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だ
し
き
躍
進
を
遂
げ
、

昭
和
六
年
末
の
我
國
金
輸
出
再
禁
止
以
後
、
園
債
の
下
落
を
そ
の
初
痰
的
動
因
と
し
て
、

っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
と
相
侯
つ
て
、
我
國
輸
出
貿
易
は
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

五四三ニー

問

題

我
國
中
小
工
業
謳
歌
の
説

我
國
中
小
工
業
の
存
在
理
由

茂
存
的
中
小
工
業
い
く
ば
く
？

結

語
目

い
は
ゆ
る
日
貨
進
出
の
脅
威
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
國
々
ま
で
に
も
問
顆
と
せ
ら
る
し
に
至
っ
た
こ

問

次

題

森
第

五

巻

そ
し
て
そ
れ
に
附
帝
し
て
起

そ
の
金
債
値
評
祉
に
於
て
は
兎
も
角
、
数
羞
的
に
は
は
な
は

口 耕

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

二

蒙

耶



の
疲
弊
は
ま
こ
と
に
は
な
は
だ
し
き
も
の
が
あ
る
が
、

と
の
一
般
的
法
則
が
信
ぜ
ら

大
企
業
組
織
は
小
企
業

我
固
農
村

こ
4
ぞ

従
来
必
然

す
た
は
ち
い
は
ゆ
る
雑
（
貨
）
品
た
る
も
の
が
、

あ
な
ど
る
ぺ
か
ら
ざ
る
勢
を
以
て
進
出
し
来
っ
た
こ
と
も
ま
た
衆
知
の

そ
れ
と
相
並
ん
で
中
小
規
模
工
業
に
も
と
づ
く
各
種
の
輸
出
商
品
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

と
は
す
で
に
誰
れ
び
と
も
知
つ
て
ゐ
る
。
更
に
こ
の
輸
出
貿
易
に
つ
い
て
は
、

絹
、
紡
績
等
の
飛
躍
的
進
出
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

こ
と
が
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
近
頃
ひ
と
び
と
は
、
い
ま
更
な
が
ら
、
我
國
に
於
け
る
中
小
工
業
の
存
在
の
意
義
を
高
調
し
始
め
、

的
に
衰
滅
、
淡
落
に
終
る
運
命
に
あ
る
か
に
思
は
れ
て
ゐ
た
こ
れ
ら
中
小
工
業
の
こ
の
た
び
の
勃
興
更
正
を
ば
、

と
ば
か
り
に
問
題
と
な
し
、

近
代
的
大
規
模
産
業
と
も
云
は
る
ぺ
き
人

そ
れ
は
我
國
産
業
の
特
殊
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
な
し
、

そ
の
永
遠
的
存
績
の
可
能

に
つ
い
て
語
り
始
め
た

U

従
つ
て
ま
た
今
ま
で
の
中
小
工
業
封
策
の
轄
換
が
さ
け
ば
れ
て
来
た
。
最
近
（
昭
和
十
年
四
月
）
刊

行
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
祉
會
政
策
時
報
特
輯
琥
、
『
中
小
工
業
問
題
』
に
於
け
る
諸
學
者
の
中
小
工
業
に
到
す
る
態
度
は
従
前

の
そ
れ
と
は
す
つ
か
り
菱
つ
て
ゐ
る
。
賓
に
あ
は
た
だ
し
い
菱
り
方
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

更
に
ま
た
最
近
年
に
於
け
る
農
業
恐
慌
、
そ
れ
か
ら
我
固
農
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
種
的
性
質
に
も
と
づ
き
、

こ
の
疲
弊
せ
る
農
村
救
済
の
一
手
段
と
し
て
、
最
近
に
至
り
て
、

農
村
の
工
業
化
、
す
た
は
ち
小
規
模
の
農
村
家
内
工
業
の
奨
勘
が
唱
か
れ
始
め
た
。

さ
て
す
で
に
吾
々
の
常
識
的
知
識
と
た
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
の
資
本
家
的
祉
會
に
於
て
は
、

組
織
を
仰
艇
し
、
遂
に
前
者
の
胴
倒
的
支
配
の
下
に
後
者
は
淡
落
に
頻
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

第

五

巻

>
第

二

賊



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
毅

の
特
殊
性
の
ゆ
ゑ
に
、

そ
の
存
在
が
主
張
さ
る
べ
き
で
は
た
く
、

第

五

巻

む
し
ろ
彼
等
の
忘
れ
勝
ち
な
る
特
殊
的
謡
事
情
を
睾
げ

が
普
通
一
般
に
學
げ
ら
る
＼
さ
ま
ざ
ま

過
大
評
債
に
は
大
い
に
苦
戒
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

吾
々
は
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
ふ
る
と
こ
ろ
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
永
綾
的
存
在
に
到
す
る

れ
て
ゐ
る
C

そ
し
て
こ
の
法
則
の
妥
賞
性
い
か
ん
は
前
世
紀
の
後
半
、

っ
た
が
、
そ
れ
に
封
す
る
修
正
的
見
解
は
そ
の
の
ち
の
泄
界
経
清
の
進
行
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
、

て
こ
の
社
會
に
於
け
る
本
則
的
な
る
も
の
と
し
て
今
に
至
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
賓
證
さ
れ
た
。

い
っ
た
い
か
4

る
最
近
に
於
け
る
我
同
中
小
工
業
の
勃
典
乃
至
菫
要
さ
は
、

も
の
で
あ
ら
う
か
。
我
固
固
民
経
洲
に
固
有
な
る
永
絞
的
な
る
特
殊
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
か
。

工
業
は
我
國
の
運
命
的
産
業
で
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
世
界
経
演
痰
逹
の
現
段
階
に
於
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
る
一
般
的
な
る
現
在
的
事
情
、

我
國
資
本
主
義
喪
逹
の
特
殊
性
、

そ
れ
か
ら
我
國
経
涜
の
最
近
に
於
け
る
幾
多
の
エ
作
的
事
象
等
に
囚
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
一
部
で
も
の
解
消
は
同
時
に
、

こ
の
我
國
中
小
工
業
謳
歌
の
墜
を
ひ
そ
め
る
こ
と
4
な
り
は
せ
ぬ
か
。

國
産
業
に
於
け
る
現
在
の
重
要
性
は
、
む
ろ
ん
事
質
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、

吾
々
は
我
國
中
小
工
業
存
在
の
特
殊
事
情
を
無
脱
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

た
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
我
國
産
業
、
ま
た
従
つ
て
我
國
中
小
工
業
の
特
殊
性
の
存
在
の
ゆ
ゑ
に
、

支
配
の
本
則
的
過
程
は
決
し
て
そ
れ
が
た
め
に
排
除
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

>
右
に
述
べ
た
る
大
企
業

第

．二

荻
中
小
工
業
の
我

だ
か
ら
そ
れ
ら
謡
事
情

そ
れ
は
決
し
て
右
の
本
則
的
過
程
の
進
行
を
破
る
も
の
で
は
た
く
、

そ
れ
ら
中
小

果
し
て
右
の
本
則
に
封
す
る
例
外
を
為
す

右
の
過
程
は
依
然
と
し

欧
洲
の
先
進
投
木
厨
に
於
て
し
ば
し
ば
問
題
と
な



墜
を
き
く
の
は
、

の
存
在
は
、

我
國
中
小
工
業
謂
歌
の
説

我
國
中
小
工
業
酎
策
は
果
し

し
か
も
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
於
て
、
果
し
て
い
か
な
る

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

於
て
も
一
段
と
旺
ん
に
行
は
れ
来
つ
て
ゐ
る
こ
を
は
、
た
れ
し
も
卸
つ
て
ゐ
る

J

我
國
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。

に
か
＼
る
一
方
に
於
け
る
産
業
獨
占
の
強
化
、
大
資
本
の
支
配
の
事
賓
あ
る
と
同
時
に
、

い
っ
た
い
い
か
な
る
事
情
に
由
る
の
で
あ
ら
う
か
。

し
℃
華
々
し
き
運
命
の
下
に
あ
る
を
得
な
い
の
は
自
明
の
事
賓
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。

小
工
業
の
繁
榮
を
云
ふ
。
そ
こ
に
中
小
工
業
の
あ
は
い
運
倫
が
あ
る
か
の
や
う
で
あ
る
。

我
國
中
小
工
業
に
於
け
る
努
働
條
件
が
い
か
に
劣
悪
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、

る
が
、
か
4
る
低
劣
な
る
努
慟
條
件
を
何
と
か
し
て
改
善
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

業
の
存
在
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
、

ニ
ニ
四

従
来
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ

と
云
ふ
が
如
き
社
會
政
策
的
見
地
か
ら
の
我
國
中
小
工
業
に
野
す
る
批
判
は
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
自
骰
と
し
て
大
問
題
で
あ
る
。

が
こ

L
で
は
か
＼
る
祉
會
政
策
的
説
黙
か
ら
で
な
し
に
、
か
ヽ
る
中
小
工
業

こ
の
世
界
資
本
主
義
痰
逹
の
段
階
に
於
て
、

事
情
に
根
捩
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
し
か
し
て
い
か
な
る
将
来
的
運
命
を
捻
つ
て
ゐ
る
か
、

て
こ
の
際
一
大
轄
換
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
か
否
か
、
等
々
に
つ
い
て
若
干
吟
味
し
て
見
た
い
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。

乃
至
は
か
4

る
條
件
の
下
に
於
け
る
中
小
工

し
か
る
に
こ
の
頃
ひ
と
は
我
國
巾

一
般
的
に
こ
の
段
階
に
於
て
は
、
中
小
工
業
は
決

他
方
に
於
て
中
小
工
業
勃
典
の

し
か
る

世
界
恐
慌
を
き
つ
か
け
と
し
て
、
最
近
に
於
て
は
、
資
本
の
攻
勢
、
産
業
の
獨
占
化
の
進
行
等
が
い
づ
こ
の
資
本
國
に

第

五

巻

第

二

輩

四



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

業
の
持
来
は
、

．
 

我
が
工
業
に
於
け
る
中
小
工
業
の
地
位

本
づ
く
統
計
を
拳
げ
ん
に
左
の
如
し
。

第

五

巻

要
産
業
は
中
小
工
業
に
あ
る
と
の
見
地
か
ら
し
て
、
中
小
工
業
の
意
義
を
見
直
ほ
し
、

異
な
れ
る
新
ら
し
き
助
長
的
政
策
を
講
ぜ
ね
ば
た
ら
ぬ
と
の
見
解
が
行
は
れ
て
来
た
。

め
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
で
は
そ
の
詳
細
な
る
統
計
的
数
字
は
た
だ
煩
は
し
い
だ
け
で
、

中
小
工
業
と
大
工
業
と
の
慨
分
を
何
虐
で
決
め
る
か
、
も
―
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、

業
に
つ
い
て
は
使
用
職
工
百
人
未
満
の
も
の
、
但
し
化
學
工
業
、
瓦
斯
雷
氣
工
業
に
つ
い
て
は
、

の
、
後
者
一
二
十
人
未
満
の
も
の
を
中
小
工
業
と
見
倣
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
大
工
業
と
見
倣
し
て
ゐ
る
。

ニ
ニ
五

第

二

琥

五

我
國
商
工
省
に
於
て
は
、い

ま
そ
れ
に

前
者
五
十
人
未
滴
の
も

一
般
工

そ
の
必
要
は
な
か
り
さ
う
だ
。

最
近
我
國
の
産
業
乃
至
輸
出
質
易
の
う
ち
に
於
て
占
む
る
中
小
工
業
の
主
要
た
る
地
位
か
ら
し
て
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の

L
多
く

は
、
我
國
の
中
小
工
業
は
決
し
て
資
本
主
義
の
寝
逹
に
取
り
残
さ
れ
た
る
も
の
で
は
た
く
、

つ
て
、
そ
の
前
途
は
輝
や
か
し
い
も
の
で
あ
る
、
勘
く
と
も
悲
観
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、

と
云
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
中
小
工
業
の
痰
展
に
よ
っ
て
運
命
．
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
が
如
く
で
あ
る
。

し
て
我
國
最
近
の
中
小
工
業
を
問
題
と
す
る
ひ
と
び
と
の
所
設
を
若
干
こ
4

に
吟
味
し
て
置
き
た
い
。

す
た
は
ち
我
國
重

最
初
に
我
國
最
近
の
中
小
工
業
が
我
閾
産
業
上
乃
至
貿
易
上
に
於
て
占
む
る
可
要
性
い
か
ん
に
つ
い
て
の
概
観
か
ら
始

か
4

る
立
場
か
ら

我
國
産

い
は
ば
新
興
中
小
工
業
で
あ

そ
れ
に
封
し
て
何
等
か
従
前
と
は



右
表
に
依
れ
ば
、
昭
和
七
年
に
於
て
は
、
我
國
中
小
工
業
は
、
全
證
の
う
ち
、

（
備
考
）

工
場
数
か
ら
見
れ
ば
九
五
・
七
％
、
使
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我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

二
二
六

第

二

競

‘

． 
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我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

綿

繰

物

人

絹

織

物

罐

詰

食

料

品

メ

リ

ヤ

ス

製

品

小

夢

硝

子

製

品粉

百
人
未
滴

六
八
、
三

九
二
、
四

七
一
、
九

七
三
、
0

七
八
、
四

四
一
、
0.

