧
四
貫
を
圧
倒
（
八
二
戸
の
器
械
製
糸
戸
数
で
二
〇
六

　
五
一
、
一
戸
の
坐
繰
戸
数
に
よ
る
生
産
を
圧
倒
）
し
、
織
物
で
は
、
大
正

　
十
三
年
に
一
九
九
戸
の
力
織
機
使
用
三
五
〇
八
台
で
二
八
八
五
戸
の

　
三
二
〇
六
台
の
手
織
機
を
圧
倒
す
る
。

国
　
大
正
末
年
に
展
開
す
ろ
工
業
中
心
地
、
信
連
・
安
積
・
石
城
、
さ



　
　
ら
に
は
河
沼
と
い
っ
た
地
方
の
、
生
糸
・
絹
糸
紡
績
・
化
学
．
絹
織

　
　
物
・
絹
布
整
練
・
鉱
化
・
金
属
・
ガ
ス
・
電
機
．
乾
繭
・
薬
品
．
窯

　
　
業
・
製
鉄
・
電
気
・
製
鋼
等
諸
産
業
の
比
較
的
大
規
模
な
工
場
は
、

　
　
す
で
に
か
つ
て
の
地
方
資
本
が
、
中
央
資
本
に
支
配
統
合
き
れ
仁
も

　
　
の
、
あ
る
い
は
そ
の
進
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
以
上
、
も
と
も
と
県
統
計
書
は
、
創
業
年
度
の
不
正
確
や
多
く
の

　
　
脱
落
、
集
録
工
場
の
規
模
等
で
は
な
は
だ
曖
昧
か
つ
不
明
の
点
を
多

　
　
く
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
大
体
の
傾
向
は
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
く

　
　
わ
し
く
は
『
東
北
経
済
』
掲
載
予
定
の
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
以
上
と
関
連
し
て
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
中
小
工
業
（
と

り
わ
け
織
物
・
器
機
・
金
属
・
木
工
・
化
学
・
飲
食
品
等
）
の
展
開
の
結

果
、
わ
が
国
の
産
業
構
造
が
従
来
の
か
た
よ
っ
た
跛
行
的
な
も
の
か
ら
徐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

々
に
均
勢
の
と
れ
た
姿
を
み
せ
る
に
い
た
り
、
か
か
る
意
味
で
こ
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳩
）

産
業
、
み
全
般
に
わ
た
る
発
展
が
劃
せ
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
事
情
の

中
か
ら
、
と
り
わ
け
金
属
・
機
械
工
業
の
展
開
を
中
軸
と
し
て
、
従
来
主

と
し
て
軍
需
部
門
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き
た
生
産
手
段
生
産
部
門
が
自
立
化

　
　
（
1
1
）

し
つ
つ
、
農
工
の
矮
小
な
分
離
・
家
内
労
働
の
広
汎
な
存
在
・
地
域
的
分

業
の
制
約
を
も
つ
マ
ニ
ュ
段
階
か
ら
、
農
工
の
広
汎
な
分
離
・
生
産
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

生
産
部
門
の
優
位
・
重
工
業
の
展
開
を
も
つ
機
械
制
大
工
業
の
段
階
へ
の

　
　
f
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

移
行
、
産
業
革
命
の
広
汎
な
進
行
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
こ
と
，
こ
れ
で
あ
る
。

