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産
業
化
展
開
に
お
い
て
世
界
の
先
頭
に
た
っ
た
の
は
英
国
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
期
が
そ
の
展
開
の
劃
期
を
な
し
て
い
る
。
こ

の
英
国
の
産
業
化
は
、
木
綿
工
業
に
お
い
て
顕
著
に
示
さ
れ
る
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
中
心
と
し
た
。
そ
れ
は
紡
績
機
械
と
そ

の
蒸
気
機
関
に
よ
る
運
転
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
英
国
産
業
化
の
特
質
を
浮
彫
に
す
る
た
め
に
は
、
木
綿
工

業
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
力
増
大
を
支
え
た
生
産
財
生
産
部
門
の
成
長
を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
生
産
財
生
産

部
門
の
自
成
的
展
開
こ
そ
、
英
国
を
し
て
産
業
革
命
期
以
後
主
導
的
資
本
主
義
国
と
な
さ
し
め
、
そ
の
国
民
経
済
的
独
立
性
を
保
証
せ
し

め
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
生
産
財
生
産
を
国
外
の
生
産
力
に
仰
い
だ
点
に
お
い
て
、
後
進
国
日
本
の
産
業
化
過
程
の
特
質
が
あ
り
、
そ

れ
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
も
、
英
国
に
お
け
る
生
産
財
生
産
部
門
の
展
開
過
程
を
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
の
生
産
財
生
産
と
し
て
は
、
労
働
手
段
の
生
産
、
典
型
的
に
は
産
業
機
械
製
造
を
と
ら
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
こ
の
製

造
部
門
の
確
立
は
、
金
属
材
料
生
産
部
門
の
発
展
、
特
に
鉄
工
業
の
発
展
を
前
提
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
先
に
産
業
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革
命
期
に
お
け
る
英
国
鉄
工
業
に
起
っ
た
重
要
な
変
化
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

　
そ
の
後
、
こ
の
鉄
工
業
を
基
底
と
す
る
産
業
機
械
製
造
業
の
確
立
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に
、
そ
の
生
産
の
一
大
中
心
地
と
な
っ
た
西

部
ミ
ン
ド
ラ
ン
ズ
に
お
け
る
産
業
構
造
の
展
開
過
程
を
考
察
し
、
産
業
革
命
期
以
後
こ
の
地
方
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
十
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

末
に
機
械
工
業
の
中
心
地
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
素
描
し
て
み
た
。
そ
こ
で
指
摘
し
た
こ
と
は
、
工
揚
制
度
を
確
立
せ
し
め
る
契
機

と
な
っ
た
機
械
、
蒸
気
機
関
等
の
発
展
は
、
木
綿
工
業
、
製
鉄
業
、
炭
坑
業
等
の
い
く
つ
か
の
産
業
の
外
部
で
は
、
そ
れ
程
急
速
な
も
の

で
は
な
く
、
産
業
革
命
期
以
後
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
家
内
工
業
的
経
営
に
よ
っ
て
生
産
を
行
う
産
業
が
数
多
く
な
が
い
期
間
に
わ
た

っ
て
執
拗
に
残
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
機
械
工
業
の
農
開
過
程
を
み
る
揚
合
、
こ
れ
ら
小
工
業
と
の
つ
な
が
り
を
重
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
英
国
産
業
の
発
展
過
程
に
関
す
る
研
究
は
、
近
代
化
先
進
国
と
し
て
の
英
国
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
お
か
れ
て
い
る

た
め
、
産
業
革
命
に
至
る
ま
で
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
幾
多
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
関
す

る
研
究
は
必
ず
し
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
勿
論
、
最
近
産
業
革
命
期
以
後
の
時
期
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
注
目
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ぺ
き
研
究
や
醗
訳
も
な
さ
れ
て
は
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
揚
合
も
、
英
国
産
業
社
会
に
お
け
る
古
い
要
素
の
残
存
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、
大
規
模
工
揚
制
工
業
に
よ
る
小
規
模
家
内
制
工
業
の
淘
汰
、
そ
し
て
独
占
の
形
成
と
い
う
面
が
、

英
国
の
産
業
化
過
程
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
み
難
い
。
英
国
産
業
化
過
程
を
み
る
揚
合
に
、
近
代
工
揚
制
経

営
に
よ
っ
て
生
産
を
行
っ
て
い
っ
た
産
業
部
門
に
対
す
る
考
察
と
同
時
に
、
当
時
の
多
く
の
労
働
者
を
ま
だ
吸
収
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
小
工
業
部
門
に
対
す
る
考
察
は
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
な
い
で
い
た
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
古
い
型
の
小
工
業
の
実
態
や
産
業
化
に
と
も
な
う
変
質
過
程
を
よ
り
詳
細
に
具
体
的
に
考
察
し
て
み
る
こ
と



は
、
わ
が
国
に
お
け
る
英
国
産
業
史
研
究
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
反
省
す
る
意
味
に
お
い
て
も
、
ま
た
産
業
化
過
程
の
実

証
的
研
究
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
な
問
題
視
角
と
同
時
に
、
こ
の
時
期
の
小
工
業
を
分
析
す
る
視
角
は
、
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
中
小
工
業
研

究
の
一
つ
の
動
向
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
中
小
工
業
を
わ
が
国
の
よ
う
な
後
進
的
条
件
を
も
っ
た
国
民
経
済
の
み
の
現
象
と

し
て
で
は
な
く
、
国
際
的
に
し
か
も
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
認
識
が
強
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
決

し
て
日
本
の
中
小
工
業
問
題
の
特
殊
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
特
殊
性
強
調
が
か
え
っ
て
特
殊
性
を
不
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4
）

明
確
に
し
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
、
一
般
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
特
殊
性
を
よ
り
正
し
く
つ
か
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
揚
合
、
現
代
資
本
主
義
だ
け
に
考
察
を
と
ど
め
る
の
で
な
く
、
先
進
資
本
主
義
国
の
産
業
革
命
期
以
後
の
小
工
業
に
つ
い
て
歴
史
的

分
析
を
行
う
こ
と
の
必
要
も
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
工
業
問
題
が
、
最
も
先
進
の
資
本
主
義
国
で
あ
る
英
国
に
お
い
て

も
、
十
九
世
紀
末
葉
ま
で
意
外
に
な
が
く
存
し
て
お
り
、
日
本
と
英
国
の
構
造
的
相
違
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お

い
て
小
工
業
が
大
工
業
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
没
落
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
み
に
注
目
し
て
、
前
期
的
生
産
関
係
を
多
く
残
し
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5
）

て
い
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
を
基
礎
と
す
る
小
工
業
の
存
在
を
無
視
す
る
公
式
主
義
へ
の
反
省
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
し
が
し
、
こ
の
よ
う
な
間
題
提
起
が
な
さ
れ
、
理
論
的
分
析
が
か
な
り
進
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
の
先
進

資
本
主
義
国
の
小
工
業
に
つ
い
て
の
歴
史
的
実
証
分
析
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
考
え
て
も
英
国
産
業
化
過

程
に
お
け
る
小
工
業
の
分
析
を
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
中
小
工
業
研
究
を
進
め
て
行
く
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
下
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
導
か
れ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
英
国
経
済
史
家
に
よ
っ
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
け
れ
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ど
も
、
わ
が
国
で
は
比
較
的
見
逃
さ
れ
て
い
た
事
実
や
、
今
迄
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
既
成
の
英
国
小
工
業
史
研

究
の
い
く
つ
か
を
再
整
理
し
た
と
い
う
程
度
の
、
大
変
に
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
中
小
工
業
研
究
に

新
ら
し
い
光
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
内
容
も
も
っ
て
い
な
い
。
た
だ
英
国
産
業
化
過
程
の
な
か
で
、
小
工
業
が
ど
の
よ
う
な
形
を

と
っ
て
存
在
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
と
げ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
資
料
を
提
供
で
き
れ
ぱ
幸
い
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
英
国
鉄
工
業
の
発
展
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
一
橋
論
叢
、
第
三
五
巻
第
三
号
参
照
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
西
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
に
お
け
る
産
業
構
造
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
」
一
橋
論
叢
、
第
三
八
巻
第
五
号
参
照
。

　
（
3
）
　
脇
村
義
太
郎
「
ク
ラ
イ
ド
サ
イ
ド
の
造
船
業
者
」
大
内
兵
衛
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
（
下
）
「
世
界
経
済
と
日
本
経
済
」
昭
三
一
年
所
収
、
中
川

　
　
敬
一
郎
「
『
大
不
況
』
期
の
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
」
有
沢
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
（
H
）
「
世
界
経
済
と
日
本
経
済
」
昭
三
一
年
所
収
、
生
川
栄
治
「
イ

　
　
ギ
リ
ス
金
融
資
本
の
成
立
」
照
一
二
年
、
玉
野
井
昌
夫
「
イ
ギ
リ
ス
金
融
資
本
の
成
立
と
貨
幣
市
揚
の
展
開
」
宇
野
弘
蔵
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

　
　
（
下
巻
）
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系
」
昭
三
二
年
所
収
、
荒
井
・
天
川
訳
、
コ
ー
ト
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史
」
昭
三
二
年
、
山
田
秀
雄
「
イ
ギ
リ
ス

　
　
に
お
け
る
産
業
独
占
形
成
の
一
側
面
」
経
済
研
究
、
昭
三
三
年
四
月
、
北
原
勇
「
独
占
と
競
争
日
ー
産
業
資
本
主
義
段
階
ー
」
三
田
学
会
雑

　
　
誌
、
昭
三
四
年
一
月
、
中
川
敬
一
郎
「
ユ
ニ
リ
ー
ヴ
ァ
・
ト
ラ
ス
ト
の
成
立
1
そ
の
経
営
史
的
素
描
ー
」
矢
内
原
忠
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

　
　
下
巻
「
帝
国
主
義
研
究
」
昭
三
四
年
所
収
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
4
）
　
海
外
の
中
小
企
業
に
関
す
る
邦
文
の
単
行
書
と
し
て
は
、
未
松
玄
六
編
「
海
外
の
中
小
企
業
」
（
増
補
）
昭
三
三
年
が
あ
る
。
ま
た
・
「
中
小
工

　
　
業
問
題
が
単
に
後
進
的
諸
国
の
み
な
ら
ず
、
先
進
的
諸
国
で
も
日
本
同
様
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
最
近
の
新

　
　
し
い
認
識
点
で
あ
る
」
と
問
題
提
起
を
し
、
結
論
と
し
て
「
英
国
経
済
の
場
合
、
家
内
労
働
の
如
き
、
苦
汗
労
働
も
五
十
年
前
問
題
に
な
っ
た
。
ま

　
　
た
、
独
占
も
一
九
三
〇
年
以
降
成
長
し
て
い
る
。
ド
ッ
ブ
の
い
う
よ
う
な
独
占
が
遊
離
し
出
す
中
小
資
本
も
あ
乃
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
を
除
く



と
、
大
体
そ
の
資
本
制
経
済
の
構
造
の
内
部
は
い
わ
ぱ
均
質
的
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
大
体
ど
の
経
営
を
と
っ
て
も
規
模
の
違
い
は
あ
れ
、
規
模
が

違
う
こ
と
の
た
め
に
は
そ
の
生
産
性
と
か
労
働
条
件
等
に
は
非
常
な
大
差
は
な
い
」
と
し
て
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
現
在
の
中
小
企
業
の
相
違
を
指

摘
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
山
中
篤
太
郎
「
日
本
中
小
工
業
の
国
際
的
な
一
視
点
」
商
工
金
融
、
第
五
巻
第
五
号
所
収
が
あ
る
。
こ
の
点
を
日
米
に
お

い
て
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
滝
沢
菊
太
郎
氏
の
執
筆
に
よ
る
中
小
企
業
庁
「
規
模
別
構
造
よ
り
み
た
日
米
工
業
の
比
較
」
昭
三
二
年
を
参
照
さ
れ

た
い
。
「
諸
外
国
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
及
ぴ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
中
小
企
業
』
間
題
に
つ
い
て
の
学
問
的
態
度
」
の
歴
史
的
研
究
、
す
な
わ
ち
中
小

企
業
の
学
説
史
的
研
究
と
し
て
は
、
滝
沢
菊
太
郎
「
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ズ
ネ
ス
に
関
す
る
一
研
究
（
そ
の
一
）
ー
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の

ス
モ
ー
ル
・
ピ
ズ
ネ
ス
論
1
」
お
よ
ぴ
「
（
そ
の
二
）
I
A
・
マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら
E
・
A
・
G
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
至
る
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ズ
ネ
ス
論

の
展
開
ー
適
度
規
模
理
論
の
生
成
（
上
）
」
経
済
科
学
、
第
五
巻
第
一
号
お
よ
ぴ
第
六
巻
第
二
号
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
日
本
の
「
中
小
企
業
」
問
題

の
解
明
の
重
要
な
手
が
か
り
を
求
め
る
と
い
う
間
題
意
識
よ
り
出
発
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
研
究
と
立
揚
は
異
な
る
が
、
や
は
り
「
資
本
主
義
の
一
般
的
な
法
則
が
、
日
本
で
は
い
か
に
特
殊
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
象
し
た
か
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
と
そ
の
他
の
諸
国
に
お
け
る
中
小
企
業
問
題
の
質
的
な
ち
が
い
と
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
し
な
が
ら
、
各
々
の
中
小
企

業
対
策
や
諸
制
度
の
も
つ
意
義
と
役
割
と
を
、
客
観
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
問
題
意
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
小
企
業
問
題
の
展
開
を
追
求
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
睦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
小
企
業
の
経
済
的
基
礎
」
明
大
経
営
論

集
、
第
六
輯
所
収
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
の
山
中
教
授
の
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
均
質
的
経
済
構
造
と
い
う
観
点
と
は
ち
が
っ
て
、
「
中
小

企
業
の
広
汎
な
残
存
”
存
立
を
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
内
在
的
な
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
え
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
発
展
が
必
然
的
に
も

た
ら
し
た
『
全
構
造
的
な
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
』
と
し
て
、
独
占
資
本
の
内
面
的
要
求
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
（
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
立
揚
に
た
っ
て
、
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
小
企
業
を
と
ら
え
た
ド
ッ
プ
の
見
解
を
紹
介
し
た
も
の

と
し
て
は
、
黒
松
巌
「
独
占
段
階
に
お
け
る
中
小
工
業
ー
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
の
小
企
業
観
」
同
志
社
大
学
経
済
学
論
叢
、
第
五
巻
第
五
号
が
あ

　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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五
八

　
る
。
）
渡
辺
氏
と
立
揚
を
異
に
し
、
対
象
は
中
小
企
業
全
体
と
い
う
よ
り
も
、
特
に
商
業
部
門
の
零
細
企
業
に
重
点
が
お
か
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、

　
ア
メ
リ
カ
経
済
全
体
の
中
で
の
零
細
企
業
の
従
属
的
地
位
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
小
企
業
研
究
と
し
て
は
旨
U
・
勺
三
－

　
一
一
首
即
U
濤
二
①
鵬
ロ
の
ぎ
窃
ω
陣
⇒
一
げ
O
＞
彗
①
二
〇
碧
一
国
c
O
旨
○
旨
ざ
↓
け
O
O
巳
＜
O
凄
二
実
9
目
＝
昌
9
の
勺
3
器
｝
一
3
0
0
が
あ
る
。

（
5
）
　
伊
東
岱
吉
「
中
小
工
業
問
題
の
本
質
」
藤
田
・
伊
東
編
「
中
小
工
業
の
本
質
」
（
新
訂
）
昭
三
三
年
所
収
お
よ
ぴ
同
著
「
中
小
企
業
論
」
昭
三
二

　
年
参
照
。
教
授
は
「
『
中
小
工
業
問
題
』
は
日
本
独
特
の
も
の
だ
と
す
る
見
解
－
私
も
か
つ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
た
こ
と
が
あ
る
ー
は
正
し
く

　
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
の
ぺ
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
ぴ
ド
ッ
ブ
を
引
用
し
つ
つ
、
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
小
工
業
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

　
に
指
摘
さ
れ
る
。
「
こ
の
段
階
の
小
工
業
問
題
の
本
質
は
、
単
に
前
期
的
生
産
形
態
に
あ
る
も
の
が
、
大
工
業
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
没
落
せ
し
め
ら

　
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
み
で
は
な
く
・
マ
ル
ク
ス
の
い
う
『
近
代
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
』
・
『
近
代
家
内
労
働
』
と
し
て
・
大
工
業
の
外

　
業
部
、
あ
る
い
は
仲
介
人
を
通
じ
て
の
間
接
的
支
配
の
下
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
大
資
本
が
、
か
か
る
メ
カ
ニ

　
ズ
ム
を
通
じ
て
、
迂
回
的
に
前
期
的
生
産
関
係
を
多
く
残
し
て
い
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
を
搾
取
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

　
と
は
日
本
や
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
英
国
に
お
い
て
も
ま
た
然
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
が
典
型
的
に

　
発
展
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
か
か
る
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
る
公
式
主
義
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
ま
た
、
北
原
勇
「
資
本
の
集
積
・
集
中
と
分
裂
・
分
散
ー
中
小
工
業
論
序
説
」
三
田
学
会
雑
誌
、
第
五
〇
巻
第
七
号
所
収
は
、
同
じ
立
揚
に
た

　
っ
9
て
、
一
方
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
・
収
奪
”
資
本
の
集
積
・
集
中
の
傾
向
と
、
他
方
に
お
け
る
小
資
本
の
残
存
乃
至
新
生
増
大

　
闘
資
本
の
分
裂
・
分
散
の
傾
向
と
を
、
資
本
主
義
の
運
動
法
則
の
中
で
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
理
論
的
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
小
工

　
業
問
題
を
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
か
つ
そ
れ
を
日
本
資
本
主
義
の
も
つ
前
期
性
と
の
み
深
く
か
つ
直
接
に
関
連
さ
せ
よ
う
と