百
人
以
上

三
一
、
七

七
、
六

ニ
八
、
一

-
L
七、
0

ニ
一
、
六

五
九
、

0

自ムゴ 鐵陶 絹生

塁；t
韓 お製磁緩

i 
ゴ品器物糸車

重
要
綸
出
品
工
業
に
お
け
る
職
工
別
工
業
生
産
割
合

用
職
工
敷
か
ら
見
れ
ば
四
八
・
五
％
を
占
め
て
ゐ
る
。
が
工
場
敷
や
使
用
職
工
数
の
割
合
か
ら
だ
け
で
は
、

於
て
占
む
る
地
位
の
重
大
性
を
推
則
し
得
ぺ
く
も
な
い
。
中
小
工
業
の
救
沢
、
努
働
力
の
保
持
、
増
進
、

の
観
獣
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
何
等
か
の
有
用
性
を
有
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
。

ん
を
見
る
に
つ
い
て
は
、
生
産
額
の
大
小
い
か
ん
の
問
題
が
巾
心
で
あ
ら
う
。

産
額
の
全
生
産
額
中
を
占
む
る
割
合
は
四
一
・
ニ
％
で
あ
る
。
半
ば
足
ら
す
と
い
ふ
所
で
あ
る
。

次
に
我
國
中
小
工
業
が
我
國
輸
出
貿
易
の
う
ち
如
何
た
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
の
最
近
の
調
査
報
告
と
し

て
、
東
京
商
工
會
議
所
の
喪
表
に
か
L

る
も
の
が
あ
る
。

い
ま
そ
の
概
観
的
敷
字
を
か
K
げ
る
。

（
箪
位
％
）

百
人
未
滴

二

0
、八

八
一
、
八

八
三
、
四

六
一
、
四

二
三
、
二

六
九
、
六

ニ
ニ
七

第

二

琥

百
人
以
上

七
九
、
二

一
八
、
ニ

一
六
、
六

――一八、六

七
六
、
八

――
1
0ヽ
四

七

工
業
の
占
む
る
割
合
は
す
つ
と
増
え
る
こ
と
L
な
ら
う
。

て
は
、
使
用
職
工
数
五
人
未
満
の
小
工
場
は
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
で
こ
れ
を
も
右
に
加
へ
る
と
な
る
と
、
我
國
中
小

し
か
し
右
の
統
計
に
於

右
表
に
在
り
て
は
、
我
國
中
小
工
業
の
生

中
小
工
業
の
地
位
の
い
か

一
國
産
業
に

失
業
救
洲
等
々



し
ば
極
小
規
模
の
工
業
、
む
し
ろ
生
業
的
職
業
に
陥
ち
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

で
か
L
る
半
失
業
者
を
も
使
用
職
工
者
数

彼
等
は
止
む
を
得
す
、
し
ば

は
せ
ぬ
か
と
思
は
れ
る
。

始
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、

ニ
ニ
八

五‘-＝-

こ
れ
で
見
る
と
職
工
百
人
以
上
を
使
用
せ
る
大
工
業
と
も
目
す
べ
き
も
の
が
全
生
産
額
の
過
半
以
上
を
占
め
て
ゐ
る
も

の
は
、
僅
か
に
生
糸
、

ゴ
ム
靴
類
、
ガ
ラ
ス
製
品
、
電
球
に
す
ぎ
な
い
。
『
日
本
の
輸
出
工
業
の
基
礎
は
飢
餓
的
小
工
場
』

に
あ
る
（
ロ
ン
ド
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
）
な
ど

4云
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
中
小
工
業
の
軍
要
さ
に
つ
い
て
餘
り
に
過
大
評
債
に
陥
つ
て
ゐ

前
に
も
一
言
し
た
や
う
に
、
努
働
者
数
は
こ
の
際
問
幽
で
は
た
い
。
我
國
に
在
り
て
は
、

る
こ
と
も
一
原
因
と
な
っ
て
、
た
れ
び
と
も
何
と
か
し
て
職
業
を
捜
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

失
業
保
瞼
制
度
が
訣
け
て
ゐ

に
含
ま
し
め
て
我
國
中
小
工
業
の
地
位
の
重
大
さ
を
賓
證
し
よ
う
と
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
は
れ
る
。

の
み
な
ら
す
我
國

に
在

b
て
も
、
最
近
ま
で
愛
化
な
く
、
小
経
螢
（
五
人
ー
百
人
）
に
屈
す
る
従
業
職
工
者
の
割
合
は
漸
次
減
少
し
来
れ
る

に
反
し
、
大
経
螢
（
百
人
以
上
）
に
風
す
る
織
エ
者
の
割
合
は
漸
次
培
加
し
つ
＼
あ
る
，

於
て
有
す
る
重
要
性
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
近
頃
多
く
の
學
者
、

賓
際
家
は
し
き
り
に
中
小
工
業
の
重
大
性
に
つ
い
て
語
り

右
は
我
國
中
小
工
業
の
地
位
を
推
測
し
得
る
ホ
ン
の
概
観
で
あ
る
が
、

電帽

球子

七
一
、
六

一
六
、
七

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

ニ
八
、
四

八
三
、
三

* 

こ
れ
に
よ
っ
て
も
そ
れ
が
我
國
工
業
の
う
ち
に

産

物

九
四
、
七

筆

五

巻

第

二

就

八



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

る
場
合
、
資
本
闘
係
を
抜
き
に
し
て
は
、
箕
の
中
小
工
業
の
存
在
、
特
来
に
つ
い
て
何
事
を
も
云
ひ
得
な
い
こ
と
、

ら
見
た
も
の
は
、

さ
し
嘗
り
問
題
の
外
に
置
か
る
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、

第

五

巻

そ
れ
で
こ
4
で
の
批
判
的
結
論
と
し
て
逹
し
た
所
は
、

は
何
人
も
否
定
し
得
な
い
。
大
資
本
の
支
配
は
同
時
に
概
ね
大
規
模
産
業
の
支
配
を
物
語
る
が
、

技
術
的
に
は
依
然
と
し
て
、
大
査
本
の
支
梵
す
る
に
拘
は
ら
す
、

に
於
て
は
す
で
に
獨
立
性
を
失
っ
て
ゐ
る
も
の
、

す
な
は
ち
何
等
か
の
大
資
本
の
制
覇
の
下
に
あ
る
中
小
工
業
が
す
こ
ぶ

る
多
い
。
箪
な
る
物
的
規
模
の
大
小
だ
け
で
は
こ
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
な
ら
し
む
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

褻
表
せ
ら
れ
た
東
京
市
工
業
調
杏
第
二
次
速
報
に
よ
っ
て
、
東
京
市
内
工
業
に
於
て
、

第

二

撃

配
力
を
の
ば
し
つ

4
あ
る
か
を
見
よ
う
。
全
工
業
資
本
の
七
割
は
こ
の
巨
大
資
本
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

九 で
あ

さ
う
で
な
く
し
て
物
的

企
業
組
織
別
か
ら
見
れ
ば
、
法
人
組
織
が
全
投
下
資
本
の
七
割
八
分
弱
を
占
め
、
九
億
六
千
二
百
薦
闘
で
あ
る
に
鉗
し
、
個
人
組
織
は

二
割
二
分
張
の
．二
億
七
千
八
百
萬
訓
に
す
ぎ
な
い
。
法
人
組
織
中
株
式
會
社
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
が
、
更
に
一
工
場
賞
IJ
資
本

を
見
る
と
、
法
人
は
冊
六
萬
八
千
闘
（
う
ち
株
式
粗
級
九
十
九
萬
七
千
闘
）
に
到
し
、
個
人
―
―
―
千
餘
闘
に
す
ぎ
な
い
。

次
に
査
本
別
に
つ
い
て
見
ん
に
、
大
査
本
群
の
小
数
者
が
（
安
本
五
十
寓
闘
以
上
）
全
工
業
資
本
の
七
割
を
占
掠
し
中
小
究
本
群
は
残

竺
1

一
割
を
分
有
す
る
結
果
、
一
工
楊
裳
リ
で
は
、
資
本
金
五
百
流
仰
以
上
の
も
の
千
四
百
八
十
七
萬
餘
闘
資
本
金
五
十
萬
闘
乃
至
百
漢

闘
の
も
の
七
十
液
八
千
餘
闘
を
示
し
て
ゐ
る
に
到
し
、
最
零
細
階
級
は
僅
に
五
十
六
闘
で
あ
る
。
最
大
貸
本
群
査
本
五
十
流
闘
以
上
の
も

の
二
百
八
十
ニ
エ
揚
汲
小
階
級
戦
楊
姿
本
百
闘
未
滴
の
も
の
千
五
百
八
十
で
あ
る
。

ま
た
資
本
の
大
小
に
つ
い
て
の
統
計
は
右
表
に
な
い
。

中
小
工
業
の
地
位
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
、
従
業
努
働
者
数
か

そ
れ
か
ら
中
小
工
業
の
存
綾
に
つ
い
て
語

ニ
ニ
九

い
か
に
巨
大
資
本
が
盆
々
そ
の
支

い
ま
最
近

小
規
模
産
業
が
存
続
す
る
場
合
に
於
て
も
、
資
本
闘
係

が
資
本
集
中
の
傾
向
が
我
國
に
於
て
も
最
近
盆
え
者
し
い
こ
と



の
が
、
意
外
に
多
い
の
で
は
な
い
か
、
た
ゞ
大
規
模
企
業
の
出
現
は
、

著
し
く
批
人
の
注
目
を
惹
く
に
反
し
、
中
小
企
業

1) 

つ
て
は
、
今
H
尚
ほ
多
数
の
中
小
企
業
が
殊
存
し
、

ま
た
将
来
に
も
そ
の
存
在
を
績
け
る
の
で
は
た
い
か
と
思
は
れ
る
も

は
、
す
で
に
今

H
で
も
大
規
模
企
業
の
黙
倒
的
優
勢
を
か
ち
得
た
も
の
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
寧
ろ
多
く
の
産
業
部
門
に
あ

面
し
事
賓
に
立
脚
し
て
、

何
人
も
信
じ
て
疑
は
な
か
っ
た
―
つ
は
、
小
規
模
か
ら
大
規
模

多
く
の
産
業
部
門
に
於
て
見
ら
れ
る

（
＿
）
資
本
主
義
の
疲
逹
に
伴
び
中
小
企
業
は
大
企
業
に
黙
倒
せ
ら
れ
、

の
學
者
が
い
は
ゞ
そ
れ
を
謳
歌
す
る
が
如
き
態
度
を
見
せ
て
来
た
。

と
も
我
國
の
そ
れ
は
、
我
國
特
殊
の
諸
事
情
に
も
と
づ
き
、

右
の
や
う
な
我
國
中
小
工
業
の
現
朕
に
見
て
、

る。

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

二――

1
0

そ
の
永
績
的
勝
来
を
有
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
最
近
多
く

そ
れ
の
所
説
の
主
要
な
る
も
の
を
摘
出
せ
ん
に
ー
|
_

遂
に
少
数
巨
大
企
業
の
産
業
支
配
が
質
現
す

る
、
と
の
法
則
は
誤
で
あ
る
。
い
ま
な
ほ
中
小
企
業
は
ひ
と
り
我
國
の
み
な
ら
す
、

所
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
は
賞
然
に
そ
の
什
在
性
を
有
つ
て
ゐ
る
、
と
云
ふ
ひ
と
が
あ
る
。

る
i

『
資
本
主
義
経
溝
組
織
の
発
展
に
お
け
る
鐵
則
と
し
、

へ
、
小
資
本
か
ら
大
資
本
へ
と
い
ふ
企
業
集
中
ま
た
は
資
本
集
積
の
法
則
で
あ
る
。

例
へ
ば
谷
口
教
授
は
云
は
れ

然
る
に
こ
の
法
則
も
ま
た
他
の
多
く

の
経
渭
法
則
と
同
様
に
、
果
し
て
こ
れ
が
今
日
に
お
い
て
も
文
字
通
り
に
進
行
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、

今
日
の
現
質
に
直

更
に
之
を
新
た
に
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
』
『
た
る
程
或
稲
の
産
業
部
門
に
あ
っ
て

中
小
工
業
は
必
ら
す
し
も
淡
落
す
る
運
命
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
勘
＜

第

五

巻

第
1

一
呻

1
0
 

谷口博士畜家内工業と吾が國民紐浣（社會政策時報百七十五披 49頁以下）



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

性
質
に
も
と
づ
く
中
小
工
業
の
永
績
的
存
在
を
高
調
す
る
ひ
と
が
あ
る
。

こ
の
特
殊
性
を
主
張
し
な
い
も
の
は
た
い
わ
け
で
は
あ
る
が
、

第

五

巻

第

二

披

こ
4
で
は
こ
の
主
張
の
代
表
的
な
る
も
の
と
し
て
高
橋
亀

我
國
中
小
工
業
の
重
要
さ
を
説
く
ひ
と
に
し
て

(
-
＿
）
次
に
中
小
工
業
の
一
般
的
存
在
理
由
を
主
張
す
る
と
い
ふ
よ
り
は
、

民
経
演
に
於
て
特
に
見
出
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
國
中
小
工
業
は
嘗
然
に
永
綬
的
存
在
の
根
腺
あ
る
も
の
で
あ

同
教
授
は
最
近
の
動
力
革
命
（
蒸
氣
勁
力
よ
り
電
氣
動
力
へ
の
移
向
）
、
最
近
の
交
通
革
命
、
放
任
経
溝
よ
り
統
制
経
溝
ヘ

の
雙
革
、
企
業
集
中
形
態
の
環
化
等
々
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
て
同
教
授
に
よ
れ
ば
、

り
、
む
し
ろ
我
國
の
民
族
的
産
業
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
我
國

む
し
ろ
日
本
資
本
主
義
獲
逹
の
特
殊
的
諸

更
に
中
小
規
模
工
業
の
浅
存
し
得
る
根
牒
は
、

最
近
の
経
惰
的
愛
革
と
共
に
、
新
た
な
要
素
を
加
へ
つ

4
あ
る
と
し
て

り
て
は
、
努
働
争
議
や
階
級
闘
手
の
起
る
危
険
性
が
少

い
た
め
に
、

強
味
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
事
業
の
弾
力
性
に
於
て
も

消
費
財
の
生
産
に
は
中
小
工
業
の
方
が
よ
り
適
す
る
こ
と
、
小
規
模
工
業

に
も
機
械
化
が
容
易
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
、

査
本
闘
係
に
於
て
も
中
小
規
模
企
業
は
、

く
、
特
に
一
定
の
利
盆
配
賞
を
必
要
と
し
な
い
が
た
め
に
、
有
利
で
あ
る
こ
と
、

中
小
企
業
は
大
企
業
の
及
び
得
ざ
る
強
味
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
等
を
皐
げ
ら
れ
る
。 努

働
闘
係
に
於
て
も
小
規
模
工
業
に
在

大
企
業
に
於
け
る
如

同
教
授
は
中
小
エ
薬
茂
存
の
根
腺
と
し
て
、

ら
う
。
』

の
茂
存
は
多
く
世
人
の
注
意
を
喚
起

L
な
い
が
た
め
に
、

現
賓
の
認
識
を
誤
ら
し
む
る
が
如
き
場
合
も
少
く
は
な
い
で
あ



く
を
依
存
す
る
精
密
工
業
登
逹
し
て
、

革
命
に
基
く
も
の
。

に
於
て
は
、
動
力
は
専
ら
蒸
汽
力
に
限
ら
れ
た
が
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
窓
義‘,、ー