　
（
9
）
　
こ
の
点
、
職
工
数
の
点
か
ら
い
え
ば
、
明
治
一
、
一
十
五
年
と
大
正

　
　
　
元
・
十
四
年
を
く
ら
べ
て

一
　
一
統
　
　
　
　
織

下
一
一
　
一
　
　
！
　
I
i
！
－
－
一
　
　
・
I
I
I
－
！
・
－
　
I
i
－
一

一
　
　
％

可
治
3
5
邸
（
内
製
糸
2
9
・
紡
績
B
・
織
物
毘
）

天
正
1
研
（
　
　
　
2
7
・
　
　
1
6
・
　
　
1
8
）

歪
憐
．
畏
　
孚
苧
佑
）

縫
籔
食
養
工

　
　
　
　
％
一

　
　
　
　
　
　
％

％　
　
！
0

　
　
0
、
■

　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
7

　
　
6

18　
　
　
　
　
　
8

　
　
　
　
5

9　
　
　
　
　
　
0

　
　
8

　
　
　
　
0

0

工
場
数
か
ら
い
え
ば

明
治
第

大
正
一

一
大
正
1
4

一

紡
織

37　　55　　6096！

化
学11　10　11

機
械996
食
品22　12　i3

雑
工20　14　10

　
　
高
橋
、
前
掲
五
五
五
頁
。

（
1
0
）
　
同
上
、
一
．
一
八
六
頁
。
な
お
わ
が
国
の
綿
業
は
イ
ギ
リ
ス
等
に
比

　
　
し
紡
績
が
も
っ
と
も
巨
大
な
地
位
を
占
め
る
点
唱
、
特
殊
な
構
造
を

　
　
も
っ
て
い
る
が
、
大
正
六
年
綿
糸
布
輸
出
が
絹
糸
布
の
・
て
れ
を
凌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七



一
研
　
　
．
　
究
一

　
駕
し
（
岡
崎
、
前
掲
書
）
、
大
正
九
年
綿
布
輸
出
が
綿
糸
輸
出
を

　
凌
駕
し
、
綿
業
一
．
」
綿
布
が
中
心
化
し
つ
つ
　
（
栂
西
、
前
掲
書
）
、

　
輸
出
綿
布
加
工
業
（
漂
白
整
理
、
染
色
加
工
）
等
も
開
始
さ
れ
て

　
　
く
る
（
栂
西
・
大
島
・
加
藤
・
大
内
『
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義

　
　
の
研
究
』
上
四
九
頁
、
な
お
拙
稿
「
大
正
期
米
沢
絹
織
物
業
に
関

　
　
す
る
覚
え
書
」
1
『
東
北
経
済
』
一
二
号
）
。
　
ま
た
一
方
に
お
け

　
　
る
兼
営
織
布
の
進
行
。
ち
な
み
に
生
産
額
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
か

　
　
つ
て
の
紡
・
織
は
五
〇
％
か
ら
四
〇
％
に
低
下
す
る
。
大
正
十
五

　
　
年
の
生
産
額
で
の
産
業
分
類
は
、
五
億
円
一
生
糸
・
紡
・
綿
織
、

　
　
三
億
円
－
醸
造
、
二
億
円
・
！
絹
織
、
　
一
億
円
i
製
糖
・
製
紙
・
毛

　
　
織
・
小
麦
粉
・
木
材
・
電
気
・
綿
布
・
染
色
、
五
千
万
円
、
一
醤
油

　
　
・
セ
メ
ン
ト
・
肥
料
・
製
綿
・
車
輌
・
縫
製
・
化
学
・
船
舶
．
ゴ

　
　
ム
・
鋳
造
、
二
千
万
円
ー
ガ
ラ
ス
・
薬
品
・
電
機
・
メ
ッ
キ
・
船

　
　
渠
・
銅
線
・
漂
白
・
網
・
縄
（
高
橋
、
前
掲
四
三
一
頁
、
な
お
四

　
　
四
〇
・
四
四
八
各
頁
）
。
こ
れ
を
か
つ
て
と
対
比
せ
よ
。

〔
1
1
）
　
生
産
額
は
全
工
業
で
、
明
治
四
十
二
年
約
八
億
円
、
大
正
十
四

　
　
年
約
七
二
億
円
で
あ
り
、
　
物
価
は
こ
の
間
に
約
二
倍
で
あ
る
か

　
　
ら
、
こ
の
間
約
五
倍
に
生
産
額
は
増
加
す
る
が
、
と
く
に
金
属
は

　
　
コ
二
倍
、
機
械
は
六
・
五
倍
に
の
ぼ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

（
1
2
）

（
1
3
） 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八

間
製
鉄
能
力
は
ほ
ぼ
三
倍
と
な
り
、
ま
た
兵
器
・
紡
績
・
金
属
鉱

山
用
・
工
作
機
械
等
の
生
産
が
す
す
み
、
と
り
わ
け
工
作
機
械
の

国
外
依
存
度
は
大
正
八
年
の
六
二
％
か
ら
大
正
十
ゴ
、
一
年
の
四
一

％
、
昭
和
元
年
の
三
一
％
へ
と
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
（
高
谷
、