　
し
た
あ
や
ま
り
、
お
よ
ぴ
独
占
段
階
に
お
け
る
中
小
企
業
の
残
存
の
原
因
を
、
も
っ
ぱ
ら
独
占
資
本
成
立
の
生
み
出
す
新
た
な
条
件
に
求
め
よ
う
と

　
す
る
見
解
を
批
判
し
、
大
資
本
と
小
資
本
と
の
関
係
を
一
般
的
に
展
開
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
「
資
本
の
集
積
・
集
中
と
分
裂
・
分
散
の



両
傾
向
は
、
ま
さ
に
資
本
主
義
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
・
破
滅
・
吸

引
が
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
一
様
に
進
む
と
い
う
よ
う
な
公
式
的
理
解
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
小
資
本
を
執
拗
に
残
存
さ
せ
、
又
新
た
な
小
資

本
分
野
を
た
え
ず
生
み
出
す
と
い
う
反
対
傾
向
と
の
交
錯
の
中
で
、
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
全
体
の
数
か
ら
い
え
ぱ
、
小
資
本
は
相
当
広

汎
に
残
存
し
、
又
増
大
さ
え
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
特
に
適
正
規
模
中
小
企
業
論
と
ち
が
っ
て
、
小
資
本
の
残
存
や
新
生
が
、
多
く
の
揚
合
低

賃
銀
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
、
小
資
本
が
支
配
的
な
部
門
で
は
そ
の
過
度
競
争
に
よ
っ
て
低
利
潤
率
し
か
も
た
ら
さ
れ
な
い
こ
と
、
小
資
本
の
存

立
し
得
る
条
件
は
極
度
に
不
安
定
で
艶
え
ず
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
　
英
国
産
業
化
過
程
の
概
観

　
小
工
業
を
英
国
産
業
全
体
の
発
展
の
中
で
み
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
英
国
に
お
け
る
産
業
化
過
程
を
一
般
的
に
考
察
し
て
お
く
こ
と

が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
化
過
程
に
お
い
て
取
残
さ
れ
緩
慢
に
し
か
変
化
を
み
せ
な
か
っ
た
小
工
業
の
姿
が

よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
英
国
の
産
業
化
過
程
を
み
る
揚
合
、
そ
の
始
点
を
産
業
革
命
に
求
め
た
い
。
動
力
と
機
械
と
を
使
用
す
る
大
規
模
工
揚
制
工
業

の
発
生
の
過
程
が
産
業
化
で
あ
り
、
こ
の
産
業
化
の
最
初
の
段
階
、
す
な
わ
ち
前
代
的
な
工
業
組
織
か
ら
現
代
的
な
工
業
組
織
に
う
つ
る

転
換
期
が
産
業
革
命
で
あ
り
、
以
来
産
業
化
は
そ
の
高
度
化
の
道
を
不
断
に
現
在
ま
で
た
ど
つ
て
い
る
。
各
国
は
産
業
革
命
を
経
由
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

以
後
そ
の
産
業
化
を
展
開
す
る
。
産
業
革
命
が
終
了
し
た
十
九
世
紀
中
葉
で
は
、
英
国
は
主
導
的
産
業
化
国
で
あ
り
、
世
界
経
済
の
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
な
っ
た
。
英
国
と
く
ら
べ
れ
ば
、
当
時
他
の
国
々
は
あ
き
ら
か
に
二
次
的
地
位
に
あ
り
英
国
の
周
囲
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
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一
六
〇

　
で
は
こ
の
よ
う
な
産
業
革
命
を
英
国
に
ひ
き
起
し
た
要
因
と
し
て
何
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
時
期
の
大
き
な
変
化
と

し
て
は
、
産
業
化
の
需
要
的
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
る
消
費
主
体
で
あ
る
人
口
の
急
速
な
増
大
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
医
学
と
公
衆
衛
生
の
改
善
に
よ
る
死
亡
率
の
減
少
を
重
視
す
る
見
解
と
、
産
業
の
発
展
に
よ
る
出
生
率
の
増
大
を
重
視
す
る
見
解
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
あ
り
、
最
近
も
両
者
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
べ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
十
八
世
紀
で

は
出
生
率
、
死
亡
率
と
も
に
高
く
、
産
業
発
展
が
高
い
出
生
率
を
も
た
ら
し
て
人
口
を
増
大
さ
せ
、
十
九
世
紀
で
は
医
学
の
発
達
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

死
亡
率
の
減
少
が
人
口
を
増
大
さ
せ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

’
し
た
が
っ
て
、
産
業
革
命
の
原
因
を
他
に
も
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
産
業
化
展
開
の
条
件
と
し
て
市
場
的
条
件
の
存
在
は
不
可
欠
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
門
戸
で
あ
る
の
に
、
国
民
経
済
的
に
産
業
化
に
顕
著
な
遅
速
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
る

と
、
産
業
化
の
条
件
は
市
揚
的
側
面
よ
り
供
給
的
側
面
に
重
く
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
ず
何
よ
り
も
産
業
化
の
条
件
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

基
本
的
に
は
生
産
力
を
増
大
さ
せ
た
要
因
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
生
産
力
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
第
一
の
条
件
と
し
て
は
、
技
術
水

準
の
上
昇
が
あ
げ
ら
れ
る
。
産
業
革
命
と
は
技
術
発
展
史
の
如
く
理
解
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
く
ら
い
で
、
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
の
紡
績
機
械
や

ワ
ッ
ト
の
蒸
気
機
関
を
除
外
し
て
は
、
英
国
産
業
化
の
第
一
頁
を
記
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
産
業
革
命
に
お
け
る
偉
大
な
技
術

的
発
明
は
、
単
な
る
個
人
の
才
能
か
ら
起
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
当
時
の
経
済
的
誘
引
に
答
え
た
社
会
的
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え

（
6
）

よ
う
。
そ
し
て
か
か
る
産
業
的
技
術
が
存
在
し
て
も
、
企
業
的
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
経
済
的
意
義
を
も
た
な
か
っ
た
ろ
う
。
技
術

の
利
用
と
い
う
こ
と
こ
そ
産
業
化
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
と
結
び
つ
く
資
本
が
供
給
さ
れ
て
、
経
済
的
意
義
に
お
け
る
「
生

産
」
が
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
技
術
を
支
え
る
ぺ
き
資
本
が
適
当
に
供
給
さ
れ
得
る
か
否
か
が
産
業
化
の
展
開
を
規
定
す
る
と
い
え
よ
う
。



つ
ま
り
、
産
業
化
の
成
立
の
条
件
は
、
究
極
に
お
い
て
、
資
本
の
問
題
に
帰
清
す
る
。
資
本
形
成
こ
そ
産
業
化
過
程
に
お
い
て
基
本
的
役

割
を
果
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
英
国
に
お
い
て
資
本
は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
、
供
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
資
本
形
成
の
主
体
的

側
面
で
あ
る
企
業
家
と
い
う
要
因
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
英
国
産
業
革
命
の
歴
史
の
多
く
は
、
革
新
的
企
業
家
と
い
う
観
点
か
ら
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
産
業
資
本
家
層
の
形
成
と
そ
の
系
譜
と
い
う
面
か
ら
古
く
か
ら
言
及
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
産
業
資
本
の
形
成
に
際
し
て
、
そ
の
展
開
の
主
体
的
推
進
力
と
し
て
促
進
的
に
作
用
し
た
近
代
資
本
主
義
の

合
理
的
精
神
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
重
要
な
一
契
機
を
承
継
し
つ
つ
生
誕
し
、
そ
れ
は
産
業
的
中
産
階
級
に
中
心
的
地
盤
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
契
機
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
産
業
資
本
形
成
の
客
体
的
側
面
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
産

業
化
の
最
初
の
過
程
た
る
産
業
革
命
の
際
に
形
成
さ
れ
た
産
業
資
本
が
、
商
業
資
本
の
転
化
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
産
業
的
過
程
の
中
か

ら
自
ら
生
れ
出
た
資
本
で
あ
る
か
を
、
史
実
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
か
ら
に
せ
よ
、
資
本

が
産
業
資
本
と
し
て
成
立
し
得
る
客
観
的
条
件
と
し
て
は
、
社
会
的
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
産
業
資
本
化
の
要
求
あ
る
方
向
に
流
す
通
路
、

す
な
わ
ち
近
代
的
金
融
機
関
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
英
国
は
近
代
金
融
機
関
と
し
て
は
、
商
業
銀
行
発
展
の
典
型
を
示
す

　
　
　
（
9
）

国
で
あ
っ
ズ
、
英
国
の
銀
行
は
専
ら
商
業
金
融
を
中
心
と
し
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
に
、
銀
行
が
資
本
の
投
下
に
よ
っ
て
新
企
業
を
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

け
た
」
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
「
一
つ
の
地
域
か
ら
他
の
地
域
へ
の
資
金
の
短
期
の
移
動
の
た
め
の
機
関
を
提
供
し
た
」
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
最
近
で
は
こ
の
よ
う
な
定
説
に
疑
間
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
銀
行
、
特
に
地
方
銀
行
が
こ
の
時
期
の
産
業
投
資
に
相
当
重
要
な
役
割

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
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一
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
果
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
的
に
い
っ
て
「
当
時
の
銀
行
の
本
分
は
、
む
し
ろ
短
期

信
用
を
授
与
し
、
通
貨
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
動
資
本
の
調
達
を
円
滑
な
ら
し
め
た
点
に
存
し
た
の
で
あ
っ
て
、
長
期
投
資
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

っ
て
企
業
の
創
設
に
参
加
し
、
産
業
革
命
を
為
遂
げ
る
に
必
要
な
固
定
資
本
設
備
に
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
は
本
分
と
し
な
か
っ
た
」
と

考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
産
業
資
本
の
供
給
に
関
し
て
は
、
外
部
金
融
よ
り
内
部
金
融
が
重
要
で
あ
り
、

多
く
の
企
業
で
は
自
己
の
貯
蓄
が
企
業
革
新
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
資
金
供
給
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
果
し
、
不
足
の
部
分
は
パ
ー

ト
ナ
シ
ソ
プ
お
よ
び
抵
当
に
よ
る
金
融
と
い
う
形
が
利
用
さ
れ
た
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
産
業
資
本
自
体
の
再
自
己
投
資
、

す
な
わ
ち
、
産
業
資
本
が
産
業
資
本
を
供
給
す
る
意
味
で
の
産
業
資
本
の
確
立
こ
そ
、
英
国
産
業
化
の
基
本
的
条
件
で
あ
っ
た
。

　
次
に
以
上
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
産
業
化
の
重
要
な
側
面
と
し
て
、
そ
の
生
産
力
の
展
開
を
担
う
経
営
組
織
体
に
お

け
る
発
展
と
変
化
と
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
規
模
工
揚
制
組
織
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
機

械
と
動
力
に
よ
る
生
産
の
組
織
が
、
人
力
、
手
工
に
よ
る
旧
い
小
生
産
組
織
を
淘
汰
し
て
、
新
た
な
生
産
組
織
と
な
り
、
労
働
の
生
産
力

は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
大
規
模
生
産
が
行
わ
れ
、
産
業
資
本
の
組
織
と
し
て
の
工
揚
制
企
業
経
営
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
欝
）

産
業
化
英
国
経
済
社
会
の
特
色
で
あ
る
経
済
合
理
性
の
追
求
は
、
工
揚
制
経
営
組
織
の
確
立
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
か
か
る
経
営
組

織
体
の
成
立
こ
そ
、
英
国
の
産
業
化
展
開
を
支
え
る
重
要
な
地
盤
の
確
立
を
意
味
す
る
。

　
し
か
し
、
工
揚
制
経
営
組
織
や
大
規
模
生
産
単
位
が
産
業
革
命
が
終
っ
た
十
九
世
紀
半
頃
ま
で
に
英
国
全
産
業
を
支
配
し
た
と
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
h
）

は
な
ら
な
い
。
工
揚
制
組
織
は
、
木
綿
、
鉄
、
石
炭
産
業
等
に
お
い
て
は
確
立
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
般
的
に
つ
い

て
、
十
九
世
紀
半
頃
で
は
、
ま
だ
手
工
的
技
術
に
基
づ
く
家
内
制
組
織
に
よ
っ
て
生
産
を
行
う
多
く
の
産
業
が
あ
っ
た
。
産
業
革
命
は
、



人
力
あ
る
い
は
水
力
か
ら
蒸
気
力
へ
の
移
行
を
開
始
さ
せ
た
が
、
こ
の
移
行
は
十
九
世
紀
後
半
に
な
ら
な
け
れ
ば
完
成
し
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
十
分
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
次
章
以
下
で
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
次
に
、
産
業
化
過
程
に
お
け
る
社
会
層
の
変
化
を
み
る
と
、
一
方
に
は
、
富
の
蓄
積
者
た
る
新
興
の
産
業
資
本
家
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
労
働
者
層
と
し
て
は
、
従
来
の
仕
事
揚
と
熟
練
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
工
揚
制
組
織
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坊
）

中
で
働
く
新
賃
銀
労
働
者
が
発
生
し
て
き
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
新
ら
し
い
工
場
制
度
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
手
工
業
者
、

家
内
労
働
者
の
執
拗
な
抵
抗
と
根
強
い
残
存
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
化
の
強
力
な
進
行
も
、
彼
等

親
方
と
職
人
と
い
う
伝
統
的
身
分
的
労
働
関
係
を
な
か
な
か
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
関
係
を
利
用
し
て
、
英
国
の
初
期
産
業
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
徒
弟
制
を
利
用
し
て
の
低
賃
銀
労
働
者
の
獲
得
、
ま
た
十
九
世
紀
の
畏
期
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
っ
て
存
在
し
て
い
た
工
揚
内
に
お
け
る
請
負
制
（
ω
ロ
げ
8
酵
冨
o
評
茜
ω
器
＄
ヨ
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
、
産
業
革
命
を
中
心
と
し
て
初
期
産
業
化
に
お
け
る
諸
要
因
の
変
化
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
に
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
英
国

の
産
業
化
を
押
し
進
め
た
諸
要
因
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
変
化
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
は
、
産
業
都
市
に
お
け
る
労
働
力
の
増
大
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
産
業
都
市
人
口
自
体
の
高
い
自
然
増
加
率
、
農
村
地
帯
か
ら
の
人
口
の
流
入
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
お
よ
び
特
に
ア
イ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畑
）

ラ
ン
ド
か
ら
移
民
と
い
う
三
つ
の
要
因
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
の
要
因
は
技
術
的
進
歩
で
あ
り
、
動
力
と
し
て
の
蒸
気
機
関

の
よ
り
広
汎
な
使
用
、
鉄
鋼
生
産
の
安
価
な
方
法
の
導
入
に
よ
る
機
械
産
業
の
進
歩
、
産
業
へ
の
化
学
の
応
用
、
運
輸
技
術
の
発
展
等
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
要
因
と
し
て
は
、
資
本
蓄
積
の
増
大
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
資

本
蓄
積
は
成
長
す
る
中
産
階
級
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
た
組
織
資
本
市
揚
は
主
と
し
て
運
輸
産
業
と
公
共
事
業
に
金
融
を
行
っ
て
い
た
の

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
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一
六
四

に
対
し
、
す
く
な
く
と
も
産
業
投
資
の
半
分
は
、
配
分
さ
れ
ざ
る
企
業
利
潤
に
依
存
し
た
。
す
な
わ
ち
、
再
投
資
さ
れ
た
利
潤
が
資
本
蓄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
既
）

積
の
重
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
。
第
四
の
要
因
は
、
海
外
へ
の
経
済
的
発
展
で
あ
っ
て
、
資
本
輸
出
に
よ
る
海
外
市
揚
の
創
設
、
貿
易
外
収

入
の
増
大
、
交
易
条
件
の
改
善
、
多
角
貿
易
組
織
の
確
立
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
英
国
産
業
化
の
重
要
な
要
因
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艶
）

多
角
的
な
網
の
目
の
中
で
の
国
際
貿
易
の
成
長
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
要
因
に
よ
る
英
国
産
業
の
内
部
的
組
織
に
お
け
る
最
も
重
要
な
変
化
と
し
て
は
、
産
業
構
造
の
高
度
化
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
初
期
産
業
化
は
繊
維
産
業
を
中
心
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
産
業
化
に
お
い
て
は
、
新
た
に
鉄
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

石
炭
、
造
船
、
機
械
等
の
生
産
財
生
産
に
関
す
る
産
業
部
門
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
資
本
財
の
生
産
拡
張
は
産
業
に
と
っ

て
は
基
礎
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
国
内
、
海
外
へ
の
消
費
者
へ
の
物
資
の
流
れ
は
、
資
本
財
の
生
産
な
く
し
て
は
続
き
え
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
を
通
じ
て
英
国
に
各
種
機
械
、
設
備
と
い
う
形
の
生
産
財
の
生
産
高
は
、
消
費
財
の
生
産
高
よ
り
も
急
速
に
上
昇

し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
上
昇
率
は
年
に
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
消
費
財
の
そ
れ
は
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
止
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
資
本
財
生
産
が
引
続
い
て
増
大
し
た
結
果
、
当
時
の
生
産
額
を
維
持
し
得
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
工
業
用
の
機
械
の
製
作
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

工
業
生
産
の
拡
大
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
英
国
は
生
産
財
産
業
の
確
立
ま
で
生
産
力
構
造
の
高
度
化
を
進
め
、
世
界
に
お
け
る

主
導
的
産
業
国
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
な
産
業
構
造
の
高
度
化
に
応
じ
て
、
古
い
家
内
工
業
組
織
が
衰
退
し
工
揚
工
業
組
織
が
支
配
的
に
な
る
と
い
う
経
営
組

織
に
お
け
る
変
化
や
、
そ
れ
と
結
ぴ
つ
い
て
の
古
い
型
の
労
働
者
よ
り
近
代
的
賃
労
働
者
へ
の
移
行
と
い
う
労
働
に
お
け
る
変
化
が
み
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
下
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。



（
1
）
　
産
業
革
命
を
も
っ
て
、
産
業
化
の
始
点
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
前
と
後
と
の
時
期
を
経
済
史
的
に
区
分
出
来
る
と
い
う
考
え
方
は
、
産
業
革
命