吉
氏
の
説
か
れ
る
所
を
紹
介
し
よ
う
。

規
模
で
は
た
く
し
て
、
そ
の
多
く
は
、
多
分
に
永
久
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

性
が
横
は
つ
て
ゐ
る
。
』

氏
は
我
國
中
小
工
業
の
優
位
が
い
か
に
し
て

irら
せ
ら
れ
た
か
に
答
へ
て
、

る
特
殊
事
情
の
結
果
、
所
謂
本
質
的
に
中
小
工
業
を
有
利
と
す
る
も
の
、

（
一
）
生
産
動
力
の
革
命
の
結
果
、

且
つ
不
連
絞
的
作
業
に
も

、、

頭
脳
力
に
よ
り
多

こ
L
に
日
本
資
本
主
義
経
演
の
一
大
特
殊

生
産
技
術
、
原
料
及
び
販
路
闘
係
に
於
け

業
に
轄
化
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
資
本
そ
の
他
の
條
件
が
未
成
熟
の
た
め
、

態
に
過
渡
的
に
茂
留
し
て
ゐ
る
も
の
、
等
を
學
げ
る
ほ
か
、
次
の
二
黙
、
特
に
そ
の
第
二
の
も
の
を
高
調
さ
れ
る
。

中
小
工
業
が
特
に
有
利
と
な
る
に
至
っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
。
例
へ
ば
従
来

従
つ
て
大
規
模
工
業
を
有
利
に
し
た
が
、
今
日
は
電
力
の
普
及
の
結
果
、
如
何
た
る
小
規
模
、

動
力
を
利
用
し
得
る
に
至
っ
た
。
の
み
な
ら
す
、

工
業
そ
の
も
の
も
、
従
来
の
如
き
大
資
本
力
の
外
、

こ
れ
ま
た
中
小
工
業
を
新
に
有
利
に
す
る
に
至
っ
た
と
云
ふ
が
如
き
生
産
方
法
の

(
＿
一
）
中
小
工
業
型
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
低
廉
に
努
力
を
利
用
し
得
ら
れ
、

『
現
在
日
本
に
於
け
る
中
小
規
模
（
工
業
）
は
、

之
は
一
定
規
模
以
上
の
生
産
設
備
と
連
綾
作
業
と
を
必
要
と
す
る
。

さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

致
方
な
し
に
、
中
小
工
業
型

経
螢
の
有
利
と
云
ふ
黙
か
ら
は
、
賞
然
に
大
工

一
般
の
場
合
の
如
く
、
大
規
模
化
へ
の
過
程
的
性
質
と
し
て
の
中
小

第

五

巻

［ 
第

二

練

I) 高橋紺吉氏、中小工業の優位と H本籾浣の特殊性（社含政策時報百七十五戟
69頁以下）



第

五

巻

第

二

漿

主
た
大
い
に
批
判
の
野
象
と
し
た
い
所

大
工
業
と
有
利
に
競
争
し
得
ら
れ
る
と
云
ふ
事
惰
に
基
く
も
の
。

種
の
謳
歌
者
と
刻
印
し
て
も
い
＼
で
あ
ら
う
。

こ
の
我
國
低
努
賃
の
基
本
的
理
由
と
し
て
、
同
氏
は
次
の
諸
事
想
を
學
げ
ら
れ
る
。

我
々
の
人
口
過
詞
に
し
て
、
努
働
豫
備
軍
多
く
、

補
充
的
牧
入
を
要
す
る
事
情
に
あ
る
こ
と
。
特
に
ー
ー

低
康
な
る
努
力
を
豊
富
に
容
易
に
使
用
し
得
る
こ
と
。
之
を
哀

（
イ
）
農
閑
期
に
於
け
る
農
村
努
力
利
用
の
仕
事
の
必
要
な
る
こ
と
。

（
口
）
都
市
生
活
に
於
て
は
、
家
計
補
充
の
た
め
、
家
族
の
補
助
牧
入
的
努
働
Jj
至
内
職
の
必
要
な
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
我
國
中
小
工
業
論
に
よ
っ
て
吾
々
の
煕
ぶ
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
が
、

も
あ
る
。
い
ま
こ
4

で
こ
れ
ら
の
我
國
中
小
工
業
論
に
封
し
て
一
々
批
判
す
る
こ
と
を
せ
ぬ
。

こ
と
。

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

②
加
之
、
資
源
の
貧
弱
及
び
右
①
の
派
生
的
結
果
と
し
て
、

返
へ
し
て
云
へ
ば
、
如
何
な
る
低
劣
條
件
に
於
て
も
、

以
下
の
分
析
に
よ
っ
て
批

本
業
努
働
者
に
到
す
る
報
酬
低
廉
に
し
て
、

ュ

一
般
に
、

働
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
朕
態
に
努
働
者
の
多
く
が
置
か
れ
て
ゐ
る

(1) 
た
い
。
が
我
國
中
小
工
業
の
重
要
性
を
高
調
し
、

し
か
も
そ
の
永
績
的
存
在
を
か
た
＜
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら

そ
れ
は
必
然
的
の
も
の
と
せ
ら
る
ょ
が
如
く
で
あ
る
か
ら
、

謳
歌
論
者
と
云
ふ
こ
と
は
若
干
云
ぴ
過
ぎ
で
あ
る
か
も
知
れ

同
氏
は
我
國
中
小
工
業
の
存
在
理
由
と
し
て
我
國
の
低
努
賃
、
低
劣
な
る
努
働
條
件
に
つ
い
て
特
に
多
く
を
語
ら
れ
、



も
ち
、
従
つ
て
ま
た
豚
来
に
於
て
も
永
練
的
存
在
を
保
ち
得
る
で
あ
ら
う
か
。

最
近
小
規
模
機
械

否
む
し
ろ
そ
れ

半
失
業
者
か
這
入
り
こ
み

殆
ん
ど
極
め
て
小
規
模

中
小
工
業
は
そ
の
親
幽
の
い
か
ん
に
拘
は
ら
す
、
そ
の
数
的
評
麓
に
於
て
中
小
親
模
に
於
け
る
工
業
が
意
味
せ
ら
る
4

以
下
に
於
て
私
は
我
國
中
小
工
業
の
存
在

さ
て
か
や
う
に
そ
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
我
國
中
小
工
業
は
、
し
か
し
た
が
ら
、

理
由
、
そ
の
狩
来
に
つ
い
て
吟
味
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

そ
の
現
在
に
於
け
る
存
在
性
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
果
し
て
そ

の
い
く
ば
く
が
、
い
か
な
る
も
の
が
唆
存
的
乃
至
永
綾
的
中
小
工
業
で
あ
る
か
を
推
測
す
る
基
本
的
知
識
を
供
す
る
こ
と

に
な
ら
う
。
先
づ
我
國
中
小
工
業
の
現
在
に
於
け
る
存
在
理
由
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

の
で
あ
る
が
疇
こ
4
で
の
問
題
の
進
行
を
助
く
る
意
味
に
於
て
、

一
は
獨
立
の
手
工
業
者
で
あ
り
、

い
ま
こ
れ
を
生
産
形
態
か
ら
嚢
別
し
て
見
よ
う
。

中
世
時
代
か
ら
残
っ
て
ゐ
る
も
の
と
新
ら
し
く
褻
生
せ
る
も
の
と
の
二
つ
が
あ
る
。

各
種
美
術
工
藝
品
の
製
作
者
、
仕
立
屋
、
窮
餌
屋
、
靴
屋
、
洋
服
屋
等
々
そ
の
数
は
少
く
な
い
。

た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
産
業
上
、
輸
出
貿
易
上
、
大
し
た
意
義
を
有
ち
得
た
い
も
の
で
あ
る
。

易
い
部
門
で
あ
る

J

そ
の
経
済
上
に
於
け
る
地
位
に
つ
い
て
は
、
貨
銀
努
働
者
と
さ
し
て
か
は
ら
な
い
、

よ
り
以
下
の
場
合
が
往
々
見
受
け
ら
る
4
。
企
業
と
云
は
ん
よ
り
は
む
し
ろ
い
は
ゆ
る
生
業
で
あ
る
。

我
國
中
小
工
業
の
存
在
理
由

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

判
し
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。

彼
等
の
云
ふ
が
如
き
存
在
的
理
由
を

第

五

巻

二
三
四

第

二

撃

一
四



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

門
的
生
産
形
態
と
し
て
残
っ
て
を
り
、
ま
た
新
に
登
生
せ
る
も
の
も
あ
る
。

第

五

巻

第

二

撃

一五

花
造
業
、
玩

が
た
ほ
工
場
工
業
の
附
帯
的
乃
至
外
業
部

近
代

小
型
動
力
が
用
ひ
ら
る
4
こ
と
に
よ
り
、
か
4
る
手
工
業
の
存
在
が
理
由
づ
け
ら
れ
つ

4
あ
る
が
、

の
導
入
に
よ
り
、
後
に
述
べ
る
小
規
模
な
る
近
代
的
工
場
に
愛
質
し
つ
＼
あ
る
も
の
と
見
て
い
＼
9

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
す
で
に
機
械

と
も
あ
れ
こ
の
種
手

近
代
的
工
場
の
出
現
に
よ
っ
て
淡
落
し
た
と
こ
ろ
の
我
國
に
於
て
の
代
表
的
な
る
も
の
は
足
袋
工
業
で
あ
ら

二
は
家
内
工
業
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
い
は
ゆ
る
前
貸
制
度

(
V
e
r
l
a
g
s
s
y
s
t
e
m
)
、
ま
た
は
問
屋
制
度
と
云
は
れ
る

こ
の
制
度
は
右
の
封
建
的
社
合
の
主
要
生
産
形
態
で
あ
っ
た
同
業
組
合
の
下
に
痰
逹
し
た
手
工
業
か
ら
近

代
的
生
産
形
態
の
初
端
的
形
態
で
あ
っ
た
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
生
産
形
態
で
あ
っ
た
が
、

的
工
場
工
業
の
出
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
配
的
地
位
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ら
う
。
各
種
織
物
業
、
出
来
合
洋
服
業
、
出
版
業
、

メ
リ
ヤ
ス
工
業
、

資
本
家
的
家
内
工
業
と
云
つ
て
も
い

4
で
あ

マ
ッ
チ
工
業
、

阪
輸
出
メ
リ
ヤ
ス
工
業
組
合
組
合
員
―
―
―百
名
の
う
ち
エ
揚
紐
管
に
従
事
す
る
も
の
約
十
二
名
、

七
ル
ロ
イ
ド
工
業
、

具
工
業
、
等
々
。

L
か
し
て
こ
の
家
内
工
業
の
我
國
工
業
、
貿
易
上
に
於
て
占
む
る
地
位
は
頗
る
大
で
あ
る
。
特
に
輸
出

工
業
に
於
け
る
雑
貨
品
の
大
部
分
は
こ
の
種
生
産
形
態
に
於
て
生
産
せ
ら
る
4
と
一
云
つ
て
い

4
ほ
ど
で
あ
る
。

（
例
（
ば
大

工
揚
籾
管
と
問
殷
と
を
兼
管
す
る
も
の
八
名

残
餘
の
二
百
八
十
名
は
家
内
工
業
に
も
と
づ
く
問
屋
で
あ
る
。
）
こ
の
生
産
形
態
に
在
り
て
は
、
通
常
資
本
家
商
人
（
問
屋
）
が
、

―――――五

う
。
醤
油
業
、
菓
子
工
業
も
大
規
模
経
螢
化
し
つ
＼
あ
る
。

は
な
い
。

工
業
的
小
工
業
は
、
表
面
、
獨
立
性
を
保
つ
て
は
ゐ
る
が
、

一
國
産
業
の
う
ち
に
於
て
占
む
る
軍
要
さ
は
も
は
や
問
題
で



ぐ
止
め
て
し
ま
ふ
。
景
氣
愛
動
の
影
響
を
蒙
む
る
こ
と
が
最
も
甚
だ
し
い
。

そ
の
労
働
條
件
は
概
ね
極
め
て
劣
悪
で
あ
る
が
た
め
に
苦
汗
制
度
と
呼
ば
れ
て
ゐ
て
、

一
日
示
翠
氣
が
襲
来
す
れ
ば
す

手
工
業
者
に
榮
拗
手
段
、
原
料
を
前
貸
し
、
手
工
業
者
は
そ
れ
ら
の
損
料
、

つ
て
ゐ
る
。

め
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
と
し
て
我
國
低
努
賃
に
原
因
す
る
と
結
論
し
て
い
4

で
あ
ら
う
。

て
手
工
業
で
あ
り
、

ふ
ひ
と
も
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
も
さ
う
で
あ
ら
う
。

れ
な
い
の
は
、

従
つ
て
我
國
産
業
上
す
こ
ぶ
る
重
要
な
る
埴
位
を
占

家
内
工
業
は
主
と
し

そ
し
て
我
國
民
が
手
先
の
仕
事
に
秀
で

L
ゐ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か
L
る
家
内
工
業
が
旺
ん
で
あ
る
と
云

が
か
4
る
熟
練
的
手
工
業
に
到
し
て
か
く
も
低
努
貨
し
か
支
彿
は

す
な
は
ち
努
働
力
の
償
値
以
下
で
の
喪
買
を
意
味
し
、
従
つ
て
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
一
條
件
を
意

味
し
て
ゐ
る
。
我
國
家
内
工
業
が
た
ゞ
低
努
賃
の
み
に
よ
っ
て
漸
く
そ
の
存
在
を
保
つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、

生
＃
理
由
は
は
た
は
だ
渾
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

ま
た
家
内
工
業
は
そ
の
仲
縮
が
容
易
で
あ
り
、
好
景
氣
が
来
れ
ば
ド
シ
／
＼
，
撰
張
し
、

て
し
ま
ふ
。
の
み
な
ら
す
家
内
工
業
は
、

そ
の
技
術
的

そ
の
損
失
は
全
部
家
内
労
慟
者
に
婦
せ
ら
れ

つ
ま
り
は
大
資
本
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
，
元
締
へ
と
た
ぐ
つ
て
行
け
ば

必
ら
す
や
大
資
本
に
ぶ
つ

L
か
る
。
家
内
工
業
者
か
ら
仲
介
商
人
、
そ
れ
か
ら
問
屋
、

大
商
人
乃
至
は
大
商
事
會
社
、
大

そ
れ
で
若
し
こ
の
家
内
工
業
が
我
國
中
小
工
業
の
中
心
を
占
め

社
會
問
題
的
に
非
難
の
封
象
と
な

し
て
受
取
る
と
同
時
に
、
そ
の
製
品
を
商
人
に
引
ぎ
渡
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
る
が
、