前
掲
△
一
、
一
頁
、
な
お
揖
西
前
掲
書
一
二
頁
以
降
）
。
　
し
か
も
、
こ

の
時
代
に
は
、
機
関
車
・
工
作
機
械
・
紡
績
機
械
の
輸
出
さ
え
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
（
揖
西
、
同
上
）
。
　
職
工
数
で
は
、
明
治
四
十

二
年
八
0
万
か
ら
大
正
十
四
年
二
〇
〇
万
へ
と
急
増
す
る
が
、
そ

の
う
ち
と
く
に
増
加
す
る
の
は
、
機
械
・
飲
食
・
化
学
・
染
色
・

雑
工
業
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
以
降
の
労
働
者
数
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
明
治
十
年
六
万
、
明
治
二
十
八
年
五
〇
万
、
明

治
三
十
八
年
七
〇
万
、
大
正
五
年
一
八
○
万
、
大
正
十
四
年
二
〇

〇
万
、
昭
和
四
年
二
二
〇
万
、
昭
和
六
年
一
八
○
万
。

　
た
だ
、
軽
工
業
に
対
し
て
重
工
業
が
優
位
に
た
つ
の
は
、
ほ
ぼ

満
州
事
変
か
ら
昭
和
十
年
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
（
高
谷
、
前
掲

八
五
頁
、
鈴
木
成
高
『
産
業
革
命
』
　
一
六
四
・
1
六
頁
）
。

　
わ
が
国
の
産
業
革
命
は
軽
工
業
を
中
心
に
日
清
戦
後
に
完
了
し

た
と
す
る
見
解
も
見
ら
一
れ
る
が
（
野
呂
、
前
掲
七
七
頁
）
、
　
日
清

戦
後
は
綿
紡
・
生
糸
を
中
心
と
す
る
一
部
産
業
の
工
場
化
が
す
す



　
　
み
・
日
露
戦
後
に
そ
れ
が
大
規
模
化
し
つ
つ
、
欧
州
戦
後
昭
和
に

　
　
　
い
仁
る
時
期
に
多
く
の
産
業
を
ま
き
乙
み
っ
つ
重
工
業
の
一
応
の

　
　
確
立
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
明
治
末
・
大
正

　
　
期
！
昭
和
期
初
頭
こ
そ
、
社
会
的
生
産
に
お
け
る
産
業
資
本
の
確

　
　
立
、
産
業
革
命
の
広
汎
な
過
程
と
い
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
大
ざ
つ
竃
馨
か
ら
、
最
後
に
、
譜
さ
れ
る
の
は
、

た
と
え
ば
織
物
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
在
来
産
業
の
機
械
化
．
全
工
程
．
金

華
の
犠
化
の
進
撃
背
景
も
て
、
窓
獣
、
こ
の
時
期
に
、
い

か
な
る
段
階
・
規
模
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
も
と
も
か
く
、
資
本
制
生
産
様

式
に
も
と
づ
く
幸
の
護
禦
、
半
封
建
的
生
産
様
式
竃
と
鱒
農

董
驕
を
凌
態
、
そ
し
て
茎
的
生
馨
嘉
し
て
ゆ
く
こ
と
、
産

業
別
就
業
入
口
の
中
で
農
業
の
・
て
れ
が
半
ば
を
わ
り
、
ま
た
工
業
の
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
ロ

指
数
が
農
業
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
こ
と
、
国
民
所
得
の
う
ち
工
業
の
そ
れ

が
農
萎
寵
す
る
こ
塗
付
加
価
塾
産
に
お
い
て
工
蒙
肇
議

駕
す
る
こ
塗
こ
う
い
つ
た
聾
導
背
景
と
し
て
、
燦
票
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

の
農
業
国
か
ら
ま
ぎ
れ
も
な
い
工
業
国
に
転
化
す
る
こ
と
、
曖
昧
で
は
あ

る
が
こ
即
ら
の
諸
事
笑
が
相
つ
い
で
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
ず
る
こ
と
で
あ

る
ロ

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
農
業
国
た
る
か
ぎ
り
資
本
主
義
社
会
で
は
な
い
と