　
そ
の
も
の
の
本
質
に
た
い
す
る
理
解
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
が
、
拙
稿
「
ハ
イ
エ
ク
編
．
資
本
主
義
と
歴
史
家
達
」

　
一
橋
論
叢
、
第
三
四
巻
第
三
号
に
お
い
て
、
産
業
革
命
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
を
、
ハ
イ
エ
ク
、
ア
シ
．
一
ト
ン
説
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形
で
あ
る

　
程
度
の
べ
て
お
い
た
。
な
お
、
産
業
革
命
に
関
す
る
ハ
モ
ン
ド
派
対
ク
ラ
ソ
パ
ム
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
紹
介
、
批
判
し
た
最
近
の
文
献
と
し
て

　
は
、
≦
。
≦
8
α
三
通
O
謹
）
詳
置
冨
ヨ
碧
置
昌
Φ
匡
一
ω
8
ユ
讐
易
｝
》
O
o
一
＃
コ
ご
一
三
〇
β
8
9
Φ
［
）
び
〇
一
あ
o
。
δ
β
O
β
↑
け
c
冒
q
ロ
ω
貫
す
一
力
o
く
9
三
δ
口

　
ぎ
露
嶺
一
讐
“
、
肖
冨
甘
一
三
β
一
9
匡
0
9
6
ヨ
ざ
閏
あ
ε
蔓
｝
＜
o
一
■
一
9
這
ま
ー
℃
勺
一
1
一
N
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
邦
文
の
も
の
は
今
更
．
｝

　
こ
で
あ
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
英
文
の
も
の
と
し
て
、
産
業
革
命
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
、
ネ
フ
、
ク
ラ
ッ
パ
ム
、
マ
ル
ク
ス
、
ハ

　
モ
ン
ド
、
ア
シ
ュ
ト
ン
、
・
ス
ト
ウ
、
マ
ン
ト
ウ
ー
、
チ
ェ
ム
バ
ー
ズ
、
ク
ラ
；
ク
等
の
見
解
を
集
大
成
し
た
り
》
ヌ
6
塁
一
震
①
“
6
ゴ
Φ

　
ぎ
q
霧
写
一
巳
菊
零
9
旨
δ
一
一
ぎ
駒
ユ
鼠
ぎ
i
弓
ユ
β
日
℃
げ
9
堂
鋸
2
①
篤
、
の
霧
ε
9
這
鵠
が
最
近
出
版
さ
れ
、
西
欧
諸
国
の
経
済
史
家
の
産
業
革

　
命
に
対
す
る
見
解
を
知
る
に
便
利
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
英
国
製
紙
産
業
の
実
証
的
分
析
を
一
例
に
と
っ
て
、
産
業

　
革
命
を
、
私
見
と
同
じ
く
国
民
経
済
の
産
業
化
過
程
の
始
点
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
最
近
の
試
み
と
し
て
は
、
U
・
ρ
O
o
一
〇
ヨ
騨
P
冒
自
霧
、

　
ヰ
一
巴
0
8
≦
9
§
q
H
一
る
霧
鼠
ゆ
一
ズ
零
o
ξ
二
9
4
国
8
8
ヨ
一
〇
碧
2
9
く
ω
Φ
風
窃
b
。
い
し
3
9
贈
一
ー
B
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
ρ
7
一
レ
【
①
一
。
霊
呂
罰
国
ゆ
p
一
α
書
・
鳶
8
8
邑
。
u
Φ
＜
。
喜
馨
暮
逼
冨
。
拳
些
ω
け
。
9
b
・
一
ξ
・
2
睾
＜
。
甚
一
。
ω
y
や
一
ミ
・

　
こ
の
書
物
の
紹
介
と
し
て
は
、
拙
稿
「
マ
イ
ヤ
ー
お
よ
ぴ
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
、
経
済
発
展
、
理
論
・
歴
史
・
政
策
」
日
本
経
済
政
策
学
会
年
報
、
第

　
七
巻
、
昭
三
四
年
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
の
英
国
産
業
化
過
程
の
要
因
に
つ
い
て
の
素
描
も
こ
の
書
物
に
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
3
）
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
小
松
芳
喬
・
中
川
敬
一
郎
「
産
業
革
命
に
関
す
る
研
究
動
向
」
社
会
経
済
史
学
、
第
二
〇
巻
第
四
．
五
．
六
号
お
よ

　
ぴ
小
松
芳
喬
「
産
業
革
命
期
の
英
国
人
口
」
歴
史
教
育
第
二
巻
第
一
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　
冒
9
R
窪
匹
国
巴
身
さ
F
o
一
）
。
9
f
毛
・
一
お
1
蟄
・

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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一
六
六

（
5
）
　
山
中
篤
太
郎
「
工
業
政
策
論
」
昭
二
五
年
、
六
五
頁
。

（
6
）
　
「
発
明
の
歴
史
は
、
発
明
家
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
て
、
集
団
的
必
要
に
よ
っ
て
起
っ
た
間
題
を
漸
次
解
決
し
て
い
く
輿
団
的
経
験
の
歴
史
で

　
あ
る
。
」
や
ピ
卑
旨
O
β
き
↓
げ
O
H
ロ
α
β
無
ユ
巴
閃
O
〈
O
ご
試
O
昌
貯
け
ゴ
①
一
〇
Q
け
ゴ
0
9
一
け
＝
曙
》
じ
9
益
O
P
ち
N
O
Q
層
ゆ
N
旨
。

（
7
）
竃
。
一
R
帥
注
野
峯
＆
P
o
や
。
一
f
や
ま
O
ー

（
8
）
　
本
綿
工
業
と
な
ら
ん
で
、
英
国
産
業
化
を
基
本
的
に
支
え
た
鉄
工
業
に
お
け
る
企
業
家
の
形
成
を
み
て
も
、
彼
等
の
多
く
小
生
産
者
層
に
由
来

　
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
肯
定
さ
れ
、
特
に
産
業
と
ビ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
結
ぴ
つ
き
が
こ
こ
に
お
い
て
最
も
豊
富
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
で
最

　
も
成
功
し
進
歩
的
で
あ
っ
た
鉄
工
業
者
の
グ
ル
ー
プ
は
ク
ェ
イ
カ
ー
教
徒
よ
り
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
日
ψ
》
旨
ε
P
H
き
ロ
善
α
幹
8
一

　
ぎ
些
Φ
H
一
ム
霧
貫
陣
巴
知
①
く
o
ξ
試
o
P
鼠
g
一
9
8
審
き
一
〇
q
ど
℃
や
8
℃
旨
｝
勺
、
三
卑
旨
o
ロ
お
o
マ
9
f
マ
O
o
o
ど
い
い
帥
β
α
甲
頃
塁
一
三
9
一
ρ

　
↓
富
閥
一
の
0
9
鼠
鼠
o
旨
ぎ
山
塁
窪
ざ
い
9
ム
o
P
一
〇
ミ
｝
マ
鴬
ひ
篭
》
菊
a
簿
ユ
o
ぎ
O
養
ぎ
諺
一
昌
ω
息
o
一
一
8
帥
温
一
鼠
＝
ω
け
受
”
げ
o
二
一
α
Q
き

　
》
0
8
三
一
叶
o
出
島
の
9
一
接
曾
O
o
一
一
け
二
9
一
菖
8
の
8
ω
9
①
昌
o
o
き
α
ぎ
段
。
。
什
蔓
α
麩
ぎ
の
浮
o
旨
旨
き
山
一
〇
。
浮
O
魯
言
ユ
o
即
い
o
一
己
o
p

　
一
〇
ω
ρ
○
け
8
」
＜
・
レ
ー
ス
ト
リ
ソ
ク
の
書
物
は
ク
ェ
イ
カ
ー
と
、
企
業
家
と
の
関
係
を
詳
細
に
あ
ら
ゆ
る
産
業
に
わ
た
っ
て
実
証
し
た
も
の
で
あ

　
る
が
、
こ
の
鉄
工
業
に
関
す
る
部
分
の
紹
介
的
研
究
と
し
て
は
、
拙
稿
「
産
業
革
命
期
に
お
け
る
英
国
鉄
工
業
に
つ
い
て
の
一
っ
の
覚
え
書
」
一
橋

　
論
叢
、
第
三
三
巻
第
四
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
　
山
口
茂
「
銀
行
論
」
昭
二
四
年
、
八
九
－
一
一
六
頁
参
照
。

（
－
o
）
ρ
界
欝
ざ
9
Φ
緯
の
葺
塁
一
守
o
ヨ
＞
鼠
日
o
。
邑
島
け
。
9
①
牢
①
器
暮
U
睾
い
o
注
o
p
一
。
貿
や
一
8
『

（
U
）
　
｝
串
甘
ピ
ポ
臼
富
冒
島
霧
β
ユ
鉱
U
o
く
9
0
壱
一
お
耳
亀
ω
2
邑
一
≦
巴
窃
く
8
1
一
〇
〇
8
｝
O
帥
＆
議
し
獣
ρ
や
お
，
こ
の
書
物
の
特
に
産
業

　
と
銀
行
と
関
係
を
中
心
と
し
た
書
評
と
し
て
、
拙
稿
「
ジ
ョ
ン
著
、
南
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
産
業
的
発
展
」
一
橋
論
叢
、
第
三
二
巻
第
一
号
が
あ
る
。
ア

　
シ
．
一
ト
ン
も
、
こ
の
書
物
以
前
に
す
で
に
同
様
の
疑
問
を
な
げ
か
け
て
い
た
・
6
、
・
¢
》
旨
8
P
2
一
目
蒔
窪
8
旨
『
O
臼
一
9
蔓
ぎ
q
臣
け
ユ
a
あ
f



　
b
①
け
雪
の
葺
暫
亀
乏
彗
ユ
夷
8
ロ
旨
象
i
冨
0
9
客
塁
o
ゴ
雷
言
び
お
い
P
質
ご
9
産
業
革
命
期
に
お
け
る
銀
行
と
産
業
と
の
関
係
を
、
こ
の

　
よ
う
な
観
点
を
含
み
つ
つ
研
究
し
た
最
近
の
業
績
と
し
て
は
野
¢
｝
冨
釜
お
F
O
呂
緊
二
．
切
き
『
昌
の
ぼ
茜
o
冒
創
霧
窪
一
騨
一
国
零
o
ざ
菖
o
P

　
O
蔦
o
＆
」
雷
9
荒
井
政
治
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
と
銀
行
組
織
」
矢
口
孝
次
郎
編
「
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
展
開
」
昭
三
二
年
所
収
、
田
中
生
夫

　
「
十
八
世
紀
末
－
十
九
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
信
用
流
通
」
金
融
経
済
、
第
四
六
号
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
2
）
　
荒
井
、
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁
。

（
1
3
）
≦
、
中
閃
■
O
o
旨
営
》
O
。
ロ
。
ぎ
国
8
8
巨
。
匹
幹
o
q
o
隔
ω
艮
5
ぎ
牢
o
菖
一
誤
0
8
カ
Φ
。
①
暮
6
ぎ
8
0
騨
ヨ
ぼ
箆
頒
P
一
3
♪
℃
や

　
ま
l
o
o
”
臼
の
■
》
旨
ε
P
》
昌
国
8
昌
o
目
一
〇
国
一
の
8
q
o
出
国
一
茜
ポ
昌
負
甚
Φ
一
〇
。
跨
O
o
一
詳
ロ
昌
｝
U
o
昌
q
o
P
一
〇
ω
9
℃
■
ど
や
8
り

（
N
）
　
か
か
る
工
揚
制
度
の
確
立
を
、
小
生
産
者
の
も
と
に
お
け
る
徐
々
た
る
資
本
の
蓄
積
と
徐
々
た
る
経
営
の
拡
大
と
い
う
基
本
線
に
よ
っ
て
理
解

　
し
よ
う
と
し
た
木
綿
工
業
に
お
け
る
実
証
研
究
と
し
て
は
、
中
川
敬
一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
綿
業
に
お
け
る
工
揚
制
度
の
成
立
」
経
済
学
論
集
、
策
二
〇

　
巻
、
第
四
、
五
号
が
あ
る
。
な
お
同
じ
様
な
見
地
か
ら
鉄
工
業
に
お
け
る
工
場
制
度
の
成
立
を
、
ダ
ー
ビ
イ
家
の
企
業
に
よ
っ
て
検
討
し
た
も
の
と

　
し
て
は
、
拙
稿
「
英
国
鉄
工
業
の
発
展
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
一
橋
論
叢
、
第
三
五
巻
三
号
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
木
綿
工
業
に
お
け
る
工
揚
労
働
者
の
形
成
過
程
は
、
戸
塚
秀
夫
「
イ
ギ
リ
ス
初
期
綿
工
場
労
働
者
の
形
成
と
展
開
」
社
会
政
策
学
会
編
「
生
産

　
性
向
上
と
社
会
政
策
」
昭
三
三
年
所
収
に
お
い
て
詳
細
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
舛
切
Φ
置
貰
譲
。
詩
き
自
き
島
。
ユ
な
一
p
H
一
己
鼻
q
皿
匡
Φ
。
一
。
の
一
。
ω
。
胤
欝
壁
鴨
ヨ
①
暮
ぎ
跨
。
o
。
弩
器
。
協
冒
身
弩
巨
薗
証
。
p

　
客
の
譲
＜
o
弓
ぎ
一
3
9
℃
ウ
睾
1
い

（
∬
）
　
、
り
o
o
，
＞
の
馨
o
P
》
コ
国
蒔
匡
①
o
巨
げ
O
Φ
暮
仁
q
H
一
益
霧
ヰ
一
巴
『
“
づ
や
N
o
。
l
O
■

（
1
8
）
　
葬
切
Φ
β
象
解
o
や
9
f
づ
ー
ω
い
ー
タ

（
1
9
）
い
留
く
≡
ρ
閑
弩
匙
U
ε
ε
三
塾
8
冒
田
σ
g
『
巳
騨
区
≦
巴
①
ω
一
。
。
鋒
－
誤
ど
ぎ
匿
β
一
℃
§
や
轟
・

　
　
　
　
英
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業
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一
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（
2
0
）
　
竃
Φ
一
段
き
q
ω
亀
山
宅
一
P
8
，
0
一
け
■
｝
℃
」
o
o
納

（
2
1
）
》
囚
、
9
ヨ
・
R
・
ω
の
｝
田
O
p
一
Φ
§
（
一
句
o
登
讐
ぎ
＜
o
ω
け
旨
。
暮
一
。
。
刈
o
I
G
β
9
巨
ぼ
箆
の
ρ
一
。
郵
℃
b
■
。
。
t
一
〇
N
。

（
2
2
）
　
冒
o
一
巽
卑
ロ
α
劇
巴
貸
註
P
8
0
一
叶
‘
や
N
奪
ー

（
2
3
）
　
た
と
え
ば
、
消
費
財
産
業
と
生
産
財
産
業
と
の
組
合
わ
せ
の
変
化
を
、
生
産
の
純
価
値
の
割
合
に
お
い
て
み
る
と
、
産
業
革
命
の
始
期
と
み
ら

　
れ
る
一
七
八
三
年
に
お
い
て
七
一
対
二
九
、
そ
の
終
期
と
考
え
ら
れ
る
一
八
五
一
年
で
は
六
〇
対
四
〇
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
八
八
一
年
に
お
い

　
て
は
五
三
対
四
七
と
約
半
半
の
組
合
せ
と
な
り
、
一
九
〇
七
年
で
は
こ
れ
が
逆
転
し
て
四
二
対
五
八
に
な
っ
て
い
る
。
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お
け
る
統
計
数
字
の
把
握
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
疑
問
が
次
の
論
文
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
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第
二
章
英
国
経
済
史
家
に
よ
る
十
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
小
工
業
に
関
す
る
指
摘

　
英
国
に
お
け
る
産
業
革
命
期
以
後
の
小
工
業
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
今
ま
で
英
国
経
済
史
家
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
小
工
業
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
英
国
に
お
い
て
小
工
業
が
工

揚
制
工
業
が
確
立
し
た
あ
と
に
も
か
な
り
根
強
く
残
存
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
最
近
に
な
っ
て
か
ら
い
わ
れ
た
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
。
す
で
に
一
九
〇
七
年
に
お
い
て
・
イ
ド
が
、
「
刃
物
工
業
、
小
規
模
生
産
の
経
済
学
に
関
す
る
一
つ
の
歴
史
的
試
論
」
な
る
書
物

に
お
い
て
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
に
お
け
る
産
業
組
織
の
特
徴
で
あ
る
古
い
型
の
刃
物
工
業
と
、
近
代
的
型
の
鉄
鋼
業
と
の
著
し
い
対



照
に
蒲
目
し
、
産
業
革
命
期
以
後
長
期
に
わ
た
っ
て
家
内
工
業
と
し
て
残
存
し
て
い
た
刃
物
工
業
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
書
物
の
最
後
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
今
ま
で
産
業
革
命
は
著
し
く
木
綿
工
業
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
お

け
る
激
変
性
と
い
う
こ
と
に
の
み
注
目
さ
れ
て
き
た
た
め
、
他
の
産
業
に
お
け
る
非
常
に
ゆ
つ
く
り
し
た
他
の
型
の
変
化
の
コ
ー
ス
が
無

視
さ
れ
て
き
た
。
工
揚
制
組
織
が
主
要
産
業
で
支
配
的
に
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
の
第
二
・
四
半
期
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
も
小
工
業
が

支
配
的
で
あ
っ
た
産
業
も
多
く
あ
る
と
し
て
、
刃
物
工
業
以
外
に
、
鎖
、
釘
、
羊
毛
、
麻
、
メ
リ
ヤ
ス
、
皮
革
製
造
工
業
等
を
例
に
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
考
察
し
、
海
外
の
小
工
業
の
残
存
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
よ
う
な
産
業
革
命
に
よ
る
工
揚
制
工
業
の
急
速
な
制
覇
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
分
疑
問
は
、
そ
の
後
ク
ラ
ッ
パ
ム
の
書
物
に
よ