原
料
の
代
憤
を
差
引
き
た
る
も
の
を
努
賃
と

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第
，五

巻

二
三
六

第

二

琥

一
六



右
は
家
内
工
業
一
般
に
つ
い
て
云
っ
た
の
で
あ
る
が
、

第

五

巻

百
貨
店
、
大
産
業
會
社
へ
と
一
聯
の
闘
係
が

11
つ
ば
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
衆
知
の
事
賓
で
あ
る
。

第

二

就

一
七

（
註
）
我
國
の
家
内
工
業
、
小
工
業
に
於
け
る
努
賃
の
低
い
こ
と
は
従
来
か
ら
有
名
で
あ
っ
た
が
、
最
近
年
に
至
lJ
て
、
他
の
近
代
的

大
工
業
に
比
べ
て
、
特
に
著
し
く
低
下
し
来
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
ニ
―
―
一
の
例
を
示
さ
ん
に
、
某
確
球
工
場
に
於
て
は

フ
ー
ド
部
＄
恋
練

t
)、
昭
和
『
年
常
時
は
一

H
穴
牧
二
闘
五
十
錢
ー
一
二
闘
だ
っ
た
の
が
、
現
在
に
於
て
は
一
闘
五
十
錢
ー
一
同
八
十

錢
。
ま
た
某
輸
出
小
型
球
業
者
に
在
lJ
て
は
、
昭
利
四
ー
五
年
に
は
下
語
業
者
が
問
屋
か
ら
受
く
る
エ
貨
は
十
五
ミ
リ
豆
球
一
個
四

錢
た
っ
た
の
が
、
昭
和
八
年
末
に
は
一
個
九
厘
五
毛
に
な
っ
て
ゐ
る
。
四
分
の
一
の
下
落
で
あ
る
。

夭
に
セ
ル
ロ
イ
ド
玩
具
の
家
内
工
業
に
於
け
る
努
賃
事
情
に
つ
い
て
見
み
に

‘
-
H
八
時
間
努
慟
と
個
定
し
て
の
日
牧
は
、

熟

練

者

巾

位

不

熟

練

者

男

一

、

二

0
錢

九

〇

錢

五

0
錢

女

七

〇

錢

五

0
錢

二

五

錢

し
か
し
賞
際
上
は
一
日
平
均
八
時
間
働
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
賓
牧
入
は
一

8
平
均
熟
練
者
五
十
錢
、
中
位

1

一
十
五
錢
、

不
熟
練
者
十
八
錢
程
度
で
あ
る
。
内
職
者
は
財
界
の
不
況
に
依
る
自
家
牧
入
減
を
捕
ふ
総
め
、
或
は
失
業
者
の
池
入
等
か
ら
次
第
に

そ
の
数
を
噌
し
、
且
つ
他
方
に
は
製
浩
業
者
が
こ
れ
ま
で
下
職
に
委
託
し
て
ゐ
た
加
工
を
自
己
の
エ
瑞
で
加
工
す
る
に
至
る
等
の
事

情
の
た
め
、
仕
事
と
従
業
員
数
と
の
比
例
を
鋲
ぎ
、
同
業
者
の
激
し
吾
競
俄
を
揺
来
す
る
に
至
り
、
年
一
年
と
内
職
者
の

H
牧
も
減

少
し
末
つ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
大
正
十
二
、
三
年
頃
は
日
牧
平
均
一
闘
四
十
錢
内
外
を
得
て
ゐ
た
。
更
に
内
職
寺
は
、
右
の

如
き
低
努
賃
に
拘
は
ら
ず
、
必
要
な
る
捜
械
、
エ
具
及
び
張
物
加
工
に
使
用
す
る
糊
等
の
消
耗
品
も
自
己
の
負
招
で
あ

n、
且
つ
問

屋
又
は
製
造
業
者
と
内
職
業
者
と
の
問
に
は
仲
介
業
寺
が
介
在
し
て
居
り
、
加
工
賃
の
約
一
割
を
取
得
す
る
。

農
村
的
家
内
工
業
な
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
近
代
経
滸
社
會
褻
生
の
初
端
的
時
期
に
於
て
い
づ
こ
の
國
に
於
て
も
見
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
ま
た
別
の
意
味
合
に
て
現
は
れ
て
来
た
。

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
毅

最
近
我
國
農
村
の
疲
弊
は
農
業
恐
慌
以
後
特
に
甚
だ

二
三
七

家
内
工
業
は
農
家
の
副
業
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
、
す
た
は
ち

ノ`ヽ
、ノ

1

2
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る。

利
潤
及
び
自
分
及
自
分
の
家
族
の
努
賃
と
の
合
計
で
あ
る
。

工
場
主
が
家
族
と
そ
し
て
若

別
に
生
産
上
に
於
け
る
特
質
は

う
に
な
っ
た
。

ニ＝―-八

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

こ
の
農
村
の
救
溝
策
と
し
て
農
村
工
業
化
な
る
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
て
語
ら
れ
る
や

農
村
の
工
業
化
に
は
（
一
）
農
村
に
於
け
る
従
来
の
人
力
に
代
る
に
動
力
を
以
て
す
る
こ
と
、

1

1

一
は
近
代
的
工
場
工
業
で
あ
る
が
、

（
三
）
近
代
的
大
工
業
を
地
方
農
村
に
分
散
す
る
こ
と
、

業
等
々
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
こ

4
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
農
村
家
内
工
業
で
あ
る
が
、

家
庭
に
於
て
製
作
せ
し
め
、
そ
れ
ら
を
一
定
の
場
所
に
於
て
組
立
て
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

家
内
工
業
が
か
4

る
新
ら
し
き
形
態
に
て
、
果
し
て
痰
逹
し
得
る
や
否
や
は
別
間
題
と
し
て
、

農
村
に
於
け
る
低
廉
な
る
努
賃
に
碁
礎
を
置
い
て
ゐ
る
。

（
二
）
農

（
四
）
農
村
家
内
エ

そ
れ
に
於
て
は
農
村
に
於

こ
の
種
家
内
工
業
も
ま
た

そ
の
規
模
が
餘
り
大
な
ら
す
、
従
業
員
の
獣
か
ら
見
れ
ば
五
十
人
乃
至
百
人
未
満

の
も
の
で
あ
る
●
こ
の
種
の
中
小
工
業
は
た
ゞ
生
産
規
模
が
小
で
あ
る
と
云
ふ
だ
け
で
、

・
見
出
さ
れ
な
い
。
或
る
特
殊
的
工
業
で
な
い
限
り
、
大
工
業
に
歴
倒
さ
れ
る
危
険
が
多
い
。

干
の
労
働
者
と
一
所
に
働
ら
く
。
そ
の
牧
盛
は
、
だ
か
ら
、

し
か
も
そ
こ
で
の
努
賃
部
分
は
す
こ
ぶ
る
切
り
下
げ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
と
は
、
そ
の
原
料
の
調
逹
、
製
品
の
販
賣
、
製
造
器
具
機
械
の
賭
買
、
貸
典
の
諸
黙
か
ら
見
て
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ

そ
し
て
ま
た
都
市
に
於
け
る
大
資
本
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
る

か
4
る
意
味
に
於
け
る
農
村

け
る
閑
暇
努
働
時
間
を
極
め
て
安
債
に
工
業
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
た
は
ち
或
る
何
等
か
の
部
分
品
を
各
自
の

村
自
ら
が
農
産
物
の
加
工
を
す
る
こ
と
、

し
く
た
り
来
つ
て
ゐ
る
が
、

第

五

巻

第

二

蒙

一
八



我
馘
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

は
だ
多
い
こ
と
を
一
言
し
て
置
か
う
。

々
に
於
て
多
く
見
受
け
ら
れ
、
相
嘗
の
成
談
を
拳
げ
つ

4

あ
る
が
、

そ
れ
ら
大
工
業
の
下
請
工
場
乃
至
分
肢
的
工
場
と
し
て
残
存
す
る
の
ほ
か
は
。

規
模
的
工
業
に
て
立
ち
行
く
で
あ
ら
う
が
、

が
美
術
工
褻
業
、

我
國
に
於
け
る
こ
の
種
小
規
模
工
業
は
、

す
る
こ
と
は
む
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。

第

五

巻

第

二

駿

一九

か
ら
う
じ
て
一
息
つ
い
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

い
つ
い
つ
迄
も
そ
の
若
干
が
残
存

た
ほ
か
＼
る
中
小
工
業
が
大
工
業
に
克
服

あ
ら
ゆ
る
産
業
部
門
に
見
ら
れ
、
そ
の
数
は
は
な
は
だ
多
い
で
あ
ら
う
。

織
物
業
そ
の
他
特
殊
的
工
業
（
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
已
に
若
干
の
機
械
が
使
川
さ
れ
る
）
は
か
i
る
小

そ
の
他
の
多
く
の
も
の
は
結
局
大
規
椋
工
業
に
胴
倒
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。

黙
倒
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
と
云
つ
て
も
、
資
本
主
義
褻
逹
の
特
殊
的
性
質
の
ゆ
ゑ
に
、

最
近
我
國
に
於
て
は
こ
の
種
中
小
工
業
が
人
絹
織
物
、
綿
織
物
、

毛
織
物
、
そ
の
他
電
球、

だ
し
い
で
あ
ら
う
。
現
今
に
於
て
は
た
ゞ
鯰
替
安
、
低
努
賃
等
の
た
め
、

七
ル
ロ
イ
ド
、
自
轄
車
等

最
氣
菱
動
の
波
に
さ
ら
は
れ
る
こ
と
は
最
も
は
な
は

た
ほ
こ

4
に
我
國
中
小
工
業
の
現
賓
的
生
産
形
態
に
は
、
、
こ
れ
ら
三
形
態
の
彼
れ
此
れ
の
滉
合
的
形
態
の
も
の
が
は
な

さ
て
以
上
の
如
き
詣
生
産
形
態
に
あ
る
我
國
中
小
工
業
は
、

す
る
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も
、
兎
も
角
他
の
謡
資
本
國
と
比
べ
て
は
な
は
だ
多
く
現
存
し
つ
＼
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

い
っ
た
い
如
何
た
る
理
由
に
よ
り
、
た
と
ひ
論
者
の
主
張

我
國
資
本
主
義
は
欺
米
資
本
主
義
よ
り
は
ズ
ッ
ト
立
遅
れ
て
出
褻
し
、

そ
し
て
極
め
て
短
年
月
の
間
に
急
速
に
登
逹
し

ニ
ー
ニ
九

だ



企
業
の
技
術
的
経
営
化
そ
れ
自
個
が
す
ぐ
大
経
螢
個
に
移
る
で
な
し
に

す
た
は
ち
中
小

が
こ

4
に
巨
大
資
本
、
獨
占
間
閥

そ
れ
で
か
4
る
國
々
、

わ
け
て
も
我
國
に
於
て
は
、
依
然
と
し
て
巨
大
賽
本
、

す
で
に
か
4
る
事
梢
は
、
英
國
に
比
較
し
て
、
顕
著
に
見
受
け
ら
る
.
.
.
,0
 

一
方
に
於
け
る
あ
ま
た
中
小
工
業
の
残
存
、
そ

が
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
右
の
理
論
を
覆
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

に
幾
多
の
封
建
的
茂
存
物
を
包
含
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が

ま
た
大
企
業
が
中
小
企
業
を
茂
り
な
く
黙
倒
、
支
配
し
得

た
。
従
っ
て
我
國
は
欧
米
資
本
國
の
如
く
徐
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
登
逹
段
階
を
経
過
し
て
ゐ
た
い
。

ゞ
成
就
し
た
か
と
思
ふ
と
、
す
ぐ
に
獨
占
時
代
に
這
入
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
獨
逸
が
英
國
に
鉗
し
て
た
ほ
中
小
工
業
の
浅
存
比
率
が
多
い
の
も
、

こ
れ
に
相
似
た
る
事
情
に

も
と
づ
い
て
ゐ
る
。
決
し
て
大
企
業
の
中
小
企
業
に
封
す
る
優
越
性
の
理
論
の
例
外
を
斜
す
も
の
で
は
な
い
。
前
世
紀
の

末
頃
獨
逸
祉
會
政
策
學
會
は
、
大
規
模
工
業
に
釘
す
る
中
小
規
模
工
業
の
競
争
力
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
試
み
た
こ
と

我
國
中
小
工
業
が
右
の
や
う
な
根
本
事
情
に
よ
り
な
ほ
あ
ま
た
に
疫
存
し
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
す
、

面
に
於
て
は
大
企
業
、
＊
衰
本
の
制
覇
の
進
行
は
現
賓
の
事
質
で
あ
る
。

我
國
重
要
産
業
の
方

し
て
他
方
に
於
け
る
産
業
獨
占
の
強
化
|
—
か
L

る
現
象
は
後
進
壺
本
國
に
於
て
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、獨
逸
に
於
て
も

大
企
業
は
産
業
の
凡
ゆ
る
方
面
に
そ
の

鱗
手
を
の
ば
し
つ
入
あ
り
、
中
小
工
業
の
上
に
も
も
ち
ろ
ん
の
し
か
4

り
つ
＼
あ
る
。

の
中
小
企
業
支
配
の
形
式
が
若
干
異
な
れ
る
態
様
を
帝
び
て
来
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