　
　
一
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
i

い
う
考
え
を
再
版
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
農
業
自
体
が
何
ら

か
の
程
度
に
資
本
主
義
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
な
お
広
汎
に
半

封
建
的
年
産
糞
奮
る
か
ぎ
り
、
こ
う
い
つ
藷
、
溝
は
、
資
本
制

生
産
窪
会
的
生
髪
配
黄
奎
義
社
会
成
立
に
と
っ
て
、
注
目
し
て

よ
い
指
標
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
二
に
あ
げ
た
岡
崎

氏
の
よ
う
に
、
価
値
量
を
計
出
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
か
り

に
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
果
し
て
そ
れ
が
経
済
学
上
誤
り
な
キ
洋
に
を
期
し

が
た
い
と
同
様
に
、
こ
こ
に
お
け
る
農
・
工
生
産
額
や
国
民
所
得
．
付
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

価
値
そ
の
他
の
対
比
も
誤
り
を
大
き
く
ふ
く
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三

の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
資
本
制
社
会
成
立
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
カ
カ
く

畠
確
に
し
が
た
い
与
れ
ば
、
も
竜
と
大
ざ
っ
ぱ
潅
定
に
至
づ

い
て
「
判
断
」
を
く
だ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
歴
史
事
．
実
も
ま
た
そ
の
よ
う

に
い
く
ば
く
か
永
い
過
程
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
右
の

ご
と
き
厳
密
に
は
指
標
と
な
し
が
た
い
諸
事
情
も
．
さ
き
に
み
た
よ
う
な

工
業
構
成
の
ひ
ろ
さ
と
ふ
か
さ
に
お
け
る
変
化
を
背
景
と
し
て
眺
め
る
と

き
、
ほ
ぼ
こ
の
頃
に
日
本
資
本
主
義
社
会
の
成
立
を
見
出
し
て
も
大
過
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
翼
）
綿
織
惣
つ
い
て
は
、
明
治
三
士
、
一
廷
二
万
二
千
台
（
四
．
一
二

　
　
　
八
％
）
の
力
織
機
が
産
額
の
究
％
笙
産
し
、
明
面
出
、
犀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九



　
一
・
研
　
　
　
　
究
一

　
　
六
万
八
千
台
（
九
・
二
一
％
）
で
三
二
％
、
大
正
十
四
年
三
六
万

　
　
八
千
台
（
五
四
・
六
三
％
）
一
．
」
産
額
の
八
○
％
を
生
産
す
る
。
ま

　
　
た
、
絹
織
物
に
お
け
る
力
織
機
優
位
は
輸
出
向
大
正
一
一
二
年
、

　
　
内
地
向
大
正
十
年
（
揖
西
他
三
民
、
前
掲
四
九
頁
）
、
　
器
械
製
糸

　
　
の
坐
繰
圧
倒
に
つ
い
て
は
栂
西
前
掲
書
一
一
頁
参
照
。
な
お
拙
稿

　
　
「
大
正
期
米
沢
絹
織
物
業
に
関
す
る
覚
え
書
」
　
（
前
掲
）
を
も
見

　
　
よ
。

（
蔦
）
　
大
正
三
年
の
わ
が
国
全
産
額
の
一
〇
〇
分
比
は
、
農
業
四
五
・

　
　
四
％
、
工
業
四
四
・
四
％
、
鉱
業
五
・
一
％
、
水
産
五
・
一
％
で

　
　
あ
る
に
対
し
、
大
正
十
四
年
に
は
農
業
．
二
四
・
五
％
、
工
業
五
七

　
　
．
八
％
、
鉱
業
、
、
一
．
一
％
、
水
産
四
・
五
％
と
な
り
、
ほ
ぼ
大
正

　
　
八
年
以
降
に
工
業
が
過
半
を
制
す
る
に
い
た
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