っ
て
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
の
英
国
近
代
経
済
史
の
書
物
は
多
か
れ
少
か
れ
、
産
業
革
命
期
以
後
に
お
け
る
小
工
業
の

残
存
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
ま
ず
近
代
英
国
経
済
史
の
古
典
的
書
物
で
あ
る
フ
ェ
イ
の
も
の
で
は
次
の
様
に
指
摘
さ
れ
て

（
4
）

い
る
。
「
注
目
に
値
い
す
る
産
業
革
命
の
諸
様
相
に
関
す
る
一
つ
の
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
的
移
行
期
に
お
い
て
の
工
揚
制
工
業
が
家

内
制
工
業
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
繊
維
工
業
で
は
、
そ
の
関
係
は
敵
対
的
で
あ
っ
た
。
…
…
金
属
工
業
で
は
補
完
的
関
係
が
支
配
的
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
『
家
内
制
工
業
は
、
そ
れ
が
使
用
す
る
原
料
を
、
生
産
過
程
の
前
段
階
を
行
う
高
度
の
資
本
制
企
業
に
よ
っ
て
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
安
価
さ
で
供
給
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
大
い
に
繁
栄
し
て
い
る
。
』
…
：
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
と
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
産
業
は
、
根
本
的
に

構
造
が
類
似
し
て
い
た
。
二
つ
の
部
門
、
す
な
わ
ち
原
料
製
造
業
者
と
原
料
使
用
者
と
が
存
在
し
て
い
た
。
前
者
は
産
業
革
命
以
前
で
す

ら
比
較
的
大
規
模
で
生
産
し
て
お
り
、
後
者
は
十
九
世
紀
末
ま
で
小
規
模
で
生
産
を
行
っ
て
い
た
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ェ
イ
は
、
特

に
バ
ー
、
・
、
ン
ガ
ム
お
よ
ぴ
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
エ
業
地
帯
に
お
け
る
原
料
供
給
者
で
あ
る
大
規
模
産
業
と
、
原
料
使
用
者
で
あ
る
小
規
模
産

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
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一
七
〇

業
と
が
互
い
に
相
互
依
存
関
係
に
あ
っ
て
、
繊
維
産
業
に
お
け
る
よ
う
に
淘
汰
関
係
に
な
く
、
む
し
ろ
十
分
に
安
い
原
料
を
前
者
か
ら
供

給
さ
れ
て
い
る
た
め
に
後
者
が
繁
栄
し
得
た
の
で
あ
り
、
こ
の
地
帯
の
小
規
模
工
業
は
十
九
世
紀
末
ま
で
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
の
ぺ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
金
属
工
業
の
中
心
地
帯
で
あ
る
こ
の

二
地
方
が
小
規
模
工
業
を
広
く
存
在
さ
せ
、
原
料
供
給
者
で
あ
る
大
規
模
製
鉄
工
業
と
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
興
味

深
い
。

　
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
の
産
業
構
造
の
展
開
過
程
を
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
は
先
の
ロ
イ
ド
の
研
究
が
あ

る
が
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
を
中
心
と
す
る
ミ
ツ
ド
ラ
ン
ド
地
帯
の
産
業
構
造
の
展
開
過
程
を
、
同
じ
よ
う
な
二
重
構
造
と
い
う
問
題
視
角
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
と
ら
え
た
研
究
と
し
て
は
、
産
業
革
命
期
に
至
る
ま
で
の
も
の
で
は
コ
ー
ト
の
書
物
、
そ
れ
以
後
を
扱
っ
た
も
の
は
ア
レ
ン
の
書
物
が

（
7
）

あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
以
下
詳
細
に
ふ
れ
る
の
で
、
・
イ
ド
の
書
物
と
同
じ
く
、
英
国
小
工
業
の
史
的
研
究
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
る
。

　
先
に
ふ
れ
た
伊
東
岱
吉
教
授
の
研
究
に
お
い
て
、
産
業
資
本
主
義
段
階
の
小
工
業
問
題
に
つ
い
て
の
一
つ
の
重
要
な
典
拠
と
さ
れ
て
い

（
8
）る

マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
で
あ
る
ド
ツ
ブ
の
「
資
本
主
義
発
展
の
研
究
」
も
、
同
じ
よ
う
に
バ
ー
、
・
・
ン
ガ
ム
や
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
》

内
制
工
業
を
中
心
と
し
て
小
工
業
を
考
察
し
て
い
る
。
「
こ
の
地
方
（
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
地
帯
）
で
は
、
一
八
五
六
年
に
『
た
い
て
い
の
親
方

製
造
業
者
は
五
、
六
人
の
職
人
を
や
と
つ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
』
、
『
十
九
世
紀
の
最
初
の
六
〇
年
間
』
に
お
け
る
こ
の
地
方
全
体
の
『
工
業

の
発
達
と
は
、
そ
の
活
動
が
大
工
揚
の
内
部
に
集
中
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
小
製
造
業
者
の
数
が
ふ
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
』
」
と

　
　
　
　
　
（
1
0
）

ア
レ
ン
を
引
用
し
、
「
蒸
気
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
ら
小
規
模
産
業
は
厳
密
な
意
味
で
の
工
揚
経
営
に
ま
で
移
る
こ
と



は
で
き
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
に
つ
い
て
も
「
六
〇
年
代
の
お
わ
り
に
な
っ
て
も
、
大
刃
物

業
者
と
い
わ
れ
た
ひ
と
で
す
ら
、
そ
の
多
く
は
下
請
職
人
に
仕
事
の
一
部
を
さ
せ
て
い
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

工
揚
で
働
く
多
く
の
も
の
も
、
事
実
上
は
自
己
の
計
算
で
労
働
し
、
工
揚
に
備
え
つ
け
ら
れ
た
動
力
を
賃
借
し
、
ま
た
あ
る
揚
合
に
は
、

他
の
親
方
の
た
め
に
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
他
メ
リ
ヤ
ス
工
業
等
の
小
企
業
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
産
業

の
例
を
あ
げ
、
「
家
内
制
工
業
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
形
態
が
十
九
世
紀
の
後
半
ま
で
残
存
し
た
こ
と
は
、
労
働
生
活
や
産
業
労
働

者
に
た
い
し
て
、
あ
る
重
要
な
影
響
を
あ
た
え
た
が
、
そ
の
影
響
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
、
小
工

業
の
残
存
が
社
会
経
済
的
に
与
え
た
影
響
を
重
視
し
て
い
る
。
ド
ッ
ブ
は
フ
ェ
イ
の
よ
う
に
大
規
模
工
業
と
小
規
模
工
業
と
の
併
存
と
い

う
事
実
の
み
を
き
り
離
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
当
時
の
社
会
経
済
構
造
に
及
ぼ
し
た
意
味
を
考
え
、
「
こ
の
意
味
は
、

十
九
世
紀
の
第
四
・
四
半
期
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
労
働
者
階
級
が
工
場
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
同
質
的
な
性
格
を
も
ち
は
じ
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
大
多
数
の
労
働
者
は
、
そ
の
慣
習
や
利
害
に
お
い
て
も
、
雇
用
関
係
の
性
質
や
搾
取
の
状
況
に

お
い
て
も
、
初
期
資
本
主
義
の
特
徴
を
と
ど
め
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
ド
ッ
ブ
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
、
日
本
と
英
国
と
の
構
造
的

相
違
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
英
国
に
お
け
る
小
工
業
の
も
つ
意
味
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
し
ま
う
．
）
と
は
正
し
い
と
は

い
え
な
い
。

　
伊
東
教
授
は
、
こ
の
時
期
の
英
国
の
大
資
本
が
、
小
工
業
を
利
用
し
て
、
前
期
的
生
産
関
係
を
多
く
残
し
て
い
る
チ
ー
プ
．
レ
ー
バ
ー

を
搾
取
す
る
と
い
う
構
造
関
係
を
、
こ
の
時
期
の
英
国
の
産
業
構
造
の
特
質
と
考
え
ら
れ
、
非
常
に
日
本
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
と
ら

　
　
　
　
　
（
n
）

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
英
国
小
工
業
と
日
本
、
ド
イ
ツ
の
小
工
業
の
構
造
的
特
質
を
類
似
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
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一
七
二

た
め
に
は
、
も
う
少
し
実
証
的
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ド
ッ
ブ
と
ち
が
っ
て
、
む
し
ろ
近
代
経
済
学
的
立
揚
に
た

つ
現
在
の
英
国
に
お
け
る
代
表
的
近
代
経
済
史
家
で
あ
る
コ
ー
ト
も
、
最
近
の
書
物
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
中
葉
の
英
国
の
経
済
構
造
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

そ
れ
か
ら
八
十
年
後
の
両
大
戦
間
の
日
本
の
そ
れ
と
は
類
似
し
て
い
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
一
八
五
一
年
の
国
勢
調
査
は

末
だ
産
業
化
の
過
程
に
あ
る
一
社
会
の
自
画
像
を
示
し
て
い
る
。
当
時
英
国
が
到
達
し
た
段
階
は
八
O
年
後
、
第
一
次
、
第
二
次
の
両
世

界
大
戦
の
間
に
日
本
が
到
達
し
た
段
階
と
よ
く
似
て
い
る
。
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
が
相
並
ん
で
栄
え
、
最
新
式
の
、
最
も
高
度
に

組
織
さ
れ
、
ま
た
最
も
精
巧
に
機
械
化
さ
れ
た
産
業
が
、
昔
な
が
ら
の
伝
統
で
あ
る
個
人
勤
め
口
や
農
業
や
手
工
業
と
相
接
し
て
存
在
し

た
。
…
・
－
当
時
人
人
が
従
事
し
た
種
種
の
職
業
の
中
で
は
、
綿
工
業
の
従
業
員
よ
り
も
建
築
業
に
働
く
人
数
の
方
が
多
く
、
採
炭
業
者
よ

り
も
靴
製
造
職
人
の
方
が
多
く
、
製
鉄
所
や
鋳
物
工
揚
の
従
業
員
よ
り
も
個
人
で
鍛
冶
屋
と
し
て
働
く
者
の
方
が
多
く
、
さ
ら
に
綿
工
揚

で
機
械
の
番
を
し
て
い
る
職
工
の
数
よ
り
も
婦
人
帽
子
屋
、
洋
裁
店
、
裁
縫
師
と
し
て
自
ら
の
手
で
編
物
を
し
て
い
る
婦
人
の
数
の
方
が

多
か
っ
た
。
」
勿
論
、
当
時
の
英
国
の
産
業
構
造
と
そ
れ
か
ら
八
0
年
後
の
日
本
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
コ
ー
ト

と
ド
ソ
ブ
に
依
拠
す
る
伊
東
教
授
の
立
揚
の
ち
が
い
、
特
に
産
業
構
造
に
対
す
る
理
解
の
相
違
か
ら
み
て
も
、
両
者
が
同
じ
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
コ
ー
ト
の
揚
合
は
、
平
面
的
な
数
字
の
組
合
せ
だ
け
を
み
て
日
本
と
の
類
似
を
簡
単
に
結
論
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
コ
ー
ト
の
よ
う
に
、
靴
製
造
職
人
、
鍛
冶
屋
、
帽
子
屋
、
洋
裁
店
、
裁
縫
師
の
数
が
、
近
代
的
工
揚
で
働
い
て
い
る
労
働
者
の

数
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
小
工
業
が
産
業
構
造
の
な
か
で
も
つ
重
要
性
を
認
識
す
る
指
標
に
は
な
ら
な
い
し
、

ま
た
そ
れ
だ
け
で
日
本
の
産
業
化
段
階
と
比
較
す
る
こ
と
も
正
し
い
理
解
の
仕
方
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の

箇
所
で
は
コ
ー
ト
も
「
ブ
ラ
ッ
ク
カ
ン
ト
リ
ー
や
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
お
け
る
如
く
、
多
く
の
工
業
が
十
九
世
紀
末
の
四
半
期
に
な
っ
て
も



ま
だ
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
時
代
に
通
常
あ
っ
た
以
上
に
な
ん
ら
か
の
機
械
設
備
と
い
う
形
で
労
働
者
に
資
本
を
与
え
て
お
ら
な
い
地
方
が
あ

っ
た
。
職
人
の
家
庭
で
出
来
高
払
い
で
前
貸
せ
ら
れ
る
下
請
仕
事
は
、
ス
ト
ラ
ウ
ド
渓
谷
の
比
較
的
寛
大
な
繊
維
工
業
か
ら
、
東
・
ン
ド

ン
の
苦
し
い
低
賃
銀
の
家
内
工
業
に
至
る
ま
で
そ
の
条
件
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
労
働
者
一
人
当
り
に
使
用
さ
れ
る
資
本
額
に

関
す
る
限
り
、
依
然
と
し
て
旧
式
で
伝
統
的
な
方
法
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、
車
大
工
や
鍛
冶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

屋
の
よ
う
な
農
村
の
職
業
、
建
築
業
、
パ
ン
製
造
の
よ
う
な
家
庭
の
た
め
の
多
く
の
仕
事
、
そ
れ
に
家
事
労
働
に
つ
い
て
も
当
は
ま
っ
た
」

と
の
べ
て
い
る
の
で
、
鍛
冶
屋
、
帽
子
屋
等
の
み
で
な
く
広
く
小
工
業
を
問
題
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ド
ソ
ブ
や
伊
東
教
授
の

よ
う
な
構
造
的
把
握
と
い
う
よ
り
も
、
量
的
把
握
と
し
て
の
面
が
強
い
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。
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第
三
章
　
十
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
小
工
業
の
地
域
別
産
業
別
構
成

　
今
ま
で
英
国
経
済
史
家
に
よ
る
産
業
革
命
期
以
後
に
残
存
し
た
小
工
業
に
つ
い
て
如
何
な
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
い
く
つ
か
み

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
証
的
把
握
に
入
る
前
に
、
ク
ラ
ッ
バ
ム
に
よ
っ
て
そ
の
時
期
に
お
い
て
小
工
業
が
如
何
な
る
地
域
に
、
そ

し
て
如
何
な
る
産
業
に
お
い
て
多
く
あ
ら
わ
れ
た
か
を
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
、
後
の
論
を
進
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
ク
ラ
ッ
パ
ム
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
産
業
革
命
期
の
終
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
十
九
世
紀
半
頃
に
つ
い
て
、
「
代
表
的
都
会
人
も
新

ら
し
い
産
業
化
と
い
う
鉄
の
車
輪
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
た
人
で
も
な
か
っ
た
し
、
相
当
な
規
模
の
企
業
に
働
く
賃
銀
労
働
者
で
す
ら
も
な

か
っ
た
。
都
会
の
人
人
は
勿
論
、
変
化
を
こ
う
む
り
つ
つ
あ
り
、
い
わ
ば
資
本
主
義
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
産
業
に
し
ば
し
ば
関
係
し
て
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
。
し
か
し
一
般
的
に
、
そ
の
よ
う
な
移
行
は
急
速
で
も
な
か
っ
た
し
、
最
近
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
。

　
で
は
ど
の
よ
う
な
地
域
に
、
特
に
小
工
業
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
小
企
業
が
典
型
的
に
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

配
し
た
都
市
は
・
ン
ド
ン
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
け
る
小
企
業
の
典
型
的
な
も
の
は
、
建
築
、
製
靴
、
仕
立
、
印
刷
、
時
計
、
宝
石
、

製
パ
ン
業
の
よ
う
な
先
に
コ
ー
ト
が
あ
げ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
産
業
化
過
程
と
か
か
わ
っ
て
く
る
小
工
業
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
も

の
は
あ
ま
り
な
い
と
い
え
る
。

　
こ
の
・
ン
ド
ン
以
外
の
地
域
で
も
、
産
業
革
命
の
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
小
規
模
産
業
が
支
配
的
で
あ
っ
た
地
域
が
多
く
あ
っ
た
。
第

一
は
、
ハ
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
、
プ
リ
マ
ス
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
、
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
、
ダ
ン
デ
ィ
i
等
の
主
要

港
湾
都
市
で
あ
り
、
第
二
は
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
ヨ
ー
ク
等
の
地
方
政
治
都
市
で
あ
り
、
第
三
は
、
す
ぺ
て
の
工
業
都
市
で
あ
る
が
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
や
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
っ
た
主
要
工
業
地
帯
に
著
し
く
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
重
要
な
地
域
は
こ
の
最
後
の
工
業
地
帯
で
あ
る
。
特
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
ぴ
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
を
中
心
と
す
る
ミ
ッ
ド
ラ
ン

ド
エ
業
地
帯
や
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
工
業
地
帯
が
、
小
工
業
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
他
の
多
く
の
経
済
史
家
に
よ
っ
て
ふ

れ
ら
れ
て
い
る
し
、
前
に
も
指
摘
し
た
か
ら
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
産
業
別
規
模
別
構
成
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。
一
八
五
一
年
の
セ
ン
サ
ス
で
は
、
一
雇
用
主
当
り
平
均
従
業
者
数
は
約
八
人
強
で

　
（
4
）

あ
っ
て
、
十
九
世
紀
半
頃
で
は
、
製
鉄
業
に
お
け
る
よ
う
に
大
企
業
も
存
在
は
し
て
い
た
が
、
た
び
た
び
指
摘
す
る
如
く
小
企
業
が
圧
倒

的
に
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
相
当
信
頼
度
の
高
い
数
字
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
拾
い
あ
げ

て
作
っ
た
も
の
が
第
一
表
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
表
は
全
産
業
を
ふ
く
ん
で
な
い
し
、
こ
の
表
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
数
字
の
う
ち
だ

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
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け
が
下
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れ
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雇
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当
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の
正
確
な
地
図
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
推
定
す
る
に
有
用
な
指
標
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
の
表
か
ら
、
従
業
者
数
九

人
以
下
を
有
す
る
雇
用
主
数
の
割
合
が
全
雇
用
主
数
の
半
分
以
上
を
し
め
る
産
業
と
、
従
業
者
数
一
〇
人
以
上
を
有
す
る
雇
用
主
数
の
割