そ
れ
は
そ
の
ま
4
存
績
し
つ

4
も
、
資
本
闘
係

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

こ
れ
す
な
は
ち
我
國
資
本
主
義
の
う
ち

第

五

巻

我
國
は
産
業
革
命
を
ほ

ニ四
0

第

二

撃

1
1
0
 



我
馘
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
で
は
な
い
。

に
つ
い
て
餘
り
に
多
く
を
語
ら
し
め
る
に
至
っ
た
に
す
ぎ
た
い
。

は
す
で
に
浚
落
し
て
ゐ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
4

る
様
式
を
と
ら
す
に
、

第

五

倦

ニ
四

第

二

琥

し
か
し
こ
の
問
題
は
獨
立
に
そ
れ
自
惣

そ
れ
で
こ
の
箆
替
安
の
事
賓
が
消
滅
す

最
近
の
中
小
工
業
謳
歌
の
整
も
主
と
し
て
こ
の
輸

し
か
し
て
我
國
中
小
工

こ
の
箆
替
安
が
我
國

ま
た
そ
の
永
統
的
存
在

現
今
に
於
け
る
我
國
中
小
工
業
の
朕
態
、
そ

中
小
工
業
浚
落
、
そ

中
小
工
業
の
技
術
的
網
螢
儒
自
身
の
崩
壊
す
る
こ
と

た
る
意
味
の
中
小
工
業
で
は
た
＜

的
に
大
企
業
、
獨
占
悟
に
ま
き
込
ま
れ
、
そ
の
獨
立
性
を
失
ふ
こ
と
で
あ
る
。

―
つ
の
組
織
骰
に
於
け
る
一
分
肢
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。

に
よ
り
、
大
工
業
制
覇
に
至
る
通
常
の
途
を
歩
む
こ
と
も
あ

b
得
る
。

要
す
る
に
中
小
企
業
の
漸
次
的
浚
洛
の
過
程
は
我
國
の
現
状
に
於
て
も
現
に
進
行
し
つ
k

あ
る
。

れ
が
救
濡
の
墜
は
い
ん
ま
い
ま
ま
で
旺
ん
に
き
か
さ
れ
て
来
た
所
で
あ
る
。

の
重
要
さ
は
、
過
去
数
年
間
の
そ
れ
に
比
し
、
大
し
た
相
違
は
な
い
。
た
ゞ
最
近
の
協
粋
安
、

若
干
甦
み
返
つ
て
来
た
こ
と
が
、
多
く
の
ひ
と
を
し
て
俄
か
に
、

業
の
い
は
ゆ
る
繁
榮
も
こ
の
低
闘
債
に
負
ふ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
い
と
。

出
産
業
に
於
け
る
中
小
工
業
の
地
位
の
軍
要
さ
か
ら
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

る
と
き
、
健
全
に
疫
り
得
る
中
小
工
業
果
し
て
い
く
ば
く
か
は
問
題
で
あ
ら
う
。

従
つ
て
低
努
賃
に
よ
っ
て

そ
の
合
理
的
存
在
に
つ
い
て
｀

昭
和
六
年
末
の
我
國
金
輸
出
再
禁
止
以
後
、
我
國
闘
債
は
低
落
に
糠
ぐ
に
低
落
を
以
て
し
た
が
、

輪
出
貿
品
の
躍
進
的
な
る
進
出
を
可
能
な
ら
し
め
た
原
動
力
で
あ
る
こ
と
は
一
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

中
小
企
業
と
し
て

そ
こ
で
は
も
は
や
右
の
中
小
企
業
は
骰
密



で
あ
る
。

と
し
て
、
若
し
こ
の
事
官
が
泊
滅
す
る
こ
と
4

な
る
た
ら
ば
、

た
ほ
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
後
に
至
っ
て
も
獨
れ
る
つ
も
り

我
國
中
小
工
業
の
大
部
分
が
同
時
に
衰
滅
の
悲
運
に
遭
は

こ
の
閲
低
憤
と
低
努
貨
と
の
離
る
べ
か
ら
ざ
る
闘
係
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
る
に
こ
の
低
努
賃
は
ち
ゃ
う
ど
待
ち
も
う
け
て
ゐ
た
が
如
く
、

に
よ
る
農
村
の
極
度
の
疲
弊
に
も
と
づ
く
半
失
業
的
農
村
人
口
群
、

に
主
と
し
て
起
因
す
る
大
箭
的
潜
在
的
失
業
群
の
存
在
、

ら
で
も
求
め
得
ら
れ
る
。
闘
低
憤
に
よ
る
原
料
、

そ
の
諸
條
件
を
充
た
し
て
ゐ
た
。
農
業
恐
慌

我
國
中
小
工
業
が
か
4
る
意
味
で
の
低
債
努
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

と
は
、
何
と
云
つ
て
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
低
努
賃
の
事
情
が
果
し
て
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
こ
と
は
確
言
し
て
い
し
で
あ
ら
う
。

い
は
ゆ
る
繁
榮
を
来
た
し
て
ゐ
る
こ

は
別
問
題

る。

材
料
慣
格
高
を
低
努
賃
に
よ
っ
て
相
殺
し
て
た
ほ
餘
り
あ
る
も
の
が
あ

そ
れ
か
ら
食
糧
品
の
低
債
等
々
に
よ
り
、

低
憤
労
働
力
は
い
く

失
業
保
瞼
制
度
そ
の
他
失
業
救
清
制
度
を
訣
く
こ
と

切
り
下
け
が
行
は
れ
る
、

と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

闘
債
が
下
が
れ
ば
下
が
る
だ
け
努
賃
部
分
の

材
料
の
憤
格
を
そ
れ
だ
け
謄
貴
せ
し
む
る
こ
と
に
な
る
が
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

こ
の
こ
と
は
原
料
、

右
の
低
為
替
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
我
國
低
努
賃
の
問
題
が
あ
る
。
第
替
安
に
乗
っ
て
大
い
に
海
外
へ
進
出
し
よ
う
と

す
る
も
、
園
憤
の
低
落
は
輸
入
原
料
、

材
料
を
輸
入
に
侯
つ
こ
と
多
き
我
國
輸
出
産
業
に
と
り
て
は
は
た
は
だ
喜
ば
し
か
ら
ざ
る
事
情
で
あ
る
。

の
低
下
を
他
の
生
産
費
部
分
、
主
と
し
て
努
賃
部
分
に
求
め
よ
う
と
す
る
。

第

五

巻

二

四

そ
れ
で
生
産
費

“
 第

二

蒙



我
閾
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

我
國
中
小

H
業
存
在
の
最
大
の
理
由
と
し
て
、

．．
 

そ
こ
に
於
て
は
大
規
模
工
業
に
於
け
る
よ
り
は
よ
り
多
く
の
利
潤
が
獲

干
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
4
す
る
。

ふ
問
で
あ
る
。

（
一
）
我
國
も
い
ま
で
は
一
資
本
國
と
し
て
、

い
か
た
る
中
小
工
業
が
い
か
な
る
意
味
に
て
礎
存
的
で
あ
る
か
と
云

特
殊
的
衰
逹
の
た
め
に
、
将
米
に
於
て
、
以
上
の
如
き
中
小
工
業
が
無
滲
に
も
浚
落
し
去
る
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。

と
し
て
欧
米
に
比
し
多
く
の
中
小
工
業
が
茂
存
す
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
大
資
本
、

迫
、
支
配
の
手
は
益
々
撰
が
り
行
く
で
あ
ら
う
。
景
氣
の
雙
動
あ
る
毎
に
中
小
工
業
は
、

我
國
中
小
工
業
の
全
般
的
な
存
績
條
件
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
畢
げ
ら
る
＼
が
、

貰
徹
す
る
法
則
—
—
す
な
は
ち
中
小
企
業
よ
り
大
企
業
の
方
が
利
潤
率
は
高
い
ー
は
依
然
と
し
て
作
用
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
見
て
の
話
し
で
あ
る
。
以
下
に
あ
げ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
的
中
小
工
業
は
別
で
あ
る
。

大
資
本
の
支
配
の
下
に
謹
か
る
4
こ
と
＼
な
ら
う
。

欧
米
資
本
國
と
殆
ん
ど
同
じ
褻
逹
水
準
に
ま
で
逹
し
て
ゐ
る
。
が
そ
の

ば
い
か
な
る
照
来
性
を
有
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

右
は
我
國
中
小
工
業
の
一
般
的
存
在
理
由
で
あ
る
が
、

四
珪
存
的
中
小
工
業
い
く
ば
く
？

第

五

巻

ニ
四
三

第

二

戟

い
ま
若

そ
れ
ら
を
プ
ツ
飛
ば
し
て
た
ほ
自
己
を

何
等
か
の
形
に
於
て
、
大
企
業

大
企
業
の
中
小
企
業
に
封
す
る
歴

依
然

か
4
る
存
在
根
捩
の
上
に
立
て
る
我
國
中
小
工
業
は
、
し
か
ら



従

い
て
見
よ
う
。

ー五三ー一七五三三家
^ 0 0 五 〇 業規
- I I I ! l ! I 
〇ー五三ニ一七五

人族

人 800五 0
人人人人人人人未の

員

以
」`：同同同同同 同同滴み 模
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ーーニ八三三一六

ー ーーニニニ
二 五九 六二 九一九五四

△ 

- ＿ -

六 三 〇 八 四 五二

五

- - - -―ーニ
四七四ニーニ四三三九

琺

瑯

鐵

器

紹

紬

縞
―
―
一
綾

陶
磁
器

応

＂ 
球

中

小

工

業

牧

盆

表

（
昭
和
七
年
十
月
末
現
在
）

得
せ
ら
れ
る
、
と
主
張
す
る
ひ
と
が
あ
る
。
若
し
我
國
中
小
工
業
の
永
績
的
存
在
が
信
ぜ
ら
る
4
た
ら
ば
、

、、

ら
中
小
工
業
に
よ
り
多
く
の
利
潤
、
乃
至
勘
く
と
も
大
工
業
に
於
け
る
と
斐
ら
ぬ
通
常
の
平
均
利
潤
が
、

つ
て
、
確
保
せ
ら
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

こ
の
證
明
は
従
っ
て
は
な
は
だ
重
要
で
あ
る
。

商
工
省
は
中
小
工
業
経
螢
朕
況
を
調
査
の
結
果
、
そ
の
存
在
の
理
由
を
こ
の
黙
に
求
め
て
ゐ
る
。

資
本
金
に
到
す
る
利
盆
率

（
△
印
鋏
損
）

―
一
五
・
ニ

一
八
•
九

二
五
．

o

六
一
・
一

五
七
•
一

二
0
•
七

一
五
・
九

六
・
ニ

ll

——-•O 

第

五

巻

ニ
四
四

一
九
•
六

10•0 
八
•
四

一
八
•
五

九
・
ニ

一
七
•
一

ご
―
[
•三

―
-
•
一

-
＝
-
•
四

―
ニ
・
九

毛
織
物
及

毛
交
級
物

こ
の
調
布
報
告
に
つ

相
嘗
長
き
に
一
且

嘗
然
に
そ
れ

第

二

輩

ニ
四



衣

我
國
中
小
工
業
ル
現
段
階
的
意
酸

本

金

五

百

闘

未

五
百
闘
ー
千
闘

千
闘
I

ー
ニ
千
闘

二
千
闘

r1-]千
闘
同

三
千
闘
ー
五
千
闘
同

五
千
闘
ー

一
萬
闘
同

一
萬
闘
ー
主
萬
闘
同

三
萬
闘
ー
五
萬
闘
同

五
萬
闘
ー
十
菜
闘
同

十

萬

闘

以

上

こ
の
表
で
見
れ
ば
大
閥
に
於
て
比
較
的
小
規
模
の
も
の
が
利
盆
率
が
多
い
こ
と
に
た
つ
て
ゐ
る
。

か
4
る
調
布
は
は
な
は
だ
有
盆
で
あ
ら
う
。
中
小
工
業
存
在
の
理
由
と
し
て
は
、

基
本
的
の
問
問
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
が
こ
の
調
査
か
ち
は
潰
憾
た
が
ち
、

る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
多
く
の
欠
陥
、
不
備
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ェ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
指
摘
せ
る
如
く
、
右
の
調
布
に
於
け
る
最
も
利
潤
多
ぎ
巾
小
規
模
の

工
業
に
在
り
て
は
、

利
澗
は
ホ
ン
ト
の
煮
味
に
於
け
ろ
利
潤
で
は
た
い
。
そ
れ
に
は
業
、
主
及
び
家
族
の
苓
賃
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

模
工
業
に
於
て
は
従
業
員
が
勘
い
の
で
あ
る
か
ら
、

同同滴

△ 

ーニー三一
九五一七一六 〇 八

こ
の
努
賃
部
分
の
比
率
は
大
き
い
。

六
七七

――一六
二
―二

五
一
七

―
二-‘

 

J

/

 

1

ヽ
J

ノ

――
――
 

△ 

ー ニニ
七七二九 〇 一九

第

五

巻

ニ
四
五

第

二

撃

二
五

更
に
ま
た
か
L
る
小
規
模
工
業

1) 

か
し
る
小
規

い
は
ゆ
る

か
と
る
目
的
に
適
ふ
が
如
ぎ
放
果
を
期
待
す

く一ーニ モ六五
四六三八ー四 六 六 七 三

そ
こ
に
於
け
る
利
潤
の
大
小
が
最
も

一
三
四

n-――

六
一

・
六

七
九
•
一

三
0
•
八

=
＝-J
L
•
六

―
―
―
―
―
-
•
一

ニ
ニ
・
九

七
•
三

一
六
•
四

二
―
•
六

二
三
・
ニL

 

一
八
・
ブ

ご
1
•四

―
-
•
六

一
五
。
九

一
七
•
一

一
四
•
一

ー
ニ
・ニ

1
0
•四

―
ニ
・
九

ェコノ ミスい昭和十年三月一日及び十一H戟 『中小工業存在理由と封策の
柊討』



即
ち
こ
れ
ら

生
森
費
の
内
容
が
厄
傭
従
業
者
を
使
役
す
る
場
合
と
著
し
く
異

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

に
在
り
て
は
、
概
し
て
長
努
働
時
間
、
低
努
賃
の
事
賓
は
普
通
見
ら
る
＼
所
で
あ
る
し
、
副
利
施
設
は
た
く
、
ま
た
工
場

衛
生
設
備
は
鋏
け
て
ゐ
る
。

｀
多
く
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
漸
く
右
の
い
は
ゆ
る
利
澗
を
あ
げ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
た
い
。
こ
れ

ら
の
も
の
を
差
引
け
ば
、
む
し
る
こ
れ
ら
小
規
模
工
業
は
い
は
ゆ
る
飢
餓
工
場
た
る
こ
と
に
な
ら
う
。

い
ま
ェ
コ
ノ
ミ
ス

陶
磁
器
製
造
業
に
於
て
資
本
金
五
百
圃
未
滴
の
規
模
の
工
場
は
十
五
割
三
分
（
右

資
本
金
を
一
工
場
常
り
宜
百
闘
と
仮
定
す
る
と
そ
の
十
五
割
三
分

員
四
人
一
二
分
）
二
人
二
分
の
割
合
に
た
つ
て
ゐ
る
（
こ
の
牧
盆
率
針
家
族
従
業
者
割
合
の
比
較
表
略
す
）
。
そ
れ
で
若
し
こ