　
　
（
高
橋
、
前
掲
『
発
達
史
』
三
八
八
頁
、
同
『
日
本
経
済
の
解

　
　
剖
』
八
－
，
」
九
頁
、
桓
西
他
三
氏
前
掲
四
九
頁
）
。
　
こ
こ
で
、
農
口

　
　
半
封
建
、
工
h
資
本
制
と
一
義
的
に
劃
定
す
る
こ
と
は
、
友
交
に

　
　
述
べ
た
ご
－
．
し
く
誤
り
で
あ
り
、
農
工
の
交
易
条
件
を
考
慮
に
入
れ

　
　
て
も
同
様
一
。
覧
あ
ろ
う
。

（
1
6
）
　
加
用
信
文
監
修
『
日
本
農
業
基
礎
統
計
』
四
六
－
八
頁
。

（
1
7
）
　
大
内
兵
衛
監
修
『
日
本
経
済
統
計
集
』
二
四
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇

（
1
8
）
　
山
中
篤
太
郎
編
『
日
本
の
工
業
』
五
六
頁
。

（
1
9
）
　
こ
の
点
、
多
く
の
著
書
で
指
摘
き
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
山

　
　
中
、
同
上
、
高
橋
『
産
業
発
達
史
』
五
八
六
頁
。

（
2
0
）
　
山
中
、
同
上
。

（
2
1
）
　
山
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
消
費
財
部
門
を
A
、
生
産
財
部
門
を
B

　
　
と
す
る
と
〔
工
業
の
構
造
的
発
展
は
〕
第
一
段
階
（
A
V
B
）

　
　
一
第
一
．
段
階
（
A
闘
B
）
i
第
三
段
階
（
A
〈
B
）
」
と
な
り
、

　
　
「
日
本
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
第
二
段
階
…
シ
に
進
ん
だ
」
　
（
同

　
　
上
、
、
、
．
○
．
、
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
よ
う
に
ブ
ル

　
　
ジ
ョ
ア
革
命
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
国
一
．
し
は
、
マ
ニ
ュ
段
階
の
あ
る

　
　
時
期
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
政
治
権
力
を
掌
中
に
お
さ
め
て
か

　
　
ら
、
や
が
て
産
業
革
命
に
突
入
す
る
と
い
っ
た
事
態
は
み
ら
れ

　
　
ず
、
む
し
ろ
産
業
革
命
に
お
い
て
経
済
的
実
態
を
と
と
の
え
つ
つ

　
　
や
が
て
．
一
、
の
政
治
権
力
を
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
わ
が

　
　
国
に
お
い
て
、
大
正
期
以
降
に
み
ら
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
権

　
　
力
拡
大
化
は
、
こ
の
時
に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の
本
格
的
成
立

　
　
を
逆
に
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に

　
　
お
け
る
労
働
運
動
の
本
格
的
展
開
。



一」
ノ、

　
以
上
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
、
わ
が
国
の
中
小
工
業
は
、
早
く
は

明
治
十
年
、
お
そ
く
と
も
明
治
二
十
年
頃
に
は
、
問
屋
制
家
内
工
業
と
密

接
に
が
ら
ま
り
あ
う
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
に
入
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
移
植
さ
れ
た
資
本
主
義
的
機
械
制
大

工
業
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
な
お
工
業
内
部
に
お
い
て
も
一
部
的
で
あ

り
工
業
生
産
の
支
配
的
部
分
を
占
め
て
は
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
当
時
の
工

業
段
階
は
、
な
お
か
か
る
中
小
工
業
の
マ
ニ
ュ
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
。
ま
た
、
社
会
体
制
は
、
か
か
る
マ
ニ
ュ
段
階
の
本
質
1
そ
れ
が
資

本
制
生
産
の
支
配
的
形
態
で
は
あ
っ
て
も
社
会
的
生
産
の
支
配
的
形
態
で

は
な
い
こ
と
と
、
農
業
の
発
展
段
階
と
か
ら
半
封
建
制
と
規
定
せ
ら
れ

る
。

　
そ
し
て
、
早
く
は
明
治
末
年
、
お
そ
く
と
も
大
正
末
年
に
お
い
て
、
か

か
る
マ
ニ
ュ
が
み
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
資
本
制
汰
工
業
の
支
配
の
も
と