合
が
全
雇
用
主
数
の
半
分
以
上
を
し
め
る
産
業
と
に
分
類
し
て
み
る
と
、
後
者
に
属
す
る
も
の
は
杭
毛
工
業
と
木
綿
工
業
の
わ
ず
か
二
つ

第二表　金属工業における一事業所あたり

　　　平均労働者数　1870－1年

轟、砦麟労働緻考溜者数

34，5

219

570，5

85

　　8

21，5

9
、
5

18，000　　　622pOOO

　　761　　　166，700

　　　78　　　　44，500

　1，933　　　163ン600

　1，604　　　　13，200

　1，143　　　　24，600

　7，900　　　　75，400

全金属製造業

製　鉄　業

鉄製造船業

機械製造業
釘・鋲

匁　物　類
その他の金属
製品

金
　
　
属
　
　
工
　
　
業

J，H。Clapham，oP．clt．，P，117、

英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業

第三表　主要繊維工業における一工揚あた

　　　　り平均労働者数1870－1年

（f慧。t甕，、警）労働者数鵜者数

177

70

175

202

291

68）

37）

71）

2，469　　　436，000

1，768　124，000

　627　　　109，500

　346　　　　70，000

　　58　　　　16，900

　692　　　　47，000

　223　　　　　8，300

　126　　　　9，000

毛
毛
麻
麻

綿
羊
硫
亜
黄
絹

　
　
　
　
　
　
（

（レース
（メリヤス類

繊
　
　
維
　
　
産
　
　
業

」・H・Clapham，op・cit・，p．117，

に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
産
業

が
前
者
に
ふ
く
ま
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

　
次
に
、
機
械
化
が
進
展
し
、

工
場
制
度
が
一
般
化
し
つ
つ
あ

る
と
思
わ
れ
る
一
八
七
〇
年
頃

に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
一
八

七
一
年
の
調
査
で
は
、
一
事
業

所
あ
た
り
一
〇
才
以
上
の
平
均

従
業
者
数
は
約
二
〇
人
弱
で
あ

（
6
）

っ
て
、
二
〇
年
前
と
く
ら
べ
て

全
工
業
の
従
業
者
別
平
均
規
模

は
二
倍
以
上
に
な
っ
て
お
り
、

　
　
　
一
七
七



第四表　その他の雑工業における一事業所あたり平均労働者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年

一
橋
大
学
研
究
年
報

経
済
学
研
究
3

事業所数　　　　　　平均　　　　　労働者数（works）　　　　　　労働者数

製　靴 9，500　　　　62，000　　　　　　6．5

〔同工揚（factory）のみ 145　　18，200　　125．5〕

衣服・仕享 8，000　　　　43，000　　　　　　5．4

〔同工場（factory）のみ 58　　77，000　　132，8〕

婦人用帽子製造等 11，300　　52，400　　　4．6

陶　器 537　　45，000　　83．8

煉　瓦 1，770　　22，500　　12，7

活版印刷 3ン550　　　　48，300　　　　　13，6

藤　皮 670　　12，200　　18．2

製バン 6，316　　　　20，800　　　　　　3．3

ゴム製品 39　　5，700　　146．1

建築関係業 19，800　　　152，800　　　　　　7。7

（建築業者，大工，指物師等）

」．H．Clapham，op。cユt．，p，119，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

，
こ
の
間
企
業
が
急
速
に
大
き
く
な
り
工
揚
制
度
が
ひ
ろ
が
っ
て
き

た
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
産
業
部
門
別
に
少
し
詳
細
に

み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
金
属
製
造
部
門
に
お
け
る
一
事
業
所
あ
た
り
平
均
労
働
者
数
は

第
二
表
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
方
の
極
に
鉄
船
製

造
業
お
よ
び
製
鉄
業
と
い
う
大
工
業
が
あ
り
、
他
方
の
極
に
釘
、

鋲
、
刃
物
、
そ
の
他
の
金
属
製
品
製
造
業
と
い
う
小
工
業
が
対
比

的
に
存
在
し
、
そ
の
中
間
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
機
械
製
造
業
が
位

置
し
て
い
る
。
こ
の
小
工
業
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
シ
ニ
フ
ィ

ー
ル
ド
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
び
プ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
地
帯

に
集
中
す
る
金
属
工
業
で
あ
っ
て
、
多
数
の
仕
事
揚
や
名
前
だ
け

の
工
揚
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
繊
維
工
業
に
お
け
る
一
工
揚
あ
た
り
の
平
均
労
働
者
数
は
第
三

表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
部
門
に
お
い
て
十
九

世
紀
前
半
と
く
ら
べ
て
規
模
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
ロ

大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
こ
の
表
の
う
ち
で
括
弧
し
て
あ
る
三



つ
の
業
種
の
う
ち
、
絹
工
業
で
は
工
揚
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
仕
事
揚
を
も
含
ん
で
い
る
数
字
な
の
で
、
も
し
工
揚
だ
け
に
つ
い
て
計
算

し
た
ら
平
均
労
働
者
数
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
あ
と
の
レ
ー
ス
お
よ
び
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
は
、
ま
だ
大
部
分
下
請

仕
事
に
よ
っ
て
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
工
揚
の
み
し
か
あ
げ
て
い
な
い
の
で
、
も
し
下
請
仕
事
揚
を
も
計

算
に
い
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
業
種
の
平
均
労
働
者
数
は
は
る
か
に
小
さ
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
繊
維
産
業
部
門
に
お
い
て
、

こ
の
当
時
家
内
制
度
が
支
配
的
で
あ
っ
た
工
業
と
し
て
、
レ
ー
ス
お
よ
び
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
が
あ
げ
ら
れ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
勿
論
、

他
の
繊
維
工
業
で
も
織
布
工
程
は
ま
だ
手
織
工
を
使
用
す
る
下
請
仕
事
が
あ
る
程
度
残
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
い
っ
て
こ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

つ
の
業
種
を
除
け
ば
、
繊
維
工
業
で
は
工
揚
制
度
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
右
の
金
属
お
よ
ぴ
繊
維
産
業
部
門
以
外
の
雑
産
業
部
門
に
つ
い
て
の
一
事
業
所
あ
た
り
の
平
均
労
働
者
数
は
第
四
表
の
よ
う
に

な
る
。
こ
こ
に
お
け
る
小
工
業
は
、
先
に
コ
ー
ト
の
あ
げ
た
も
の
と
ほ
ぽ
同
様
な
も
の
で
、
ど
こ
の
地
方
で
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

英
国
の
産
業
と
し
て
．
歴
史
的
に
も
質
的
に
も
あ
ま
り
重
要
性
を
有
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お

く
o

（
－
）
旨
b
O
一
8
富
β
≧
・
守
o
ロ
o
日
8
目
ω
ε
曼
o
h
冒
＆
①
彗
田
詳
巴
P
く
〇
一
ト
↓
け
。
田
二
曳
蜜
一
一
≦
避
》
α
Q
①
一
〇
。
N
。
1
一
。
。
ω
ρ
9
日
ぼ
嵐
α
q
P

冨
℃
践
β
＄
α
お
軌
P
℃
■
亀
。

（
2
）
　
「
・
ン
ド
ン
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
故
郷
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
企
業
の
半
分
以
上
は
、
二
〇
人

　
以
下
の
労
働
者
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
一
八
九
八
年
に
工
揚
と
し
て
分
類
さ
れ
た
八
、
五
〇
〇
の
企
業
（
す
な
わ
ち
動
力
を
使
用
し
て
い
た
企
業
）

　
の
一
企
業
あ
た
り
平
均
の
労
働
者
数
は
、
四
二
人
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
H
σ
一
ρ
や
ひ
Q
o
■

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○

　
（
3
）
H
烹
ρ
唱
㍉
O
ー
ピ

　
（
4
）
一
三
飢
‘
や
N
O
9

　
（
5
）
　
動
力
を
例
に
と
れ
ば
四
〇
年
代
に
は
ま
だ
あ
る
程
度
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
水
力
は
、
こ
の
時
期
で
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
全

　
　
体
の
馬
力
数
の
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
、
蒸
気
力
の
使
用
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
ガ
ス
・
エ
ン
ジ
ン
や

　
　
電
力
は
し
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
い
閏
・
Ω
帥
甘
β
…
”
＞
一
一
国
0
8
9
三
〇
国
探
0
3
、
o
h
冒
＆
o
讐
切
ユ
け
巴
P
＜
〇
一
」
閣
》
写
8
↓
諺
留
導
自
曽
8
一

　
　
一
。
。
8
ー
一
〇
。
。
。
9
9
巨
）
二
壽
Φ
ち
①
鷺
一
旨
a
一
〇
黄
薯
」
頃
1
9

　
（
6
）
一
び
一
亀
‘
や
二
9

　
（
7
）
　
一
八
三
八
年
に
お
け
る
一
工
揚
あ
た
り
の
平
均
従
業
者
数
は
、
木
綿
工
業
一
三
七
、
羊
毛
工
業
四
六
、
杭
毛
工
業
七
六
人
で
あ
る
。
H
玄
皇
マ

　
　
一
一
y

　
（
8
）
H
び
一
q
‘
や
一
一
〇
。
ー

　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
地
帯
に
お
け
る
メ
リ
ヤ
ス
小
工
業

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
地
域
別
で
は
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
や
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
ぴ
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
を
中
心
と
す
る
ミ

ッ
ド
ラ
ン
ド
産
業
地
帯
、
ま
た
産
業
別
で
は
、
レ
ー
ス
、
メ
リ
ヤ
ス
、
金
属
製
品
製
造
業
に
お
い
て
小
工
業
が
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
当
時
の
小
工
業
の
代
表
と
し
て
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
北
部
に
位
置
す
る
ノ
ソ
テ
ィ
ン
ガ
ム
地
帯
の
メ
リ
ヤ
ス

工
業
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
の
刃
物
工
業
、
そ
し
て
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
び
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
地
帯
の
金
属
製
品
製
造
業
と
い

う
三
地
帯
の
主
要
工
業
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
革
命
期
以
後
、
特
に
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
小
工



第五表　1727年におる編立機の分布状態

ミソドランド地力’方地

Leicester　　　　　　　　　　　　　　　500

Nottingham　　　　　　　400

Lelcester，Nottingham
およぴDerbyの農村地
帯　　　　　　　　　　　3，750

　　計　　　　　　　　　　4，650

2，500

　600

　150

　100

33350

　南　　部

London
Surrey

Towcester

霊濃｝

　　計

F。A．Wells，The　Bntlsh　Hosieτy　Trade，p．56．

英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業

業
の
構
造
と
そ
の
屋
開
を
推
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
順
序
と
し
て
は
、
最
初
に
み
た
よ
う
に
、
英
国
産
業
化
が
ま
ず
消
費
財
生
産
部
門
を
中
心
に

し
て
行
わ
れ
、
次
に
生
産
財
生
産
部
門
へ
波
及
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
消
費
財
産
業

と
し
て
、
ま
ず
繊
維
産
業
に
お
け
る
小
工
業
で
あ
る
ノ
ソ
テ
ィ
ン
ガ
ム
地
帯
の
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
、

次
に
金
属
産
業
に
お
け
る
小
工
業
で
あ
る
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
の
刃
物
工
業
、
最
後
に
同
じ

金
属
産
業
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
後
半
消
費
財
生
産
か
ら
生
産
財
生
産
へ
と
転
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
小
工
業
か
ら
大
工
業
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
び
ブ
ラ
ソ
ク
・
カ

ン
ト
リ
i
地
帯
の
金
属
製
品
製
造
業
と
い
う
順
序
で
考
察
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
が
、
産
業
革
命
期
以
後
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
、
家
内
工
業
組
織
に
よ

　
　
　
　
　
　
（
1
）

っ
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
こ
で
繰
返
し
指
摘
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず

そ
の
歴
史
的
発
展
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
英
国
に
お
け
る
編
物
製
造
は
、
十
六
世
紀
後
半
エ
リ

ザ
ベ
ス
時
代
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
全
国
に
急
速
に
拡
が
っ
て
、
す
べ
て
の
羊
毛
工
業
地
帯
は

靴
下
の
手
編
み
を
一
部
門
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
近
代
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
の
基

礎
を
確
立
し
た
の
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
リ
ー
に
よ
る
靴
下
編
立
機
（
ω
8
0
匹
夷
博
即
旨
①
）
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

明
（
一
五
八
九
年
）
と
そ
の
普
及
に
あ
っ
た
。
メ
リ
ヤ
ス
工
業
の
中
心
地
は
最
初
流
行
の
中
心
地

ロ
ン
ド
ン
で
あ
っ
た
が
、
十
七
世
紀
初
頭
に
は
ミ
ソ
ド
ラ
ン
ド
地
方
（
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
、
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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　　　第六表　1782年における編立機

　　　　　　　　　の分布状態

欝i盤畔｝　購
Dublin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700

Cork　　　　　　　　　　　　　　　　　300

London　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500

Tewkesbury　　　　　　　　　　　　　650

Northants　　　　　　　　　　　　300

Scotlan（1　　　　　　　　　　　　　　　　　200

　計　　　　　　　　　　　　　　20，000

」，D　Chambers，Nottinghamshire
in　the18th　Centuryp　p，96．

は
ノ
ソ
テ
ィ
ン
ガ
ム
に
、
毛
も
の
は
レ
ス
タ
ー
に
、

ノ
ソ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
木
綿
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
に
お
け
る
生
産
組
織
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。
メ
リ
ヤ
ス
編
立
機
は
最
初
か
ら
相
当
複
雑
で
高
価
な
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

運
転
資
金
を
非
常
に
必
要
と
す
る
も
で
あ
っ
た
の
で
、
生
産
者
自
身
で
は
購
入
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
十
七
・
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
）

リ
ヤ
ス
問
屋
（
ぎ
巴
9
）
か
ら
賃
料
を
支
払
っ
て
借
受
け
る
の
が
常
で
あ
っ
て
、
生
産
者
は
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

五
〇
年
頃
ま
で
は
、
メ
リ
ヤ
ス
製
造
者
は
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
へ
直
接
的
に
隷
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
は
生
産
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
ニ

　
ス
タ
ー
、
ダ
ー
ビ
i
州
）
へ
移
行
し
、
特
に
ノ
ソ
テ
ィ
ン
ガ
ム
が
重
要
と
な
っ
た
。

　
こ
の
移
行
の
要
因
と
し
て
は
、
第
一
に
、
・
ン
ド
ン
に
お
け
る
特
権
的
カ
ム
パ
ニ

　
ー
の
権
力
を
脱
し
よ
う
と
す
る
企
業
家
の
欲
求
、
第
二
に
、
従
来
の
絹
を
原
料
と

　
す
る
奢
移
品
生
産
か
ら
、
毛
、
木
綿
の
一
般
生
産
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
・
ン
ド
ン

　
の
流
行
か
ら
あ
ま
り
左
右
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
廉
価
な
労
働
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
利
用
、
第
四
に
、
原
料
へ
の
接
近
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
移
行
過
程
に
つ
い

　
て
の
詳
し
い
叙
述
は
避
け
て
、
十
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
編
立
機
の
分
布
表
と
十

　
八
世
紀
未
に
お
け
る
そ
れ
と
を
第
五
、
六
表
に
か
か
げ
て
お
く
だ
け
に
と
ど
め
る
。

　
こ
の
表
か
ら
十
八
世
紀
末
に
は
ほ
ぼ
完
全
に
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
に
集
中
し
た
こ

　
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
製
品
の
種
類
に
よ
っ
て
、
木
綿
も
の

絹
も
の
は
ダ
ー
ビ
ー
に
集
中
す
る
傾
向
を
示
す
が
、
こ
の
中
で
最
も
重
要
な
部
門
は



の
直
接
の
接
触
を
失
い
、
か
つ
て
は
メ
リ
ャ
ス
間
屋
の
雇
人
と
し
て
生
産
者
に
原
料
を
配
給
し
て
い
た
も
の
の
う
ち
か
ら
、
メ
リ
ヤ
ス
買

継
商
（
ヨ
器
3
寓
8
。
匠
凝
Φ
H
）
が
独
立
し
て
、
問
屋
の
原
料
を
編
立
機
と
を
一
手
に
引
受
け
、
生
産
者
か
ら
鞘
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
き

へ
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
。
こ
の
買
継
商
の
地
位
は
、
そ
の
独
立
性
の
程
度
に
よ
っ
て
種
種
わ
か
れ
て
い
る
。
大
体
に
お
い
て
買
継
商
は
六
、
七
軒
の
問
屋
と
関

係
し
、
註
文
と
と
も
に
糸
を
受
取
り
、
製
造
親
方
へ
仕
事
に
出
し
、
で
き
る
だ
け
安
い
値
段
で
や
ら
せ
て
余
剰
利
潤
を
し
ぽ
り
と
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
の
生
産
組
織
は
、
問
屋
↓
買
継
商
↓
製
造
親
方
↓
職
人
、
徒
弟
と
い
う
形
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問

屋
制
家
内
工
業
組
織
は
十
九
世
紀
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
次
に
こ
の
産
業
の
組
織
を
特
徴
づ
け
る
編
立
機
の
賃
貸
制
の
も
っ
た
意
味
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
労
働
要
具
の
賃
貸
組
織
が
メ
リ
ャ
ス

エ
業
ほ
ど
そ
の
初
期
か
ら
一
般
的
で
あ
つ
た
産
業
は
他
に
な
い
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
編
立
機
が
非
常
に
多
く
の
部
品
か
ら
な
り
、
精

密
な
機
構
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
購
入
し
維
持
す
る
費
用
を
多
く
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
に
お
い
て
、
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

1
六
〇
ポ
ン
ド
と
い
う
費
用
は
、
当
時
の
多
く
の
親
方
製
造
業
者
の
資
財
を
こ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
後
半
で
は
、
六
－
七
ポ

ン
ド
で
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
当
時
で
も
こ
の
賃
貸
制
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
毎
週
そ
れ
に
対
し
て
一
シ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