の
二
人
二
分
の
家
族
従
業
員
が
一
日
孟
回
の
勢
賃
を
支
給
さ
れ
る
と
す
る
と
、

十
五
割
三
分
の
牧
盆
は
あ
べ
こ
べ
に
訣
損

を
生
す
る
こ
と
、
た
る
。
こ
の
中
小
工
業
よ
り
は
大
工
業
の
方
が
利
盆
率
が
多
い
こ
と
を
賓
證
す
る
材
料
は
ほ
か
に
も
数

こ
L
に
愛
知
、
岐
阜
、
三
璽
三
縣
陶
磁
器
業
螢
業
支
出
分
析
表
（
昭
和
六
年
十
一

H
-
H
以
降
一
箇
年
間
）

純
盆
金
の
比
率
は
断
然
高
く
一
ニ
ニ
•
一
1
1％
を
示
し
て

に
つ
い
て
見
る
に
、
家
族
従
業
者
の
み
に
よ
る
も
の
に
在
り
て
は
、

ゐ
る
。
が
こ
の
獣
に
封
し
て
は
か
や
う
に
云
は
れ
て
ゐ
る
二
『
我
國
の
陶
磁
器
工
業
に
於
て
は
前
に
述
べ
た
る
が
如
く
小
規

模
の
も
の
が
割
合
に
多
く
、

し
か
も
賃
銀
及
び
給
料
を
特
別
に
支
彿
ふ
こ
と
も
必
要
と
し
な
い
家
族
従
業
者
が
従
業
者
綿

数
の
一
二
分
の
一
乃
至
四
分
の
一
を
占
め
て
ゐ
る
た
め
に
、

な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
國
の
肉
磁
器
工
業
の
賞
吠
を
理
解
す
る
上
に
於
て
頗
る
軍
要
な
る
事
官
で
あ
る
。

は
僅
か
に
七
百
六
十
五
闘
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
て
こ
の
規
模
の
工
場
に
働
い
て
ゐ
る
家
族
従
業
員
は
一
工
場
裳
り
（
全

表
参
照
）
と
い
ふ
高
李
の
牧
盆
率
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、

ト
の
學
げ
て
ゐ
る
一
例
を
升
か
ん
に
、

第

五

巻

ニ
四
六

第

二

撃

二
六

1) 英没口時次郎、陶磁器製造業（社合政策時報百六十四披） 280頁。



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

個

人

法

人

別

牧

盆

牧
入
（
一

工

場

嘗

）

籾

費

（

同

）

純

盆

（

同

）

純

盆

の

百

分

比

総
一
四
、

0
0
0
闘
―
一
、
二
八
〇
闘
二
、
七
二

0
闘
一
九
•
四
彩

法
二
七
四
、
九

0
六
ニ
ニ

0
、
五
七
七
五
凹
、
三
二
九
一
九
•
八

個

五

、

六

八

0

四
、
六

0
五

一

、

0
七

五

一

九

．

o

こ
れ
で
見
る
と
法
人
は
一
割
九
分
八
厘
で
個
人
よ
り
八
分
多
い
。
そ
れ
で
も
個
人
は
一
割
九
分
と
云
ふ
比
較
的
高
い
利
潤
を
卑
げ
て

ゐ
る
が
、
こ
の
う
ち
業
・王
、
家
族
の
努
賃
部
分
に
賞
る
も
の

、
固
定
査
本
の
償
却
な
ど
が
差
引
か
れ
て

な
い
と
す
る
と
、
牧
盆
率
は

ず
つ
と
悪
る
（
な
る
。
更
に
純
盆
総
額
に
於
て
は
個
人
千
七
十

五
趾
に
到
し
、
法
人
五
漑
四
千
三

百
廿
九
同
で
、
個
人
の
利
盆
は
法

人
の
一
分
九
厘
し
か
嘗
ら
ぬ
。
い
ま
同
速
報
（
第
四
）
の
結
論
的
部
分
か
ら
若
干
の

言
葉
を
捗

い
て
骰
か
う
。

『
以
上
四
回
に
わ
た
り
て
逐
次
疲
表
せ
る
速
報
を
通
じ
て
明
ら
か
な
る
が
如
く
、
現
時
に
お
け
る
本
市
工
場
の
分
布
朕
態
は
、
中
小

工
業
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
本
市
工
業
の
一
大
特
後
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
等
中
小
工
業
者
の
牧
盆
は
大

人人 計

と
思
は
れ
る
や
う
な
値
段
で
あ
っ
て
も
、
巡
ん
で
注
文
を
引
き
受
け
易
い

。』

の
家
族
従
業
者
を
主
と
す
る
経
螢
に
在
り
て
は
、

第

五

巻

ニ
四
七

い
た
め
に
、
第
十
五
表
の
家
族
従
哭
者
の
み
に
よ
る
経
螢
に
つ
い
て
見
る
ご
と
く
、

に
拘
は
ら
ヤ
如
何
に
も
多
く
の
利
益
を
學
げ
て
ゐ
る
や
う
に
一
應
考
へ
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

業
者
に
封
し
て
も
屈
傭
従
業
者
に
対
す
る
と
同
様
の
賃
銀
及
び
給
料
を
支
彿
っ
た
な
ら
ば
、

第

二

撃

二
七

寧
ろ
損
失
に
な
る
で
あ
ら
う

（
註
）
中
小
工
業
の
方
が
純
利
潤
半
は
反
到
に
勘
い
と
の
證
明
は
さ
き
に
梨
げ
た
東
京
市
工
業
調
査
速
報
に
於
て
も
輿
へ
ら
れ
て
ゐ

る
9

右
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
引
用
せ
る
所
に
従
っ
て
そ
れ
を
見
ん
に
、
個
人
組
紐
は
殆
ん
ど
大
部
分
が
中
小
工
業
で
あ
IJ
、
．
法
人
紐

織
は
大
郊
分
が
大
規
模
工
業
で
あ
る
と
見
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
が
、
い
ま
法
人
と
個
人
と
の
牧
盆
朕
況
を
見
ん

に
左
の
如
し。

従
つ
て
そ
れ
が
家
族
従

賓
は
そ
れ
ほ
ど
利
盆
を
得
て
ゐ
な
い

か
＼
る
従
業
者
に
討
し
て
現
賓
に
賃
銀
及
び
給
料
を
支
彿
ふ
必
要
が
な



右
述
べ
た
る
ー
ー
中
小
企
業
の
方
が
利
洞
が
少
い
、

利
潤
か
ら
の
永
絞
性
は
そ
こ
で
は
主
張
せ
ら
れ
て
は
た
ら
た
い
、

企
業
と
よ
り
少
き
近
代
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、

そ
れ
か
ら
多
く
の
半
失
業
的
中
小
工
業
努
働
者
の
現
象
と
、
そ
の
い
づ

工
業
者
の
そ
れ
に
比
し
て
極
め
て
寡
少
に
止
ま
る
こ
と
は
、
中
小
工
業
者
の
窮
境
を
窺
ひ
知
る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
』
『
池
ん
で

本
市
工
業
界
を
総
穀
す
る
に
範
近
の
伐
替
安
と
イ
ン
フ
レ

の
波
に
乗
っ
た
工
場
の
躍
池
振
り
は

H
登
し
き
活
況
を
呈
し
、
工
業
界
と

し
て
は
一
面
喜
ば
し
き
現
象
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
等
大
工
揚
の
下
請
エ
揚
た
る
群
小
工
場
は
そ
の
割
合
に
潤
つ
て
を
ら
ず
、
上

述
工
業
脳
係
以
外
の
中
小
工
場
に
至
っ
て
は
稽
態
依
然
と
し
て
沈
衰
朕
態
を
類
く
る
も

の
が
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
』
エ

コ
ノ
ミ
ス
ト
の
右
の
論
文
は
大
い
に
参
考
の
債
値
が
あ
る
。
附
記
し
て
置
く
。

ら
れ
た
い
し
、
ま
た
失
業
保
瞼
制
度
乃
至
共
他
の
失
業
救
惰
策
が
賓
施
さ
れ
な
い
限
り
、

中
小
工
業
は
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
、

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、

た
ゞ
低
努
貨
に
よ
っ
て
の
み
存
綾
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な

さ
う
安
々
と
淡
落
す
る
に
至
る
こ
と
も
た
い
で
あ
ら
う
。

そ
れ
か
ら
多
く
の
失
業
労
慟
者
の
現
象
と
、
我
國
に
代
表
的
に
見
ら
る
4

が
如
き
、

れ
が
望
ま
し
き
現
象
で
あ
る
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
4

で
は
躙
れ
る
限
り
で
は
あ
る
ま
い
。

は
半
ば
賃
労
働
者
的
生
業
と
し
て
で
あ
る
。
欧
米
に
於
け
る
が
如
く
、

多
く
の
巨
大
企
業
と
多
く
の
純
然
た
る
近
代
的
プ

、、よ
り
少
き
巨
大

際
で
の
存
績
は
、
利
澗
が
多
い
か
ら
で
は
な
く
し
て
、

一
種
の
失
業
救
滸
的
役
目
を
も
っ
た
飢
餓
的
工
場
と
し
て
、

Jj
至

但
し
こ
の

か
＼
る
基
礎
に
立
脚
せ
る
我
國

る
。
而
し
て
こ
の
不
況
期
が
絞
く
限
り
、

我
國
に
於
て
は
低
努
賃
の
現
象
が
近
き
将
来
に
解
消
す
る
で
あ
ら
う
と
は
考
へ

で
も
あ
る
。
そ
れ
で
か
4

る
小
規
模
工
場
は
、

で
か
4

る
小
工
場
に
於
け
る
利
釜
は
、
む
し
ろ
、
努
賃
と
も
い
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
飢
餓
努
賃

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

ニ
四
八

第

二

輩

ニ
八



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

ニ
四
九

第

二

臨

二
九

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
人
絹
織
布
工
程
が
経
糸
準
備
に
八
工
程
、
綿
糸

我
國
の
人
絹
織
物
業
は
、

我
國
の
人
絹
製
織
機
は
只
今
の
と
こ
ろ
、

紡
緒
會
社
常
務
取
締
役
の
今
村
奇
男
氏
に
よ
る
盆
禍
井
高
等
工
業
學
校
及
び
豊
川
自
働
繰
神
製
作
所
授
助
）
綿
布
式
人
絹
織
物
製
織

法
は
そ
の
改
革
の
最
も
著
し
い
例
で
あ
ら
う
。

ま
だ
ま
だ
改
良
の
餘
地
が
多
く
残
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
大
日
本

社
が
過
去
に
す
で
に
鯉
駿
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
紡
績
か
ら
織
布
へ
、

そ
れ
か
ら
大

か
L

る
小
規
模
工
場
も
存
績
す
る
で

殆
ん
ど
そ
の
大
部
分
が
職
工
百
人
未
満
の
中
小
工
場
に
於
て
行
は
れ

い
つ
か
は
浚
落
す
る
運
命
に
あ

中
小
工
業
の
一
般
的
存
立
根
捻
は
す
こ
ぶ
る
源
弱
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
質
例
は
至
る
所
に
あ
る
。

れ
ば
す
ぐ
悲
嗚
を
學
げ
る
の
が
中
小
工
業
で
あ
る
。

あ
る
。
現
今
我
國
中
小
工
業
の
代
表
的
な
る
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
し
う
ち
に
も
、

る
も
の
が
可
な
り
多
い
。
い
ま
左
に
我
國
人
絹
織
布
業
の
例
を
引
く
こ
と
4
し
よ
う
。

さ
き
に
見
た
や
う
に
、

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
地
方
の
家
内
工
業
的
低
労
賃
に
も
と
づ
き
彼
逹
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。

賃
が
将
来
と
も
綬
い
て
存
在
す
る
限
り
、
そ
し
て
や
L
高
級
織
物
に
闘
す
る
限
り
‘

あ
ら
う
が
、
技
術
の
優
秀
、
不
最
氣
に
釘
す
る
野
抗
力
等
々
の
理
由
か
ら
し
て
、

大
規
槙
工
場
に
漸
次
黙
倒
さ
れ
行
く
可

能
性
も
は
た
は
だ
多
い
。

最
近
に
於
け
る
輻
井
縣
そ
の
他
の
地
方
に
於
け
る
小
規
模
人
絹
織
物
業
の
悲
鳴
、

人
絹
會
社
の
製
紘
箪
ご
作
業
か
ら
製
織
作
業
へ
の
進
出
は
そ
の
好
例
證
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

人
絹
會
社
ま
た
こ
れ
に
倣
ふ
の
は
営
然
で
あ
ら
う
。

我
國
の
低
努

こ
の
こ
と
は
我
國
＊
紡
績
會

更
に
そ
れ
の
加
工
へ
は
自
然
の
歩
み
で
あ
っ
た
。

利
潤
は
お
ろ
か
そ
の
努
賃
部
分
の
回
牧
さ
え
不
可
能
に
な
る
か
ら
で

少
し
不
景
氣
が
米
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五七

機
械
に

込
む

三四

七

一
八
人
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綿
布
式

網

糸

準

備

工

程

準
備
に
ニ
エ
程
計
十
阿
工
程
で
あ
る
に
到
し
、
綿
布
式
改
良
方
法
工
程
は
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
窯
義

在
来
式

△

1
0
 

△ 
△
―
五

△ 

/‘ 一
人

比
較
減
＾l

経
糸
準
備
に
五
工
程
、
辣
糸
工
程
は
一
工
程

合
計
六
工
程
に
減
じ
、
非
常
に
簡
易
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
つ
て
使
用
人
員
の
節
約
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
い
。
在
釆
式
と

綿
布
式
と
で
使
用
人
員
は
ど
れ
ほ
ど
異
た
る
か
。
そ
の
比
較
を
示
さ
ん
に
左
の
如
し
。

第

五

巻

二
五

0

第

二

撃

゜



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

さ
れ
る
か
を
表
示
す
れ
ば
左
の
如
し
。

第

五

巻

1

一五

第

二

猿

し
か
る
に
改
良
式
工
場
た
る
大
日
本
紡
の
大
阪
市
内
所
在
工
場
に
お
い
て

の
減
少
と
な
っ
て
ゐ
る
。
割
合
か
ら
見
れ
ば
四
割
一
二
分
の
減
少
で
あ
る
。

二
百
三
十
七
姿
の
宜
際
蓮
替
に
基
き
、

以

上

全

合

計

（
右
は
在
来
式
と
し
て
稿
井
、
石
川
そ
の
他
人
絹
縞
布
の
最
も
疲
逹
し
た
る
数
縣
よ
り
、
罷
率
良
好
と
の
定
評
あ
る
数
工
楊
織
概
設
備