に
小
規
模
と
は
い
え
機
械
制
工
場
段
階
に
移
行
し
、
か
か
る
移
行
と
と
も

に
、
現
実
に
は
、
移
植
さ
れ
あ
る
い
は
国
家
的
保
護
を
う
け
て
か
つ
て
前

期
的
轡
、
奉
か
ら
資
本
制
工
業
化
し
て
い
た
大
資
本
が
、
旧
来
の
問
屋
割
麦

醗
に
か
わ
っ
て
、
か
か
る
中
小
工
業
を
下
請
的
に
支
配
し
は
じ
め
（
こ
れ

　
　
1
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
聞
一

は
明
治
期
に
お
け
る
問
屋
制
家
内
工
業
の
産
業
資
本
に
・
像
⇔
再
編
成
と
し

て
、
や
が
て
第
二
次
大
戦
の
戦
時
・
戦
後
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
企
業
系
列

化
に
接
続
し
て
ゆ
く
）
、
　
工
業
段
階
を
機
械
制
工
場
段
階
と
す
る
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
、
か
か
る
資
本
制
生
産
が
社
会
的
生
産
を
支
配
し
、
し
た
が
っ
て
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ロ

に
社
会
構
成
は
資
本
主
義
社
会
と
し
て
成
立
す
る
。
以
上
は
、
も
つ
ぼ
ら

中
小
工
業
の
発
展
に
の
み
視
野
を
も
っ
た
、
き
わ
め
て
局
面
的
な
考
察
で

は
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
産
業
資
本
の
確
立
過
程
．

産
業
革
命
の
進
行
過
程
・
資
本
制
生
産
の
社
会
的
生
産
支
配
の
過
程
、
す

な
わ
ち
資
本
キ
義
の
成
立
過
程
は
、
全
生
産
の
観
点
か
ら
は
、
大
正
期
に

．
生
流
を
お
き
つ
つ
も
、
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
を
つ
ら
ぬ
く
過
程
と
し

て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
間
に
資
本
主
義
社
会
と
し
て
の
内
実
を
完
備
す
る
に

い
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
来
、
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
産
業
革
命
．
機
械
制
工
場
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

立
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
論
著
は
必
ず
し
も
少
く
は
な
か
っ
た
が
、
一
方

明
治
二
十
七
一
八
年
な
い
し
三
十
年
代
に
お
け
る
特
定
の
（
重
要
で
あ
る

と
は
い
え
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
指
標
」
部
門
の
そ
れ
弔
、
あ
る
と
は
い
え
、
な

お
か
つ
特
定
の
）
産
業
部
門
の
産
業
革
命
・
産
業
資
本
の
確
立
も
ま
た
疑

う
べ
か
ら
ざ
る
事
、
失
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
つ
ば
ら
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
併
存
論
を
う
ち
だ
し
、
社
会
構
成
あ
る
い
は
大
工
業
．
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一



　
　
一
研
　
　
　
　
究
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

工
業
・
農
業
の
全
生
産
の
観
点
と
関
連
性
に
お
い
て
問
題
を
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
農
業
内
部
の
基
本
的
な
生
産
関

係
で
あ
っ
た
地
主
1
小
作
関
係
が
改
革
を
契
機
と
し
て
解
体
し
、
戦
後
に

お
い
て
は
独
占
資
本
i
農
業
の
外
在
的
関
係
が
主
要
な
矛
盾
と
な
る
に
い

た
っ
た
、
と
い
う
と
き
、
こ
の
命
題
で
は
戦
前
に
お
け
る
農
業
内
部
の
生

産
関
係
た
る
地
主
1
小
作
関
係
の
み
が
摘
出
さ
れ
て
前
面
に
お
し
だ
さ

れ
、
戦
後
問
題
と
な
っ
て
い
る
資
本
と
の
関
連
が
い
ま
だ
あ
き
ら
か
で
な

い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
戦
後
で
は
資
本
と
農
業
の
関
係
の

み
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
農
業
内
部
の
構
造
と
段
階
に
つ
い
て
は
お
ろ
そ
か

　
　
　
　
　
（
“
）

に
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
従
来
の
仕
峯
で
あ
っ
た
農
業
分
析
の
立
場