グ
六
ペ
ン
ス
も
の
賃
料
を
負
担
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
資
本
の
借
入
に
対
し
て
お
ど
ろ
く
べ
き
高
い
利
子
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
価
格
程
度
の
も
の
を
す
ら
購
入
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
方
に
お
い
て
編
立
業
者
の
貧
困
化
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る

が
、
他
方
に
お
い
て
も
っ
と
重
要
な
原
因
と
し
て
は
、
編
立
業
者
は
問
屋
の
編
立
機
を
使
用
し
な
け
れ
ば
仕
事
を
も
ら
え
な
い
と
か
、
自

己
の
編
立
機
を
使
用
す
る
揚
合
に
は
普
通
の
賃
料
の
半
額
を
支
払
わ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
問
屋
や
買
継
商
か
ら
圧
迫
必
れ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
た
と
え
独
立
し
た
と
し
て
も
、
資
力
の
な
い
た
め
不
況
の
時
に
真
先
に
ま
い
っ
て
し
ま
う
の
で
、
編
立
業
者

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
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一
八
四

は
問
屋
や
買
継
商
に
ど
う
し
て
も
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
賃
貸
制
は
問
屋
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
な
搾
取
の
道

具
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
買
継
商
は
賃
料
を
集
め
る
際
に
、
実
際
に
彼
が
問
屋
に
渡
す
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
と
っ
て
、
余
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

の
賃
料
を
自
分
の
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
編
立
機
の
絶
え
ざ
る
増
大
と
の
原
価
の
減
少
の
た
め
に
、
賃
料
は
下
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

よ
い
は
ず
な
の
に
、
か
え
っ
て
一
七
八
O
I
一
八
四
〇
年
の
間
に
、
相
当
に
高
く
な
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
た
。
問
屋
や
買
継
商
に
と

っ
て
は
、
生
産
物
の
販
売
よ
り
も
こ
の
固
定
的
な
賃
料
か
ら
の
利
潤
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
揚
合
が
し
ぱ
し
ば
あ
っ
た
。
一
方
、
編
立
業

者
は
仕
事
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
一
定
の
賃
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
上
こ
れ
以
外
に
も
彼
等
の
収
入
額
か
ら
不
当

　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

な
控
除
が
な
さ
れ
た
り
、
上
か
ら
の
一
方
的
意
志
に
よ
っ
て
仕
事
の
手
数
料
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

　
当
然
編
立
機
の
賃
貸
制
を
利
用
し
て
の
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
圧
迫
は
編
立
業
者
の
使
う
労
働
者
に
転
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
編
立
業
者

は
労
働
者
の
賃
銀
を
切
下
げ
る
と
と
も
に
、
安
い
労
働
力
の
確
保
に
つ
と
め
た
。
こ
の
産
業
に
お
け
る
徒
弟
の
数
の
制
限
は
十
八
世
紀
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

め
に
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
に
も
か
わ
ら
ず
、
徒
弟
制
度
は
低
廉
児
童
労
働
力
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
そ
の
後
な
が
く
残
さ
れ
て
い
た
。

し
か
も
製
品
の
種
類
が
奢
移
品
か
ら
一
般
製
品
へ
と
性
格
を
変
え
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
産
業
に
お
け
る
労
働
の
型
は
、
熟
練
労
働
か
ら
半

熟
練
労
働
へ
と
移
行
し
、
教
区
徒
弟
を
中
心
と
す
る
低
賃
銀
労
働
者
の
波
が
入
り
こ
ん
で
く
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
者
の
生
活
標
準
は
押

下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
以
上
、
産
業
革
命
期
頃
ま
で
の
生
産
組
織
の
特
徴
を
み
て
き
た
が
、
次
に
そ
の
後
の
産
業
的
展
開
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
産
業
は

十
九
世
紀
前
半
は
全
く
の
停
滞
状
態
に
あ
り
、
産
業
革
命
に
よ
る
産
業
化
の
波
に
取
残
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
十
九
世
紀
半
頃
に
お
い

て
も
、
動
力
の
使
用
は
全
く
行
わ
れ
ず
、
編
立
機
自
体
百
年
以
上
も
変
ら
ず
、
生
産
の
拡
大
は
単
な
る
こ
の
手
編
機
の
拡
大
に
よ
っ
て
行



わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
程
悪
状
態
に
あ
っ
た
産
業
は
な
く
、
こ
れ
以
下
に
下
げ
よ
う
も
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

（
め
）る

。
こ
の
停
滞
の
原
因
と
し
て
は
、
人
口
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
リ
ャ
ス
靴
下
の
よ
う
な
、
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
と
は
い
え
ま

だ
流
行
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
大
き
い
商
品
に
対
し
て
の
需
要
が
あ
ま
り
ふ
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
最

も
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
産
業
に
お
け
る
生
産
能
力
の
過
剰
状
態
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
生
産
能
力
の
過
剰
を
も
た
ら
し

た
最
大
の
も
の
は
、
編
立
機
の
賃
貸
制
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
利
潤
を
ね
ら
っ
て
、
こ
の
産
業
の
外
か
ら
で
す
ら
こ
の
編
立
機

に
多
量
の
資
本
が
投
下
さ
れ
た
。
ま
た
、
労
働
力
の
過
剰
、
す
な
わ
ち
他
か
ら
の
と
く
に
農
業
か
ら
の
労
働
者
の
流
入
、
家
族
労
働
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

増
大
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
十
九
世
紀
前
半
の
英
国
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
は
、
家
内
工
業
者
の
過
多
と
生
産
方
法
の
停
滞
と
に
よ
っ
て
全
く
沈
滞
し

た
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
方
、
国
内
市
揚
で
す
ら
、
ド
イ
ツ
の
メ
リ
ヤ
ス
製
品
の
競
争
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
始
め
、
そ
の

世
界
的
地
位
は
掘
崩
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
十
九
世
紀
後
半
、
企
業
心
に
富
ん
だ
業
者
は
真
剣
に
そ
の
対
策
と
し
て
技
術
的
改
革
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

つ
と
め
、
特
に
編
立
機
へ
蒸
気
力
を
応
用
し
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
動
力
機
械
の
導
入
も
、
こ
の
産
業
に
お
い
て
は
生
産
組
織
の
急
速
な
変
化
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
産
業
に
お
け

る
工
揚
制
度
へ
の
移
行
は
非
常
に
な
が
び
い
て
い
た
。
工
揚
制
度
へ
の
移
行
を
妨
げ
た
最
大
の
原
因
は
、
編
立
機
の
賃
貸
制
度
の
存
在
と

チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
豊
富
な
供
給
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
小
資
本
家
と
も
に
彼
等
の
収
入
の
大
き
な
部
分
を
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

手
編
機
の
賃
貸
を
簡
単
に
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
工
場
制
度
へ
の
移
行
の
よ
り
大
き
な
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

害
は
、
労
働
市
揚
に
お
け
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
豊
富
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
帯
は
本
質
的
に
農
業
地
帯
で
あ
っ
て
、
メ
リ
ヤ
ス

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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一
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

工
業
を
除
い
て
は
特
別
な
産
業
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
外
部
世
界
の
産
業
的
生
活
か
ら
比
較
的
切
離
さ
れ
て
お
り
、
子

供
達
は
当
然
の
事
と
し
て
父
の
仕
事
を
う
け
つ
い
で
い
た
。
し
か
も
長
期
に
わ
た
る
労
働
者
の
貧
窮
は
彼
等
の
向
上
心
を
な
く
さ
せ
、
多

く
の
労
働
者
は
、
低
賃
銀
、
長
時
間
労
働
、
労
働
の
不
規
則
性
が
支
配
的
で
あ
る
こ
の
家
内
工
業
に
留
ま
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
し

か
も
長
期
に
わ
た
る
不
規
則
な
労
働
の
慣
習
の
た
め
、
彼
等
は
工
揚
制
へ
の
移
行
が
も
と
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
も
、
厳
格
な
規
律
の
も

と
に
あ
る
工
揚
へ
の
移
動
を
嫌
っ
た
。

　
一
方
、
一
八
六
〇
年
頃
ま
で
に
次
第
に
工
場
制
生
産
も
開
始
さ
れ
て
は
い
た
。
勿
論
そ
れ
は
都
市
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
頃
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
で
は
、
約
二
一
〇
〇
台
の
回
転
編
立
機
、
三
〇
〇
〇
台
の
経
メ
リ
ヤ
ス
機
が
あ
り
、
ま
た
一
五
〇
〇
台
の
円
形
編
立
機
が
蒸

気
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
時
に
手
編
立
機
が
大
作
業
揚
に
集
中
さ
れ
る
過
程
も
著
し
く
進
ん
だ
。
た
と
え
ば
レ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

i
で
は
八
0
台
を
も
つ
一
業
者
が
あ
り
、
平
均
五
五
台
を
も
つ
二
〇
1
三
〇
の
作
業
揚
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
る
と
工
場
制
生
産
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
軌
、
そ
の
こ
と
は
、
一
八
六
二
年
に
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
に
従
事
す
る

も
の
一
二
万
人
の
う
ち
、
工
揚
法
の
適
用
を
う
け
た
も
の
は
約
四
千
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一

八
六
三
年
の
児
童
雇
用
委
員
会
も
、
全
体
と
し
て
こ
の
産
業
の
組
織
は
、
二
〇
年
前
の
調
査
の
時
と
変
ら
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
産

業
に
お
い
て
、
一
部
が
工
揚
制
度
へ
移
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
内
工
業
制
度
は
児
童
労
働
を
中
心
と
す
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
を

使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
存
続
し
て
い
た
。
ま
さ
に
メ
リ
ヤ
ス
工
業
の
悪
状
態
は
、
不
況
や
景
気
変
動
の
波
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
家
内
制
度
自
体
か
ら
切
離
さ
れ
ぬ
害
悪
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
動
力
機
械
に
よ
っ
て
生
産
を
行
う
工
揚
と
競
争
す

る
唯
一
の
手
段
は
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
武
器
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
児
童
労
働
の
濫
用
は
さ
け
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。



特
に
あ
ま
り
熟
練
を
必
要
と
し
な
い
が
、
で
き
る
だ
け
安
く
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
巻
返
し
（
≦
ぎ
α
ぎ
㎎
）
と
縫
付
け
（
ω
Φ
帥
誉
ぎ
α
q
）
の
工
程

は
、
多
く
が
家
内
労
働
者
の
自
宅
に
分
配
さ
れ
、
児
童
労
働
を
中
心
と
す
る
安
い
家
族
労
働
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
児
童
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
り
9
一
）

働
者
は
全
く
悲
惨
な
状
態
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
劣
悪
な
状
態
に
あ
っ
た
家
内
制
工
業
も
十
九
世
紀
末
に
工
揚
制
工
業
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
移
行
を
促
進
さ
せ
た
最

大
の
原
因
は
、
家
内
工
業
に
対
す
る
法
的
規
制
で
あ
っ
た
。
工
揚
に
対
し
て
は
始
め
か
ら
工
揚
法
が
適
用
さ
れ
、
工
揚
労
働
者
は
家
内
労

働
者
よ
り
は
る
か
に
良
い
条
件
の
も
と
に
働
い
て
お
り
、
以
前
に
工
揚
の
規
律
を
嫌
っ
て
い
た
家
内
労
働
者
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
一
方
、
家
内
労
働
者
に
対
し
て
は
、
一
八
六
七
年
に
仕
事
場
法
（
≦
9
訂
げ
8
＞
9
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
勿
論
、

零
細
な
幾
千
も
の
仕
事
揚
が
、
監
督
官
の
目
の
行
き
届
か
ぬ
錯
綜
し
た
裏
路
や
路
地
に
あ
っ
た
の
で
そ
の
効
果
は
疑
わ
し
か
っ
た
が
、
さ

ら
に
児
童
労
働
を
基
礎
と
す
る
家
内
工
業
組
織
を
崩
壊
せ
し
め
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
法
的
規
制
は
、
義
務
教
育
の
強
制
で
あ
っ
た
。

工
揚
法
お
よ
び
仕
事
揚
法
は
、
十
三
才
以
下
の
児
童
に
労
働
時
間
の
一
部
を
就
学
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
条
項
は
学
校
の
不
足
に
よ

っ
て
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
既
存
の
設
備
が
不
足
し
て
い
る
す
べ
て
の
地
方
に
お
け
る
義
務
教
育
の
条
項
を
定
め

た
一
八
七
〇
年
の
教
育
法
（
国
身
露
¢
9
》
9
）
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
八
七
六
年
に
は
遂
に
五
－
十
四
才
の
児
童
の
教
育

強
制
が
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
法
的
手
段
に
よ
っ
て
、
児
童
労
働
の
残
忍
な
収
奪
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
家
内
工
業
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
基
礎
は
非
常
に
大
き
く
掘
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
の
産
業
革
命
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
に
長
い
期
間
を
要
し
た
が
、
そ
れ

は
十
九
世
紀
の
第
三
・
四
半
期
か
ら
第
四
・
四
半
期
に
か
け
て
急
速
に
促
進
さ
れ
た
。
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
中
で
最
も
重
要

な
も
の
は
、
以
上
の
ぺ
て
き
た
法
的
規
制
に
よ
っ
て
児
童
労
働
を
中
心
と
す
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
が
次
第
に
不
足
し
て
き
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
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一
八
八

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
旦
変
化
が
起
る
と
そ
れ
は
累
積
的
に
続
い
た
。
こ
の
産
業
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
害
悪
で
あ
っ
た
編
立
機
の
賃

貸
制
も
、
工
揚
制
生
産
の
発
達
に
よ
っ
て
、
次
第
に
自
動
的
に
消
滅
し
て
行
き
、
一
八
七
四
年
に
賃
貸
制
を
禁
止
す
る
メ
リ
ヤ
ス
エ
業

（
賃
銀
）
法
（
匡
o
巴
①
量
冒
彗
蔑
8
け
ξ
①
〔
≦
轟
8
〕
》
9
）
が
制
定
さ
れ
た
時
も
、
ほ
と
ん
ど
反
対
も
な
し
に
通
過
し
て
し
ま
っ
た
程

　
　
（
器
）

で
あ
っ
た
。

　
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
を
工
揚
制
度
へ
移
行
さ
せ
た
他
の
原
因
と
し
て
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
当
時
の
英
国
の
産
業
化
過
程
の
特
徴
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艶
）

る
生
産
財
産
業
の
発
達
に
よ
っ
て
、
メ
リ
ヤ
ス
機
械
や
動
力
機
械
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
諸
外

国
の
競
争
が
激
烈
に
な
り
、
今
ま
で
の
よ
う
な
家
内
工
業
に
お
け
る
製
品
で
は
太
刀
打
ち
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
け
れ

（
2
6
）

ど
も
、
や
は
リ
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
入
手
困
難
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
十
九
世
紀
末
期
の
移
行
期
に
は
、
移
行
に
と
も
な
う
種
種
の
問
題
が
あ
っ
た
。
工
揚
生
産
の
到
来
と
と
も
に
、
企
業
者
の
地
位

と
機
能
は
変
化
し
、
古
い
組
織
で
は
自
ら
生
産
機
能
を
営
ま
な
か
っ
た
問
屋
は
製
造
販
売
を
行
う
近
代
的
意
味
で
の
企
業
者
と
な
り
、
仲

介
的
機
能
を
営
ん
で
い
た
買
継
商
も
同
様
に
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
生
産
を
行
う
企
業
者
と
い
う
新
階
級
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
だ

が
こ
の
産
業
に
お
い
て
は
、
安
価
な
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
小
資
本
を
も
っ
て
企
業
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
や
は
り
小
工
揚
が

支
配
的
で
あ
り
、
出
血
競
争
が
こ
の
時
期
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
問
屋
や
買
継
商
か
ら
転
化
し
た
企
業
者
は
、
以
前
の
家
内
工
業
組

織
で
は
生
産
に
携
わ
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
ら
生
産
を
営
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
新
ら
し
い
工
揚
組
織
に
お
い
て
も
、
原
価
計
算
に
対
し

て
は
全
く
無
知
で
あ
っ
て
、
機
械
の
減
価
償
却
を
な
さ
な
か
っ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
経
費
で
す
ら
も
コ
ス
ト
に
入
れ
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
企
業
者
は
正
し
い
利
潤
と
損
失
と
を
合
理
的
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
コ
ス
ト
以
下
で
製
品
を
売
っ
て
競
争
に



第七表　従業者数規模別企業数，総生産額，純生産額，従業者

　　　　数およぴ従業者一人あたり純生産額　　　　1930年

従業者数 従業者一
従業者数別企業規模 企業数 総生産額 純生産額 （下請労働 人当り純

者を除く） 生産額

11～24人 180 12081 406 3，186 127

25～49人 196 2，339 940 7，006 134

50～99人 189 4，796 1，854 132428 138

100～199人 126 6，559 2，585 17，877 145

200～299人 40 3，444 1，425 9，461 151

300～399人 21 2，906 1，183 7，291 162

400～499人 10 2，011 805 4，566 176

500～749人 21 4，482 1，820 12，412 147

750～999人 9 3，649 1，481 8，303 178

1，000人以上 12 8，277 3，855 21，880 176

計 804 39，544 16，354 105，410 155

英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業

F．A．Wells，op，cit．，p，207、

た
え
て
い
た
・
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
合
理
的
利
潤
計
算
に
基
づ
く
近

代
的
企
業
と
は
ま
だ
い
い
難
く
、
た
だ
動
力
機
械
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
の
み
工
揚
と
い
い
う
る
も
の
で

し
か
な
か
っ
た
。
大
企
業
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
利
潤
は
な
く
、
多
く

の
企
業
は
失
敗
し
て
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
れ
に
代
る
企
業
が

新
ら
し
く
入
り
こ
み
、
全
体
の
企
業
数
は
か
え
っ
て
増
加
し
て
い
っ

た
。
こ
れ
ら
小
企
業
は
大
企
業
に
対
す
る
最
後
の
武
器
を
ま
だ
チ
ー

プ
・
レ
ー
バ
に
執
拗
に
求
め
、
十
九
世
紀
の
最
後
の
二
十
年
間
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