一
嘉
一
反
合
計
二
百
三
十
七
反
を
生
産
す
る
に
要
す
る
使
用
人
員
を
組
げ
、
こ
れ
を
大

H
本
紡

績
會
社
の
大
阪
市
内
エ
楊
の
蓮
替
と
比
較
し
た
る
も
の
で
あ
る
）

右
に
よ
れ
ば
綿
布
式
運
螢
は
、
在
来
式
運
螢
に
比
し
、
女
に
於
て
七
十
二
人
、

次
に
使
用
人
員
減
に
よ
る
努
賃
高
の
減
少
に
つ
い
て
見
ん
に
、
右
に
學
げ
た
る
在
来
式
工
場
に
於
て
は
、
賃
金
は
男
平
・

均
約
八
十
錢
、
女
同
四
十
五
錢
見
嘗
で
あ
る
。

は
、
男
一
闘
、
女
六
十
錢
見
賞
を
要
す
る
。
地
方
所
在
工
場
の
賃
金
よ
り
は
三
割
乃
至
＝
二
割
三
分
高
い
。

で
改
良
式
の
方

が
在
来
式
に
比
し
、
使
用
人
員
の
減
す
る
割
合
ほ
ど
に
賃
金
は
減
じ
た
い
。
賃
金
額
に
於
て
い
く
ば
く
の
低
下
が
宵
際
齋

男女

―
―
五1

0
 

一
八
七

三
一

仕

上

げ

男女男女

一七

一七

複

五
五六

―二
i

ハ――h
 

緯

緑 捲

男女

二
0

―二

男
に
於
て
二
十
一
人
、
合
計
九
十
三
人

△
九
三

△
七
八 J¥ 



の
と
こ
ろ
は
さ
う
は
行
か
ぬ
。
大
會
社
に
最
先
に
使
用
さ
れ
る
傾
が
あ
る
。

工
場
の
規
模
、
社
宅
、
寄
宿
合
、
そ

の
他
附
風
建
築
物
消
耗
費
等
々
に
幾
多
の
影
轡
を
及
ぼ
す
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

む
ろ
ん
か
4
る
改
良
式
人
絹
製
織
機
も
ま
た
漸
次
中
小
規
模
の
工
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
に
至
る
で
は
あ
ら
う
が
、

況
ん
や
咋
今
の
人
絹
絲
の
低
落
に
よ
っ
て
蒙

れ
ろ
痛
手
を
、
大
人
絹
會
祉
は
人
絹
織
布
を
兼
螢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る

3

同
じ
く
製
絲
、
織
布
、
加
工
の
一
貰
作
業
が
人
絹
會
社
に
於
て
も
見
ら
れ
る
や
う
に
な
る
こ
と
は
む
し
ろ
必
然
で
あ
る
で

あ
ら
う
。

使
用
人
目
の
減
少
は
び
と
り
支
彿
努
賃
額
の
減
少
を
結
果
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

比

較

△

減

△
九
三

す
た
は
ち
綿
布
式
で
は
二
十
九
闘
九
十
五
錢
の
節
約
が
で
き
る
。
二
割
八
分
弱
に
賞
る
。

0五

△
二
九
・
九
五

計

二
―
八

1
0八
・
九
五

-

在

来

式

男女

一
八
七＝ニ

四
五

八

0

八
四
・
一
五

ニ
四
・
八

0

計

―
二
五

七
九
•
O
O

綿

布

式

男女

我
國
中
小
工
業
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現
段
階
的
意
義

使
用
人
員人

―
一
五1

0
 

日. 
〇六
00錢給

練

額闘

六
九
•
O
O

1
0
・
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第

五

巻
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五
1

1

い
ま

我
國
大
紡
絞
會
社
と

第
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3) 今村奇男氏•人絹紐物製絞法の革命（ダイヤモン］、‘`、昭和九年十二月一 H駿
33頁以下）



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
奉

第

五

巻

第

二

蒙

そ
れ
を
材
料
と
し
て
利
用
す
る
電
氣
化
學
工
業
の
如
き
は
、
む

電
力
を
使
用
す
る
こ
と
多
ぎ
産
業
は
中
小
工
業
の
も
の
よ
り
大
工
業
の
も

.
!
一
次
的
た
る
理
由
た
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
ぅ
．

そ
れ
ら
の
多
く
の
も
の
は
中
小
工
業
の
壽
命
を
若
干
引
き
延
ば
し
得
る

中
小
工
業
の
永
綬
的
存
在
、

盆
細
日
、
昭
和
十
年
四
月
九
日
）

中中

（
註
）

最
近
我
國
大
人
絹
會
社
の
織
布
へ
の
進
出
計
壷
の
例
ー
ー

富
士
繊
維
（
富
士
紡
系
）

東

・

洋

紡

日

本

レ

ー

ヨ

ン

錦

華

人

絹

庄
内
川
レ
ー
ヨ
ン

會

敷

絹

織

東

京

人

絹

織
機
五
百
憂

守
口
工
場
に
於
て
試
紐

織
横
―
―
ー
百
裏
そ
の
他

軒

究

中

研

究

中

研

究
試

験

新
興
中
小
工
業
の
登
生
の
一
般
的
理
由
と
し
て
誰
し
も
が
攀
げ
る
と
こ
ろ
の
も
ろ
／
＼
の

理
由
は
（
さ
き
に
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
を
紹
介
し
た
〉
、
右
に
睾
げ
た
る
基
本
的
事
情
の
前
に
は
ま
こ
と
に
薄
弱
た
る
乃
至
第

に
す
ぎ
た
い
。

例
へ
ば
蒸
氣
動
力
に
代
る
に
電
氣
動
力
を
以
つ
て
す
る
こ
と
が
中
小
工
業
更
正
の
一
理
由
と
さ
れ
る
が
、

そ
し
て
或
る
程
度
に
於
て
さ
う
で
あ
ら
う
が
、

の
＼
方
が
多
い
。
電
力
を
た
だ
動
力
と
し
て
で
は
た
く
、

ろ
ん
、
た
だ
大
工
業
に
於
て
の
み
行
は
れ
得
る
。
ま
た
霞
力
の
安
債
購
買
に
於
て
、
自
家
用
褻
電
乃
至
闊
係
電
力
會
計
に

よ
る
低
廉
た
る
電
力
の
使
用
に
於
て
、
大
企
業
の
中
小
工
業
に
封
す
る
優
越
性
は
決
し
て
無
視
さ
る
べ
き
で
は
た
い
。

二五一――



に
逃
せ
す
、

(

-

l

)

我
國
中
小
工
業
も
漸
次
衰
滅
、
浚
落
す
る
の
運
命
に
あ
る
か
ら
と
て
、

到
抗
力
は
む
ろ
ん
中
小
工
業
よ
り
は
大
工
業
の
方
が
強
い
。

性
あ
り
と
す
る
も
、

需
要
の
側
か
ら
見
た

従
つ
て
近
代
的
機
械
、
化
學
工
業
に そ

そ
の
全
部
が
浚
落
す
る
も
の
で
は
な

ま
た
企
業
の
弾
力
性
多
き
こ
と
を
中
小
工
業
の
特
徴
と
し
て
敷
へ
ら
れ
る
が
、

工
業
が
こ
の
貼
に
於
て
多
く
の
弾
力
性
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
。

少
す
る
こ
と
は
、
中
小
企
業
に
と
り
て
は
致
命
的
の
打
撃
を
意
味
す
る
。
特
に
や
4
生
業
的
に
螢
む
場
合
｀

事
業
を
不
最

自
己
お
よ
び
そ
の
家
族
の
生
存
の
問
題
す
ら
意
味
す
る
。
弾
力

止
む
を
得
す
さ
う
さ
せ
ら
れ
る
の
で

（
こ
の
勘
に
つ
い
て
は
家
内
工
業
の
場
合
が
最
も
甚
だ
し
い
）
不
最
氣

い
c

特
殊
的
な
る
中
小
工
業
は
も
ち
る
ん
残
る
で
あ
ら
う
。
が
こ
れ
と
雖
も
た
だ
経
螢
的
獨
立
を
保
ち
得
る
だ
け
で
、

の
経
涜
的
乃
至
資
本
的
獨
立
の
失
は
れ
る
も
の
が
多
い
で
あ
ら
う
。

第
一
に
國
民
的
乃
至
民
族
的
産
業
と
も
云
は
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
固
民
の
特
殊
的
需
要
、
消
費
、
欲
竿
等
の

貼
か
ら
見
て
、
國
民
の
偲
統
的
日
常
生
活
様
式
に
適
せ
る
生
活
要
品
を
造
る
廂
業
、

は
概
し
て
適
應
し
難
い
産
業
を
國
民
的
産
業
と
呼
ぶ
ひ
と
も
あ
ら
う
。
が
こ
L
で
は
か
4
る
消
費
、

る
も
の
で
は
な
く
、
生
産
の
貼
に
於
て
我
國
民
特
殊
の
熟
練
｀
技
能
に
も
と
づ
く
産
業
を
意
味
す
る
。
劃
一
的
大
量
生
産

ひ
と
び
と
の
趣
味
嗜
好
に
投
す
る
を
そ
の
眼
目
と
す
る
や
う
た
工
業
で
あ
る
。

の
偉
統
的
生
活
に
根
ざ
す
と
こ
る
の
古
き
型
の
も
の
と
、

近
世
的
生
活
の
需
要
に
應
す
る
と
こ
ろ
の
新
ら
し
き
型
の
も
の

氣
に
よ
っ
て
縮
少
す
る
こ
と
乃
至
は
中
止
す
る
こ
と
は
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

こ
の
國
民
的
産
業
に
も
國
民

が
最
氣
の
菱
動
に
よ
っ
て
そ
の
事
業
を
縮

そ
し
て
固
定
資
本
の
比
較
的
勘
き
中
小

第

五

巻

二
五
四

第

二

撃

一四



我
配
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

二
五
五

第
l

l

競

、五

小
規
模
な
る
新
ら
し
き
固
民
的
産
業
痰
逹

し
か
し
て
機
械
そ
れ
自
身
の
設
置
は
同
時
に
大
資
本
を
意
味

と
が
多
い
で
あ
ら
う
。
機
械
で
な
し
に
、
た
ゞ
逍
具
を
以
て
す
る
が
如
き
熟
練
、

器
製
造
業
の
成
功
も
ま
た
同
じ
理
由
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

こ
れ
ら
國
民
的
産
業
と
云
は
れ
る
も
の
が
、

と
の
二
つ
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
美
術
工
藝
品
、
謡
種
の
織
物
等
々
は
前
者
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
り
、

器
等
々
は
後
者
に
風
す
る
。

一
般
的
に
大
規
模
工
業
に
適
せ
す
、
手
工
業
、

の
工
場
工
業
に
適
す
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

最
近
年
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
愛
仰
縣
下
の
毛
織
物
業
も
、

小
規
模
な
る
が
ゆ
ゑ
に
縞
柄
た
ど
の
貼
に
於
て
よ
く
各
種
の
人
々
の
趣
向
に
投
じ
得
る
の
で
あ
る
。
新
潟
縣
燕
町
の
洋
食

我
國
民
は
由
来
手
先
が
器
用
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
で
こ
の
長
所
を
よ
く
利
用
し
て
、

業
を
起
す
べ
し
と
の
設
が
あ
る
。
時
計
、
各
種
精
密
機
械
等
々
の
方
面
へ
の
進
出
の
狩
来
は
有
望
で
あ
ら
う
。

近
に
於
け
る
精
密
機
械
工
業
は
小
規
模
工
業
に
と
ゞ
ま
り
得
な
い
、
漸
次
大
企
業
、

現
代
の
そ
れ
は
主
と
し
て
機
械
を
以
て
す
る
も
の
で
あ
り
、

す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
経
演
的
に
獨
立
性
を
保
持
し
つ

4
、

の
餘
地
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

時
計
、
食
卓
洋
食

更
に
新
ら
し
き
國
民
的
産

大
資
本
の
う
ち
に
ま
き
込
ま
れ
る
こ

器
用
は
も
は
や
過
去
の
も
の
で
あ
り
、

（
註
）
新
潟
縣
蒲
原
郡
燕
町
の
キ
セ
ル
、
バ
イ
プ
、
特
に
食
卓
洋
食
器
の
工
業
は
最
近
世
上
の
注
目
を
集
め
て
ゐ
る
。
英
國
の
シ
ェ
フ

イ
ー
ル
ド
、
獨
逸
の
ゾ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
到
し
て
日
本
の
燕
町
と
云
は
れ
て
末
た
。
そ
れ
は
近
代
的
工
場
工
業
と
近
代
的
家
内
工
業
と

の
混
合
型
態
で
あ
る
。
例
（
ば
キ
セ
ル
の
製
造
行
程
で
は
、
或
る
近
代
的
工
楊
で
餌
鍮
の
板
を
機
械
で
打
ち
抜
く
、
ガ
ン
首
と
、
そ

し
か
し
最

家
内
工
業
ま
た
は
小
規
模



嘗
然
に
大
企
業
に
比
べ
て
劣
勢
に
あ
る
中
小
企
業
に
し
て
た
ほ
存
立
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
も
の
は
頗
る
多
い
。

（
四
）
右
に
述
べ
た
が
や
う
な
特
殊
的
性
質
を
有
た
す
、

最
近
問
題
と

従
つ
て
技
術
的
企
業
的
金
融
的
そ
の
他
の
闊
係
か
ら
し
て
は
．

業
、
大
百
貨
店
等
々
の
下
請
工
場
、
部
分
工
場
な
ど
そ
の
数
は
案
外
に
多
い
。

造
船

そ
れ
ら
は
す
で
に
真
の
意
味
に
て
の
獨
立
性
．
を
失
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
大
企
業
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
、

こ
の
種
の
多
く
の
下
請
工
場
、
修
繕
工
場
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
窟
義

の
胴
骰
に
な
る
部
分
と
、
吸
口
に
な
る
部
分
を
平
た
（
型
の
通
り
に
ぬ
き
と
る
。
こ
の
三
個
の
部
分
品
は
市
内
の
家
庭
（
送
ら
れ
る

胴
と
吸
ひ
口
の
郊
分
は
縦
に
二
つ
折
り
と
な
っ
て
戻
つ
て
末
る
。
そ
れ
か
ら
ガ
ン
首
と
胴
翌
を
密
着
さ
せ
る
。
こ
れ
を
型
に
入
れ
て