か
ら
、
い
か
に
し
て
独
占
資
本
が
改
革
を
担
当
し
、
ま
た
戦
後
農
業
を
把

握
し
え
た
か
の
前
提
と
し
て
、
特
定
部
門
に
お
け
る
産
業
資
本
の
確
立
よ

り
も
何
よ
り
も
、
い
つ
・
い
か
に
し
て
資
本
制
生
産
が
社
会
的
生
産
を
支

配
し
、
農
業
が
そ
の
中
で
制
約
さ
れ
従
属
し
つ
つ
そ
の
運
動
法
則
が
大
き

く
ゆ
が
め
ら
れ
は
じ
め
た
か
を
と
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
を
必
要
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
を
、
農
業
に
お
け
る
変
化
と
照
応
す
る
工
業

の
変
化
の
時
期
、
大
正
期
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
は
、
わ
た
く
し
の
こ
れ
ま
で
の
農
業
分
析
の
立
場
と
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
二

力
、
何
よ
り
鵡
乏
し
い
経
済
学
の
素
養
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
つ
つ
、
資
料

も
未
整
理
で
あ
り
各
所
で
大
き
な
誤
謬
と
独
断
を
お
か
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
、
農
業
分
析
に
た
ず
さ
わ
る
者
か
ら
の
ひ
と
つ
の
問
題
提
起

と
な
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
山
中
篤
太
郎
「
中
小
工
業
の
問
題
性
」
　
（
上
田
貞
次
郎
博
士
記

　
　
　
念
論
文
集
『
統
制
経
済
と
中
小
工
業
』
四
〇
四
頁
）
。
　
な
お
こ
の

　
　
　
時
期
に
お
け
る
金
融
独
占
資
本
の
本
格
的
成
立
、
国
家
独
占
資
本

　
　
　
の
統
制
形
成
に
も
注
目
せ
よ
。

　
（
2
）
　
た
と
え
ば
小
出
保
治
「
中
小
工
業
の
整
備
統
合
と
オ
プ
テ
ィ
マ

・
　
　
ム
理
論
」
　
（
日
本
学
術
振
興
会
『
中
小
工
業
の
将
来
性
』
二
八
八

　
　
　
頁
）
、
こ
の
ほ
か
、
河
内
木
棉
の
例
　
（
揖
西
光
速
『
日
本
に
お
け

　
　
　
る
産
業
資
本
の
形
成
』
一
四
二
頁
）
、
　
知
多
綿
織
の
例
〔
同
上
、

　
　
　
一
五
六
二
一
四
二
各
頁
）
、
　
泉
南
機
業
の
例
（
谷
口
明
男
『
泉
南

　
　
　
郡
綿
織
物
発
達
史
』
五
四
頁
以
降
、
佐
藤
明
・
前
川
嘉
一
『
中
小

　
　
　
工
業
の
実
態
』
四
〇
頁
以
降
）
、
　
川
俣
羽
二
重
の
例
（
庄
司
吉
之

　
　
　
助
『
川
俣
地
方
羽
二
重
機
業
発
達
史
』
八
一
頁
以
降
）
等
々
。

　
（
3
）
　
拙
著
『
日
本
農
業
構
造
の
分
析
』
第
三
章
、
拙
稿
「
戦
後
日
本

　
　
　
農
業
分
析
の
基
礎
条
件
」
　
（
『
商
学
論
集
』
二
六
巻
四
号
）
。

　
（
4
）
　
拙
稿
、
同
上
三
頁
。



（
5
）
　
拙
著
、
前
掲
第
三
章
、
拙
稿
、
前
掲
四
三
－
四
頁
。
な
お
、

　
　
「
工
業
の
農
業
か
ら
の
分
離
は
農
民
層
の
分
解
と
関
連
し
て
進

　
　
み
、
…
…
農
業
に
お
け
る
企
業
的
関
係
の
形
成
が
、
工
業
と
農
業

　
　
と
の
分
離
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
」
　
（
レ
ー
ニ
ン
『
ロ
シ
ア
に
お

　
　
け
る
資
本
主
義
の
発
達
』
下
六
三
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
八
・
八
・
二
六
）

附
記
　
本
稿
は
わ
た
く
し
に
与
え
ら
れ
た
昭
和
三
十
三
年
度
文
部
省
科

　
　
学
各
個
研
究
費
に
も
と
づ
く
研
究
報
告
の
第
一
部
に
あ
た
る
も
の

　
　
で
あ
る
。

1
大
正
期
に
お
け
る
中
小
工
業
の
展
開
一

二
五
三