農
村
に
工
揚
を
設
立
す
る
カ
が
強
く
働
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
に
お
け
る
産
業
革
命
は
、
そ

こ
に
お
け
る
編
立
機
の
賃
貸
制
や
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
の
豊
富
な
存
在

と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
、
非
常
に
お
く
れ
て
起
り
、
一
旦
到
来
し
て

も
決
し
て
一
度
に
そ
の
技
術
や
組
織
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
●

は
な
く
小
規
模
企
業
が
支
配
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
十
世
紀
初

頭
に
は
一
応
工
揚
制
度
を
確
立
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
一
つ
の
資
料
と
し
て
一
九
三
〇
年
の
セ
ン
サ
ス
を
第
七
表
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
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一
九
〇

あ
げ
て
お
こ
う
。
従
業
者
数
規
模
別
に
よ
っ
て
み
る
と
、
企
業
数
の
割
合
に
お
い
て
従
業
者
九
九
人
以
下
の
規
模
の
企
業
は
全
体
の
六
五

％
で
あ
っ
て
、
企
業
数
で
は
比
較
的
小
規
模
企
業
に
集
中
し
て
い
る
が
、
従
業
者
数
に
お
い
て
二
二
％
、
総
生
産
額
に
お
い
て
二
一
％
、

純
生
産
額
に
お
い
て
二
〇
％
を
全
体
に
お
い
て
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
い
ま
従
業
者
一
人
当
り
の
純
産
出
額
を
規
模
別
に
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

と
、
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
少
し
づ
つ
増
大
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
最
大
の
企
業
規
模
で
あ
る
従
業
者
数
一
〇
〇
〇
人
以
上
規

模
の
そ
れ
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
最
低
の
一
一
－
二
四
人
規
模
の
そ
れ
は
七
二
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
が
如
き
著
し
い
差
は
そ
こ
で

　
　
　
　
（
2
8
）

は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
は
、
製
品
の
種
類
に
応
じ
て
一
応
適
正
規
模
企
業
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
産
業
が
一
応
工
揚
制
へ
移
行
し
て
か
ら
も
、
比
較
的
小
規
模
企
業
が
多
か
っ
た
原
因
を
次
に
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
メ
リ
ヤ
ス

機
械
の
ほ
と
ん
ど
が
簡
単
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
な
生
産
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
小
規
模
工
揚
で
も
、
種
種
の
機
械
の
適

当
な
部
分
を
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
の
全
工
程
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
小
さ
な
資
本
で
も
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
第
二
に
、
製
品
に
あ
ま
り
標
準
化
が
行
わ
れ
ず
、
大
量
生
産
方
式
を
採
用
す
る
の
が
困
難
で
あ
ワ
て
、
一
企
業
が
そ
れ

ぞ
れ
の
生
産
工
程
に
専
業
化
す
る
こ
と
な
く
、
多
種
類
の
製
品
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
安
い
標
準
化
さ
れ
た
製
品
に
対
す
る
国

内
．
の
需
要
は
少
な
く
、
標
準
化
さ
れ
た
製
品
は
ア
メ
リ
カ
の
一
企
業
の
半
分
し
か
英
国
全
体
で
製
造
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、

英
国
の
高
賃
銀
を
も
っ
て
製
造
さ
れ
た
製
品
が
、
外
国
の
保
護
市
揚
で
た
た
か
う
た
め
に
は
、
標
準
化
さ
れ
た
製
品
よ
り
も
高
級
品
の
生

産
に
集
中
す
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
英
国
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
を
工
場
制
へ
の
移
行
の
後
も
小
工
業
に
と
ど
め
た
原
因

　
　
（
2
9
）

で
あ
っ
た
。



ぐ

（
1
）
　
≦
、
頃
，
中
O
o
瑳
戸
＞
O
o
目
一
器
国
o
O
昌
○
ヨ
ゆ
o
閏
謎
8
曙
9
］
W
ユ
5
ぎ
｝
マ
ひ
一
■
い
国
，
Ω
帥
b
げ
帥
目
鳩
距
ロ
国
o
O
昌
o
目
一
〇
閏
一
ω
8
蔓
o
胤

　
竃
o
α
段
昌
膨
二
け
巴
戸
＜
〇
一
’
担
マ
一
〇
〇
ρ
〈
o
ピ
H
押
や
嵩
一
’

　
　
「
多
分
こ
の
産
業
に
お
け
る
最
も
著
し
い
特
徴
は
、
家
内
制
組
織
の
非
常
に
な
が
い
期
間
に
わ
た
る
残
存
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年
代
に
な
っ
て
す

　
ら
も
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
労
働
者
の
大
部
分
は
・
自
宅
や
小
さ
な
仕
揚
で
働
い
て
い
た
編
立
工
で
あ
り
手
縫
工
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
ま
で
に
、
こ
の
古

　
い
組
織
の
消
減
は
不
可
避
に
み
え
た
け
れ
ど
も
、
工
揚
生
産
へ
の
移
行
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
長
期
間
を
必
要
と
し
た
。
」
コ
》
，
≦
巴
銅

　
6
げ
①
ω
ニ
ゴ
昌
国
8
δ
曙
↓
露
自
9
H
諾
頃
訪
8
藁
ゆ
β
α
○
薦
彗
試
暮
δ
P
冒
9
益
o
戸
む
雛
”
℃
ワ
云
－
弥
メ
リ
ヤ
ス
工
業
に
関
す
る
以
下
の
叙

　
述
は
・
こ
の
書
物
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
こ
の
書
物
の
一
部
は
、
資
料
と
し
て
次
の
書
物
の
中
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
「
エ
フ
・
エ
イ
・
ウ

　
ェ
ル
ズ
、
英
国
莫
大
小
工
業
史
」
藤
田
敬
三
編
「
世
界
産
業
発
達
史
研
究
」
昭
一
八
年
所
収
、
三
七
九
ー
九
五
頁
参
照
。
な
お
初
期
に
お
い
て
ホ
ー

　
ジ
ャ
リ
な
る
用
語
は
、
専
ら
靴
下
生
産
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
こ
の
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
史
も
主
と
し
て
靴
下
生
産
の
歴
史
を
意
味
し
て
い
る
。

（
2
）
　
男
｝
≦
巴
β
o
や
9
∬
℃
℃
，
舘
ー
い
小
松
芳
喬
「
英
国
産
業
革
命
史
」
昭
二
八
年
、
六
三
ー
四
頁
。

（
3
）
　
H
げ
一
P
b
や
ω
t
い
な
お
、
チ
ェ
ム
バ
ー
ズ
も
、
こ
の
移
行
の
原
因
と
し
て
、
低
廉
労
働
力
、
低
家
賃
、
低
食
料
品
価
格
、
カ
ム
パ
ニ
ー
の
干

　
渉
か
ら
の
自
由
等
を
あ
げ
て
い
る
。
い
U
・
○
げ
憩
昌
げ
Φ
屋
”
2
0
詳
ヨ
凶
ゴ
讐
一
諾
三
8
ぎ
夢
o
国
黄
窪
＄
目
一
げ
O
o
口
菖
↓
ど
■
2
こ
O
P
お
器
”
や
3
■

（
4
）
一
■
∪
。
O
冨
ヨ
げ
o
β
o
や
o
一
壁
”
署
、
一
〇
一
－
鯉
や
一
一
〇
■

（
5
）
　
閂
》
妻
9
5
0
や
9
f
弓
唱
・
＄
l
N
9
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
の
中
に
は
、
百
台
以
上
も
編
立
機
を
所
有
し
て
貸
し
つ
け
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。

　
O
げ
鈴
巨
び
R
即
o
や
o
一
f
b
や
一
這
i
8
■

（
6
）
　
「
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
の
機
能
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、
彼
の
賃
貸
す
る
編
立
機
の
賃
料
を
支
払
う
製
造
業
者
へ
原
料
を
供
給
す
る
と
い
う
生
産
的

　
機
能
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
（
独
立
し
て
自
分
で
編
立
機
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
も
）
仕
事
を
与
え
、
完
成
品
を
販
売
し
て
や
る
と
い
う
商
業
的

　
機
能
で
あ
る
。
」
Ω
属
ヨ
富
β
O
や
9
～
ワ
一
8
。

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
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3
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二

（
7
）
H
げ
一
ρ
署
」
舘
I
o
。
，

（
8
）
　
「
あ
る
場
合
に
は
、
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
と
生
産
者
と
の
間
に
た
つ
単
な
る
取
次
業
者
と
し
て
一
定
の
手
数
料
を
と
っ
た
。
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、

　
少
数
の
職
人
と
徒
弟
を
使
う
仕
事
場
を
も
ち
、
自
身
も
編
立
機
で
働
く
親
方
が
こ
の
機
能
を
果
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
」
≦
Φ
一
5
0
や
9
£
ワ
謡
・

（
9
）
≦
。
一
劃
8
・
。
一
け
‘
や
刈
命

（
鮒
）
H
げ
一
F
や
鐸
チ
ェ
ム
バ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
中
古
の
編
立
機
で
六
－
一
〇
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
の
賃
貸
料
は
一
i
ニ
シ
リ
ン
グ
と
し
て
い
る
。

　
O
ξ
ヨ
び
①
ヲ
o
や
o
F
サ
嵩
○
■

（
n
）
　
チ
ェ
ム
バ
ー
ズ
は
、
自
分
の
所
有
し
て
い
る
編
立
機
二
〇
1
三
〇
台
を
賃
貸
し
、
そ
れ
と
同
時
に
問
屋
か
ら
の
編
立
機
を
三
〇
1
四
〇
台
を
又

　
貸
し
て
、
自
分
の
も
の
に
は
㎝
台
に
つ
き
一
シ
リ
ン
グ
九
ペ
ン
ス
の
賃
料
、
又
貸
し
て
い
る
も
の
に
は
一
台
に
つ
き
一
シ
リ
ン
グ
を
自
分
の
ふ
と
．
】

　
ろ
に
入
れ
、
編
立
機
を
貸
す
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
一
週
四
－
五
ポ
ン
ド
の
収
入
を
あ
げ
て
い
る
買
継
商
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
O
訂
ヨ
富
量
o
や

s，　d．

　　1133＿　　4
4

11

　3

一編立機につ
いての週平均
生産額…一

週控除額

⊥
2

縫付け・

針……

油…・…

　
主
2

3
　
　
　
1
　
　
　
3

1

1

　193＿
　4

内I

　l蝋燭・一・…

　、
　　石炭・・甲…・…

　　揚代曾………

　　仲介料…一
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9
f
ゆ
嵩
ρ
普
通
は
大
体
五
〇
％
の
水
ま
し
を
し
て
又
貸
を
し
て
い

　
た
よ
う
で
あ
る
。
一
び
箆
こ
サ
旨
P

（
1
2
）
　
≦
巴
一
9
0
や
9
け
こ
や
刈
N
・

（
1
3
）
　
一
八
一
一
年
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
控
除
の
内
容
を
示
す
と
上
の

　
よ
う
に
な
る
。
H
獣
P
｝
や
N
9

（
1
4
）
　
一
〇
歳
頃
よ
り
子
供
達
は
徒
弟
制
度
の
も
と
で
働
か
さ
れ
、
奴
隷

　
状
態
に
お
か
れ
て
お
り
、
自
分
の
食
費
や
寄
宿
費
の
た
め
と
親
方
の
た

　
め
に
大
人
よ
り
多
く
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
時
に
は
そ
の
上
、
食

　
費
や
寄
宿
費
を
親
か
ら
支
払
わ
せ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
H
玄
F
や
o
。
N
・

う



（
1
5
）
　
コ
ベ
ッ
ト
も
、
一
八
一
二
年
に
そ
の
状
態
を
き
い
て
、
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
そ
こ
で
働
く
人
人
は
皆
と
っ
く
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
に

　
ち
が
い
な
い
、
と
の
ぺ
て
そ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
H
げ
一
皇
や
旨
P

（
1
6
）
H
げ
一
ρ
暑
■
。
い
ー
“
竈
」
い
い
ー
い

（
1
7
）
　
編
立
機
へ
の
蒸
気
力
の
応
用
の
先
鞭
は
、
ペ
イ
ジ
ェ
ッ
ト
（
b
お
①
け
）
の
一
八
四
四
年
に
製
造
し
た
円
形
メ
リ
ヤ
ス
機
（
9
3
巳
畦
砕
帥
日
①
）
に

　
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
極
め
て
有
利
に
動
力
に
よ
っ
て
運
転
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
い
で
一
八
四
七
年
に
タ
ゥ
ン
セ
ン
ド
（
↓
o
≦
霧
魯
e

　
が
円
形
畝
編
メ
リ
ヤ
ス
機
（
9
ま
巳
巽
ユ
げ
ぼ
塁
お
）
の
特
許
を
と
っ
た
。
更
に
バ
ー
ト
ン
（
閃
弩
8
菖
は
一
八
五
四
年
に
、
同
時
に
数
個
の
編

　
靴
下
を
製
造
す
る
機
械
を
発
明
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
機
械
に
お
い
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
コ
ッ
ト
ン
（
0
9
8
ロ
）
が
一
八
六
四
年

　
に
特
許
を
得
た
、
回
転
機
械
装
置
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
平
型
編
立
機
（
自
暮
ぼ
卑
巨
Φ
身
ミ
窪
ξ
3
鼠
藁
9
①
9
き
δ
ヨ
）
で
、
そ
の
応
用
性

　
は
著
し
く
、
後
に
一
時
に
一
ダ
ー
ス
以
上
も
の
靴
下
を
生
産
す
る
に
十
分
な
程
に
大
型
に
な
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
メ
リ
ヤ
ス
製
品
に
使
用

　
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
H
び
こ
‘
づ
℃
一
茸
1
9
0
げ
帥
ヨ
げ
震
ω
｝
o
や
9
f
や
ご
伊

（
B
）
　
一
八
五
四
年
、
議
会
の
調
査
委
員
会
は
、
編
立
機
の
賃
貸
制
に
つ
い
て
、
製
品
の
販
売
か
ら
生
ず
る
利
潤
以
外
の
こ
の
よ
う
な
間
接
的
利
潤
は
、

　
他
の
産
業
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
い
と
の
べ
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
法
律
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
多
く
の
メ
リ
ヤ
ス
業
者
も
、
こ
の
産
業

　
に
お
け
る
家
内
工
業
の
存
在
は
、
こ
の
賃
貸
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
も
し
か
か
る
法
律
が
議
会
を
通
過
し
て
い
た
な
ら
ば
、

　
工
揚
制
度
へ
の
移
行
は
は
や
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
、
議
会
は
干
渉
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
≦
Φ
一
声
o
や
9
f
や
一
ミ
・

（
1
9
）
　
H
玄
α
こ
℃
、
一
＆
’

（
2
0
）
　
O
げ
帥
ヨ
げ
①
誘
㌧
○
や
9
f
や
o
。
N
，

（
班
）
　
≦
O
一
一
ω
｝
O
℃
O
F
b
や
一
ミ
ー
O
。
，

（
2
2
）
　
一
八
六
三
年
の
児
童
雇
用
委
員
会
の
調
査
に
お
け
る
一
証
人
は
次
の
よ
う
に
の
ぺ
て
い
る
。
「
こ
こ
で
は
子
供
達
は
、
非
常
に
小
さ
い
時
か
ら

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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一
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四

手
袋
の
縫
合
せ
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
私
の
妹
は
い
ま
五
歳
半
で
す
が
、
と
て
も
多
く
の
指
を
縫
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
二
年
前
か
ら
そ
の
仕
事

’
を
や
っ
て
い
る
く
ら
い
に
利
口
で
す
。
そ
の
子
は
テ
ー
ブ
ル
に
あ
る
蝋
燭
の
光
が
み
え
る
よ
う
に
台
の
上
に
立
っ
て
い
つ
も
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

私
は
多
く
の
子
供
達
が
そ
の
年
ぐ
ら
い
で
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
を
ず
っ
と
み
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
で
も
そ
う
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

小
さ
い
時
か
ら
始
め
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
上
手
に
な
る
か
ら
で
し
よ
う
。
両
親
は
子
供
達
の
年
の
こ
と
は
か
ま
い
ま
せ
ん
。
小
さ
な
子
供
達
は
お
恥
ず

か
し
い
く
ら
い
に
夜
お
そ
く
ま
で
働
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
木
曜
、
金
曜
な
ど
は
夜
の
十
一
時
か
十
二
時
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
。
．
．
…
・
母
親
は
、
子

供
達
が
仕
事
を
続
け
る
よ
う
に
、
子
供
達
の
膝
を
し
ば
り
つ
け
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
子
供
達
が
居
眠
り
を
す
る
と
た
た
い
て
起
し
ま
す
。
子
供

達
を
し
ば
り
つ
け
て
お
け
ば
、
た
た
か
れ
た
り
、
眠
っ
た
り
し
た
時
で
も
下
に
落
ち
ま
せ
ん
。
：
。
：
・
子
供
達
は
、
縫
合
せ
を
す
る
と
て
も
多
く
の
手

袋
の
指
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ぱ
寝
に
行
か
れ
な
い
の
で
す
。
」
H
げ
一
F
b
」
蟄
・

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

　
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
江
皇
℃

（
2
8
）

　
1
九
人
規
模
三
〇
・
二
、

　
は
一

　
収
、

H
g
q
こ
や
一
■
ω
9

H
三
α
こ
や
一
＄
■

H
げ
己
‘
℃
や
一
N
ω
ー
弁

H
げ
己
‘
℃
や
一
N
N
I
o
o
曾

農
村
に
お
け
る
企
業
の
労
働
者
の
賃
銀
は
、
都
市
に
お
け
る
労
働
組
合
の
確
立
し
て
い
る
企
業
の
労
働
者
の
賃
銀
の
三
〇
ー
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
一
〇
9

一
九
五
土
年
の
日
本
に
お
け
る
製
造
工
業
の
規
模
別
一
人
当
り
付
加
価
値
差
を
み
る
と
、
一
、
○
○
○
人
以
上
規
模
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
ー
一
九
人
規
模
三
六
二
一
一
、
二
〇
ー
四
九
人
規
模
四
五
・
四
と
な
っ
て
い
る
。
（
一
九
四
九
年
の
英
国
製
造
工
業
で