丸
い
形
に
す
る
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
ツ
ナ
ギ

H
を
媛
付
し
て
研
磨
さ
れ
る
。
再
び
市
内
に
送
ら
れ
て
ク
ロ
ー
ム
鍍
金
を
加
で
ら
れ

る
。
羅
字
の
竹
で
つ
な
ぎ
、
キ
セ
ル
が
出
来
上
る
。
半
分
は
簡
箪
な
樗
械
・
半
分
は
手
工
で
あ
る
。
約
二
十
工
程
を
要
す
る
。
安
い

も
の
は
一
本

一
錢
五
厘
で
あ
る
。
大
郊
分
は
女
工
で
初
任
給
二
十
錢
、
熟
練
エ
と
雖
も
六
十
錢
程
度
で
あ
る
。

ス
プ
ー
ン
、
フ
ォ
ー
ク
、
ナ
イ
フ
の
詐
食
器
の
製
造
も
生
産
形
態
は
右
と
同
じ
で
あ
る
。
矢
張
り
工
場
で
大
糧
仕
上
げ
て
か
ら
、
市

中
の
家
庭
（
送
ら
れ
て
ク
ロ
ー
ム
鍍
金
さ
れ
て
戻
つ
て
来
る
。
出
来
上
っ
た
ス
。
フ
ー
ン
は
一
ダ
ー
ス
五
六
十
錢
で
取
引
さ
れ
る
。
詐

食
器
の
製
造
に
は
そ
の
初
め
は
楚
分
苦
心
が
彿
は
れ
た
ら
し
い
。

な
ほ
食
器
の
製
造
元
六
十
軒
、
鍍
金
屋
八
十
軒
、
キ
セ
ル
屋
十
何
軒
。
原
料
、
販
賣

の
黙
に
於
て
特
殊
の
便
盆
は
な
い
。
原
料
は
京

濱
京
阪
柳
地
方
で
賂
入
し
、
ま
た
製
品
は
主
と
し
て
そ
れ
ら
の
地
方
（
出
す
。
導
ら
特
殊
的
生
産
技
術
に
も
と
づ
い
て
ゐ
る
。

(
-
―
ー
）
大
企
業
、
大
工
場
の
下
請
工
場
、
部
分
品
工
場
と
し
て
竣
る
も
の
は
可
成
り
あ
ら
う
。

部
分
品
工
場
、
材
料
品
工
場
を
七
の
外
業
部
工
場
と
し
て
も
つ
こ
と
は
あ
b

得
る
。
近
代
的
中
小
工
場
工
業
か
ら
近
代
的
家
内
工
業
に
至
る
ま
で
の
種
々
の
形
態
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
一
分
肢
と
た
り
終
つ
て
ゐ
る
。
厳
密
た
る
意
味
に
於
て
茂
存
的
中
小
工
業
と
云
ふ
を
得
な
い
。
自
動
車
工
業
、

第

五

巻

二
五
六

も
ち
ろ
ん

大
工
場
が
そ
の
周
園
に

第
1

一
攣

六

1) ダイヤモンド，昭和九年十二月ー8。+-8披参照。



か
ら
し
て
中
小
工
業
へ
と
轄
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

特
微
で
あ
る
が
、

鯵

五

巻

二
五
七

第

二

肇

一七

生
産
設
備
高
等
々
が
現
は
れ
始
め
た
）
我
國
低
努
賃

そ
れ
ら
の
も
の
は
主
と
し
て
た
ゞ
低
謡

替
、
わ
け
て
も
低
努
賃
に
よ
っ
て
存
綬
し
得
る
。
原
料
の
購
買
、
製
品
の
販
賣
に
於
て
も
不
利
で
あ
り
、

て
も
も
ち
る
ん
大
企
業
に
及
ば
な
い
。
機
械
そ
の
他
生
産
設
備
は
一
般
的
に
劣
勢
で
あ
る
、

か
L
る
鋏
陥
を
相
殺
す
る
の
が
、
極
端
な
る
低
努
賃
、
自
己
及
び
家
族
の
共
働
、

た
解
消
す
る
で
あ
ら
う
が
、

金
融
の
貼
に
於

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
の
存
立
の
根
握
で
あ
る
と
こ
ろ
の
低
為
替
、
低
努
賃
の
事
賓
が
解
消
す
る
な
ら
ば
、

現
官
の
事
賓
と
し
て
は
、
腐
替
の
方
は
兎
も
角
、
（
低
為
替
も
そ
の
初
め
は
我
國
産
業
に
有
利

で
あ
っ
た
が
、
最
近
に
至
っ
て
は
そ
の
不
利
た
る
獣
ー
ー
ー
原
料
高
、

に
赴
け
ば
、

の
事
情
に
大
し
た
焚
化
が
あ
ら
う
と
は
思
は
れ
ぬ
。
原
料
を
輪
入
に
侯
つ
工
業
に
在
り
て
は
、
謡
替
闘
係
が
輸
出
に
有
利

そ
れ
だ
け
原
料
高
の
た
め
、
努
賃
部
分
へ
喰
ぴ
込
む
こ
と
が
甚
だ
し
く
た
る
。
原
料
高
の
不
利
は
仲
介
商
人

じ
く
努
賃
部
分
へ
の
攻
勢
が
強
ま
る
こ
と
＼
た
ら
う
。
努
賃
と
雖
も
さ
う
む
や
み
に
切
り
下
げ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。

定
の
限
度
が
あ
る
。
兎
も
角
我
國
努
働
人
口
の
増
加
の
傾
向
は
こ
の
事
情
を
二
愛
す
べ
し
と
は
思
は
れ
ぬ
。

と
づ
く
か
し
る
中
小
工
業
の
存
綬
は
い
つ
ま
で
も
問
題
と
た
つ
て
残
る
で
あ
ら
う
。
い
は
ゆ
る

h
u
n
g
e
r
-
e
x
p
o
r
t
,
ゾ
シ
ア

ル
・
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
源
流
で
あ
る
。

象
鯛
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
拳

主
た
為
替
閥
係
が
輸
出
に
不
利
に
赴
け
ば
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
で
同

低
努
賃
に
も

備
等
々
で
あ
る
。
ひ
と
は
か
し
る
工
場
を
目
し
て
飢
餓
工
場
と
さ
え
云
ふ
。

た
っ
て
ゐ
る
我
國
中
小
工
業
の
多
く
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

“
 

従
っ
て
ま

不
完
全
な
る
工
場
設

と
云
ふ
の
が
か
ヽ
る
工
業
の



け
れ
ど
も
賓
際
に
於
て
は
、

一
般
的
に
は
、
か
さ
る
飢
餓
工
場
の
有
っ
唯
一
の
條
件
を
破
っ
て
、

ま
し
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
か
L
る
低
債
労
働
の
利
用
に
よ
っ
て
、

よ

n
焚
逹
す
べ
か
り
し
生
産
技
術
の
痰
逹
を

こ
と
少
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
失
業
救
演
的
意
義
が
あ
る
の
ぽ
か
、

低
努
賃
に
の
み
主
と
し
て
依
存
せ
る
こ
れ
ら
中
小
工
業
は
、
優
秀
た
る
機
械
、

限
度
が
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

の
努
賃
．の
傾
向
を
見
よ
。

て
は
ゐ
る
。
我
國
に
は
失
業
保
瞼
制
度
そ
の
他
失
業
救
演
策
が
訣
如
し
て
ゐ
る
た
め
、

件
の
下
に
於
て
ゞ
あ
る
。

に
比
し
さ
う
格
段
の
差
が
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。

一
種
の
失
業
救
演
的
役
目
を
演
じ
て
ゐ
る
こ
と
し
た
っ

失
業
者
は
勢
ひ
か
＼
る
中
小
工
業

む
ろ
ん
半
ば
失
業
的
な
る
低
劣
な
る
努
働
條

若
干
の
大
工
業
に
於
て
や
し
努
働
貴
族
的
存
在
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ

i

般
的
に
見
て
大
工
業
の
努
働
條
件
も
、
か
4
る
中
小
企
業
の
低
劣
た
る
努
働
條
件
の
影
輝
を
受
け
て
、

く
は
な
い
。
低
労
賃
を
利
用
す
る
こ
と
は
決
し
て
中
小
企
業
の
み
で
は
な
い
。

例
へ
ば
我
國
大
紡
績
會
社
に
於
け
る
最
近

で
こ
の
黙
だ
け
で
中
小
工
業
が
大
工
業
と
酎
抗
し
て
そ
の
存
績
を
保
つ
て
行
か
う
と
す
る
に
は

妨
げ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
國
産
業
の
重
要
部
分
を
占
む
る
こ
と
は
決
し
て
望

優
秀
た
る
近
代
的
工

が
ヽ

決
し
て
高

か
4
る
中
小
工
業
に
於
け
る
努
働
條
件
は
す
こ
ぶ
る
低
劣
で
あ
る
が
、

し
か
し
工
場
法
適
用
の
工
場
に
於
て
は
大
工
業

の
方
面
へ
流
れ
行
き
、
そ
こ
で
一
時
的
に
で
も
汲
牧
さ
れ
る
こ
と
4
た
る
。

か
i
る
意
味
の
我
國
中
小
工
業
は
、
さ
き
に
も
一
言
し
た
が
、

我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
意
拳

工
場
に
よ
る
近
代
的
技
術
を
利
用
す
る

第

五

巻

二
五
八

第

二

撃

一八



我
國
中
小
工
業
の
現
段
階
的
童
醸

第

五

巻

一

五

九

第

二

賦

九

以
上
我
國
中
小
工
業
の
永
績
的
存
在
説
乃
至
は
謳
歌
説
の
根
握
と
な
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
分
析
解
剖
す
る
こ
と
に
よ

五

結

語

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
）
。

か
＼
る
工
業
組
合
の
下
に
集
ま
れ
る
も
の
と
雖
も
、

大
資
本
、

れ
ば
た
ら
ぬ
。

分
析
が
終
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
る
い
は
ゆ
る
茂
存
的
中
小
工
業
と
雖
も
、

す
で
に
直
接
的
に
大
企
業
の
一

分
肢
と
た
り
終
れ
る
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
く
、
結
局
に
於
て
、
さ
主
ざ
ま
の
黙
に
於
て
、
大
資
本
、

立
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ら
う
。
表
見
的
に
は
網
演
的
獨
立
を
保
つ
て
ゐ
る
が
如
く
見
え
て
も
、

買
上
、
製
品
販
賣
上
等
々
に
於
て
、
他
の
大
資
本
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
の
制
約
、

己
の
艘
品
の
憤
格
ま
で
大
安
本
の
言
ひ
た
り
ほ
う
だ
い
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
稀
ら

L
く
な
い
。

大
商
事
會
社
、
大
問
屋

大
事
業
會
社
、
大
百
貨
店
の
間
接
的
経
溝
的
支
配
の
下
に
あ
る
中
小
工
業
は
移
し
い
も
の
で
あ
ら
う
。

も
ち
ろ
ん
工
業
組
合
の
結
成
に
よ
っ
て
、

獨
立
性
を
支
持
し
行
く
も
の
も
あ
ら
う
（
そ
れ
ら
は
嘗
然
に
茂
存
性
を
有
す

力
に
黙
倒
さ
れ
る
危
瞼
は
大
き
い
で
あ
ら
う
。

大
企
業
の
支
配
的
勢

支
配
を
受
け
て
、
自

（
五
）
右
に
よ
っ
て
我
國
中
小
工
業
の
う
ち
果
し
て
い
か
な
る
も
の
が
、

大
企
業
の
傘
下
に

金
融
上
、
原
料
購

い
く
ば
く
が
疫
存
し
得
る
か
、
に
つ
い
て
の

場
は
ド
シ
／
＼
獲
展
す
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
さ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
肉
弾
努
働
に
代
る
に
機
械
努
働
を
以
て
せ
た
け



業
は
、
或
る
特
殊
的
の
も
の
以
外
に
は
殆
ん
ど
見
出
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（完）

寝
展
し
得
る
が
如
き
中
小
工

つ
て
、
そ
の
い
か
た
る
も
の
が
、
ま
た
そ
の
い
く
ば
く
が
残
存
的
中
小
工
業
で
あ
る
か
、

ち
得
た
わ
け
で
あ
る
。

工
業
は
兎
も
角
、

(
―
―
)
そ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
我
國
中
小
工
業
の
永
績
的
存
在
に
つ
い
て
餘
り
に
業
観
的
で
あ
る
。
特
殊
的
た
る
中
小

一
般
的
に
は
我
國
中
小
工
業
の
勝
来
は
依
然
と
し
て
か
ん
ば
し
く
な
い
。

た
る
繁
榮
は
決
し
て
永
績
的
性
質
を
有
つ
て
ゐ
な
い
。
低
為
替
、

の
存
立
を
績
け
得
る
が
如
き
栽
國
中
小
工
業
の
勝
来
は
企
業
的
に
或
る
限
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
も
ち
ろ

消
費
財
生
産
、
雑
品
工
業
に
重
貼
を
置
く
が
如
き
は
、
決
し
て
喜
ぶ
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
中
小
工
業
の
多
く
の
も
の
を
、

い
で
あ
ら
う
。

低
努
賃
に
の
み
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
う
や
く
そ

さ
ま
ざ
ま
の
反
到
設
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
歴
倒
、

支
配
す
る
の
手
を
緩
る
め
た

(
 __ ＿
)
そ
れ
で
我
國
中
工
業
封
策
の
基
調
を
二
愛
す
る
の
必
要
は
さ
し
嘗
り
な
い
で
あ
ら
う
。

て
國
家
に
よ
る
助
長
保
護
政
策
が
大
い
に
要
求
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
箕
に
自
力
的
に
更
正
、

矢
張
り
弱
少
企
業
と
し

が
大
企
業
、
大
資
本
は

ん
、
祉
會
政
策
的
に
は
非
難
の
格
好
の
封
象
た
る
で
あ
ら
う
し
、

ま
た
我
國
産
業
痰
逹
の
狩
来
か
ら
見
て
も
、
轄
工
業
、

現
時
に
於
け
る
そ
が
表
見
的

・
（
一
）
我
國
中
小
工
業
の
重
要
さ
が
餘
り
に
過
大
評
債
さ
れ
て
ゐ
る
。

に
つ
い
て

1

應
の
見
通
し
を
か

我
國
中
小
工
攀
の
現
段
階
的
意
義

第

五

巻

二
六

0

第

二

撃

四

0