一
ー
二
四
人
規
模
は
九
〇
・
○
で
あ
る
。
）
（
山
中
篤
太
郎
「
合
理
化
と
中
小
企
業
」
山
中
編
「
中
小
企
業
の
合
理
化
。
組
織
化
」
昭
三
三
年
所

一
七
頁
参
照
。
）
し
か
し
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
だ
け
を
と
っ
て
規
模
別
に
同
じ
こ
と
を
み
る
と
、
規
模
別
に
は
あ
ま
り
大
き
な
差
異
が
な
い
。
（
中



’

　
小
企
業
庁
「
規
模
別
構
造
よ
り
み
た
日
米
工
業
の
比
較
」
昭
三
二
年
、
一
六
二
頁
参
照
。
）
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
英
国
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
と
現
在
の

　
日
本
の
そ
れ
と
を
平
面
的
に
な
ら
べ
る
と
、
こ
の
産
業
に
関
し
て
は
両
者
の
性
格
は
相
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
前
者
で
は
従
業

　
者
構
成
比
に
お
い
て
九
九
人
規
模
以
下
は
二
二
％
し
か
し
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
で
は
七
九
％
も
し
め
て
お
り
、
ま
た
前
者
で
は
一
、
○

　
○
○
人
以
上
規
模
企
業
の
も
つ
割
合
が
か
な
り
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
で
は
一
、
○
○
○
人
以
上
規
模
企
業
は
一
つ
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
こ
の
よ
う
な
日
本
の
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
の
零
細
性
か
ら
み
て
、
両
者
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
9
，
）
　
≦
〇
一
一
の
｝
o
や
9
f
℃
℃
■
8
0
1
一
軌
■

　
　
　
　
　
　
　
第
五
章
　
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
地
帯
に
お
け
る
匁
物
小
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
現
在
に
お
い
て
も
、
刃
物
工
業
は
小
規
模
経
営
が
支
配
的
で
あ
り
、
歴
史
的
に
み
て
も
産
業
革
命
が
終
了
し
た
十
九
世
紀
半
頃
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
も
、
ま
だ
そ
の
生
産
組
織
に
お
い
て
は
家
内
工
業
制
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ま
ず
刃
物
工
業
の
展
開
過
程
を
み
て
み
よ
う
。

　
刃
物
工
業
が
最
初
に
確
立
さ
れ
た
の
は
・
ン
ド
ン
で
あ
る
が
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
す
で
に
十
四
世
紀
に
そ
の
基
礎
は
確
立

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
製
品
は
他
地
方
に
も
相
当
の
名
声
を
博
し
て
い
た
。
十
六
世
紀
で
は
そ
の
製
品
は
外
国
市
揚
に
向
け
ら
れ
、
十
七
世

紀
で
は
・
ン
ド
ン
刃
物
業
者
の
脅
威
と
な
り
、
十
八
世
紀
で
は
ロ
ン
ド
ン
の
地
位
は
か
な
り
低
く
な
り
、
十
九
世
紀
半
頃
ま
で
に
、
シ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
刃
物
工
業
の
集
中
は
全
く
完
成
し
た
。

　
こ
の
産
業
に
お
い
て
も
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
と
同
じ
く
、
動
力
と
し
て
蒸
気
力
が
水
力
に
代
る
過
程
は
非
常
に
遅
遅
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
そ
の
過
程
の
一
例
と
し
て
研
磨
工
程
に
お
け
る
動
力
の
推
移
を
表
に
示
す
と
第
八
表
の
よ
う
に
な
り
、
十
九
世
紀
半
頃
に
著
し
く
そ

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



第八表　シェフィールド匁物工

　　　　業の研磨工程における

　　　　動力の変化

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3

蒸気力水力
　　　　　3

　　　　50

　　　　80

　　　132

300～400

　　　300

83

0
1
6
3
2
1
2
8

年

1794

1841

1857

1865

1889

1908

G．1．H．Lloyd、The　Cutlery
Tr“des，P，179，

た
。
彼
等
は
自
ら
道
具
や
設
備
を
所
有
し
て
お
り
、

必
要
と
せ
ら
れ
る
資
本
は
非
常
に
少
な
く
て
す
ん
だ
か
ら
、

が
小
親
方
へ
の
地
位
に
移
行
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、

性
を
も
た
な
か
っ
た
。

　
小
親
方
と
い
っ
て
も
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
と
同
じ
く
自
ら
間
屋
的
機
能
ま
で
営
む
資
本
家
的
地
位
に
あ
る
も
の
か
ら
、
事
実
上
の
賃
労
働

者
の
地
位
に
あ
る
も
の
ま
で
も
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
は
、
自
分
自
身
が
小
規
模
の
問
屋
で
も
あ
っ
て
、
自
分
は
ほ
と
ん
ど

仕
事
を
せ
ず
に
、
下
請
労
働
者
を
利
用
し
て
生
産
を
行
う
小
親
方
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
原
料
を
買
っ
て
そ
れ
を
下
請
仕
事
に
出
し
、
大
企

業
が
お
よ
ば
な
い
よ
う
な
低
い
価
格
で
地
方
都
市
に
そ
の
製
品
を
売
り
さ
ば
い
て
い
た
。
他
方
に
は
、
自
分
自
身
も
二
人
か
ら
六
人
位
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

の
移
行
が
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
工
揚
制
組
織
に
よ
っ
て
生
産
を
営
む
大
規
模
工

揚
の
数
も
以
後
増
大
し
て
く
る
け
れ
ど
も
、
大
多
数
の
企
業
は
家
内
工
業
組
織
の
な
か

に
ふ
み
止
ま
っ
て
い
た
。
工
場
調
査
官
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
一

五
、
九
七
〇
人
の
十
才
以
上
の
刃
物
工
業
労
働
者
は
二
、
七
三
二
の
事
業
所
で
働
い
て

お
り
、
平
均
す
る
と
五
人
の
男
子
と
一
人
の
女
子
労
働
者
が
一
事
業
所
に
働
い
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
産
業
で
は
十
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で
、
形
だ
け
の
独
立
を
保
持
す
る
小
親
方

（一

一
①
巨
器
8
擁
）
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
生
産
組
織
に
お
け
る
特
徴
で
あ
っ

　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
生
産
を
行
っ
て
き
た
。
使
用
さ
れ
る
道
具
は
簡
単
で
あ
り
、

　
　
　
　
小
さ
な
家
内
仕
事
揚
に
よ
る
生
産
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
職
人

　
　
　
そ
れ
は
頻
繁
に
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
普
通
は
こ
れ
ら
小
企
業
は
あ
ま
り
永
続



労
働
者
と
一
諸
に
働
く
小
親
方
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
仕
事
揚
と
し
て
建
物
の
一
部
屋
を
賃
借
し
て
、
大
企
業
か
仲
介
商
人
（
鼠
9
9
）
の

下
請
仕
事
を
し
て
い
た
。
刃
物
工
業
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
問
屋
制
家
内
工
業
組
織
が
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
ま
た
支
配
的
で
あ

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

っ
た
。

　
十
八
世
紀
末
頃
ま
で
は
、
仲
介
商
人
は
・
ン
ド
ン
や
ハ
ル
の
大
商
人
と
家
内
工
業
者
と
の
間
の
仲
介
業
者
と
し
て
行
動
し
て
い
た
。
大

商
人
は
刃
物
製
品
を
外
国
市
揚
に
も
輸
出
し
て
お
り
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
刃
物
製
品
の
主
要
な
捌
口
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
同
時
に
ア
）
の
産

業
が
必
要
と
す
る
原
料
の
主
要
な
輸
入
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
刃
物
業
者
に
長
期
間
の
信
用
を
与
え
て
お
り
商
業
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

本
家
と
し
て
こ
の
産
業
を
支
配
し
、
そ
の
仲
介
を
な
し
た
の
が
仲
介
商
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
に
お
け
蚤
問
屋
↓
買

継
商
↓
親
方
と
い
う
関
係
と
同
様
な
関
係
が
こ
こ
で
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
多
く
の
仲
介
商
人
は
次
第
に
そ

の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
大
商
人
か
ら
の
支
配
を
脱
脚
し
て
自
ら
富
裕
な
製
造
商
人
と
な
リ
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
刃
物
工
業
を
急
速
に
拡
大
さ

せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
十
九
世
紀
半
頃
ま
で
に
、
彼
等
の
中
か
ら
・
ン
ド
ン
だ
け
で
な
く
外
国
に
ま
で
そ
の
出
先
機
関
を
も
つ
者
ま
で
あ

　
　
　
　
　
（
7
）

ら
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
商
人
鮭
問
屋
に
対
し
、
事
実
上
の
賃
労
働
者
的
地
位
に
あ
る
小
親
方
は
、
資
本
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
非
常
に
弱
い
立
揚
に
あ

り
．
常
に
問
屋
か
ら
の
圧
迫
を
受
け
て
い
た
。
彼
等
は
問
屋
に
よ
っ
て
仕
事
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
資
力
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

問
屋
が
普
通
の
価
格
よ
り
低
い
価
格
で
な
け
れ
ば
小
親
方
の
製
品
を
受
取
ら
な
い
こ
と
は
よ
く
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

親
方
は
受
取
っ
た
金
か
ら
、
仕
事
揚
、
動
力
、
工
具
等
の
借
賃
も
さ
し
ひ
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
親
方
の
中
に
は
大
企
業
の
下
請

仕
事
を
や
る
も
の
も
お
り
、
ま
た
そ
の
工
揚
自
体
の
中
で
も
こ
の
下
請
制
は
も
ち
こ
ま
れ
て
い
た
。
工
揚
労
働
者
は
普
通
五
i
六
人
の
グ

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七



第九表　シェフィールドにおける匁物およぴそれに関連する工

　　　業の主要分野における従業者数の変化

19081891187118511830

橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3

2，380　　　4，000　　　5ン750　　　6，550　　　6，000

2，672　3，750　5，250　5，400　5，000

　717　　　　650　　　　600　　　　555　　　　200

　654　　　　800　　　1ン260　　　1，625　　　2，000

887　1，200　1，350　1，225　1ρ00
　535　　　　800　　　　900　　　1．000　　　1．050

7，845　　11，000　　15，110　　16，355　　15，250

1，458　．3，750　5，567　5，871　5，500

　463　　　　950　　　1，250　　　1，169　　　1，200

　603　　　17100　　　1，692　　　3，348　　　3，200

スプリングナイフ工業

テーブル及ぴ肉切りナイフエ業

スティールフォーク工業

剃刀工業

鋏工業

鎌類及ぴその他の工業

全匁物工業

鍾工業

鋸工業

工具工業

10．369　　16，800　　23，619　　25，748　　25，150計総

I　p．158．G．1、H。Lloyd，op．cit，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

ル
L
．
7
に
わ
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
親
方
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
親
方

は
企
業
者
か
ら
仕
事
を
請
負
い
、
労
働
者
の
使
う
工
具
の
借
賃
や
そ
の

他
の
経
費
を
企
業
者
に
支
払
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
工
揚
組
織
の
中
に
お

け
る
古
い
組
織
の
粘
り
強
い
残
存
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
苛
酷
な
条
件
を
上
か
ら
強
い
ら
れ
つ
つ
も
、
家
内
工
業

が
執
拗
に
残
存
し
て
い
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
は
、
問
屋
か
ら
の
圧
迫
を
、
小
親
方
が
自
分
の
使
う
労
働
者
や

下
請
労
働
者
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
と
同
様
に
、
形
式
ば
か
り
に
な
っ
た
徒
弟

制
を
利
用
し
て
の
安
い
未
成
年
労
働
者
の
ひ
ろ
い
使
用
に
よ
っ
て
も
行

　
（
1
0
）

わ
れ
た
。
ま
た
こ
の
産
業
は
十
九
世
紀
後
半
で
は
沈
滞
し
て
お
り
、
第

九
表
に
示
さ
れ
る
如
く
雇
用
数
の
大
き
な
増
加
は
な
く
、
こ
の
地
方
は

慢
性
的
な
過
剰
労
働
市
揚
を
と
も
な
い
、
必
然
的
に
豊
富
な
チ
ー
プ
・

レ
ー
バ
ー
の
利
用
を
可
能
に
さ
せ
た
。
し
か
も
一
部
大
き
な
業
者
は
機

械
的
生
産
へ
と
移
行
し
た
た
め
、
家
内
工
業
者
は
自
分
の
雇
用
す
る
労

働
者
を
搾
取
し
て
安
い
製
品
を
売
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
競
争
に



耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
工
揚
労
働
者
よ
り
も
家
内
労
働
者
は
は
る
か
に
悪
劣
な
条
件
の
も
と
に
働
か
さ
れ
て
い

（
n
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
。
し
か
も
刃
物
工
業
全
体
の
労
働
者
の
平
均
賃
銀
は
、
必
要
と
さ
れ
る
熟
練
度
の
割
合
か
ら
み
る
と
低
い
水
準
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

家
内
労
働
者
は
無
数
の
小
さ
な
仕
事
揚
に
分
散
し
て
働
い
て
い
る
の
で
、
団
結
は
困
難
で
あ
り
、
雇
主
に
対
し
て
大
き
な
譲
歩
を
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
上
刃
物
工
業
に
お
け
る
労
働
は
多
く
の
揚
合
特
に
高
い
熟
練
を
必
要
と
す
る
も
の
で
も
、
ま
た
特
別
の
体
力
を
要

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
か
ら
も
豊
富
な
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
を
邪
げ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
こ
の
産
業
に
お
い
て
も
、

メ
リ
ヤ
ス
エ
業
と
同
業
に
、
家
内
工
業
が
十
九
世
紀
末
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
重
要
な
条
件
と
し
て
、
豊
富
な
チ
ー
プ
．
レ
ー
バ
ー
の
存

在
と
そ
の
利
用
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
製
品
そ
の
も
の
の
性
楕
、
つ
ま
り
刃
物
製
品
の
型
と
デ
ザ
イ
ン
の
無
数
の
種
類
に
よ
る
標
準
化
の
困
難
と
い

う
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
刃
物
工
業
で
は
、
慣
習
、
嗜
好
、
個
人
的
趣
味
と
い
っ
た
も
の
が
、
製
品
の
種
類
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
あ
る
地
域
へ
は
角
の
柄
を
つ
け
て
売
っ
て
い
る
ポ
ケ
ソ
ト
ナ
イ
フ
を
、
他
の
地
域
で
は
動
物
の
骨
や
木
の
柄
を
つ

け
て
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
製
品
の
標
準
化
を
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
困
難
に
し
、
生
産
過
程
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

お
け
る
機
械
化
を
非
常
に
邪
げ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
産
業
の
生
産
組
織
を
古
く
か
ら
支
配
し
て
い
た
家
内
工
業
組
織
も
非
常
に
ゆ
っ
く
り
し
た
速
度
で
は
あ
る
が
、
古
い
下

請
制
を
工
場
内
に
持
ち
こ
み
つ
つ
も
、
十
九
世
紀
末
か
ら
次
第
に
工
揚
組
織
へ
と
そ
の
地
位
を
譲
渡
し
て
行
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

原
因
と
し
て
、
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
児
童
労
働
の
法
的
規
制
に
よ
る
減
少
、
蒸
気
動
力
を
基
礎
と
す
る
機
械
的
生

　
　
　
　
（
め
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

産
方
法
の
進
展
、
外
国
か
ら
の
競
争
に
よ
る
刺
激
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
結
果
刃
物
工
業
に
お
け
る
家
内
労
働
者
の
数
は

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



　
　
　
　
　
一
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経
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学
研
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3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

次
第
に
減
少
し
て
い
き
、
工
揚
内
に
賃
銀
労
働
者
と
し
て
入
り
こ
ん
で
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
労
働
者
は
彼
等
の
以
前
も
っ
て
い
た
万
能
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

熟
練
を
失
い
、
簡
単
な
専
門
的
生
産
工
程
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
だ
が
以
上
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
と
は
い
え
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
、
ま
だ
か
な
り
の
程
度
の
下
請
労
働
者
が
存
在
し
て

　
（
1
8
）

い
た
し
、
ま
た
機
械
的
生
産
方
法
の
大
き
な
進
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
労
働
に
よ
る
生
産
も
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ど
こ
ろ
か
、

英
国
刃
物
工
業
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
か
な
り
強
く
残
っ
て
い
た
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
等
の
競
争
国
と
く
ら
べ
る
と
、
高

級
品
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
名
声
を
得
て
い
た
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
刃
物
工
業
は
、
機
械
的
生
産
方
法
に
お
い
て
ず
っ
と
お
く
れ
た
状
態
に
あ

　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
下
請
労
働
者
を
除
い
た
企
業
規
模
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
今
日
で
す
ら
、
こ
の
産
業
に
お
い
て
は
、
下
請
労
働
者
や
小
親
方
が
存
在
し
、
大
規
模
工
揚
で
す
ら
、
こ
の
下
請
組
織
を
利
用
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
揚
合
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
、
現
在
で
も
こ
こ
で
は
小
企
業
が
圧
倒
的
に
多

い
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模
生
産
が
著
し
く
大
き
な
原
因
と
し
て
は
、
一
種
類
の
刃
物
製
品
に
つ
い
て
限
ら
れ
た
市
場
し
か
も
つ
こ
と
が
で

き
ず
、
多
種
少
量
生
産
が
こ
の
産
業
で
は
支
配
的
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
あ
ま
り
高
度
に
機
械
化
さ
れ
な
い
小
規
模
企
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

方
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
在
に
お
い
て
は
、
刃
物
工
業
が
小
規
模
工
業
で
あ
る
こ
と
は
、
主

と
し
て
適
度
規
模
論
的
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
十
九
世
紀
末
期
に
至
る
ま
で
の
こ
の
産
業
に
お
け
る
家
内
工
業
の
支
配
を
説
明
す

る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
因
は
、
現
在
で
は
そ
れ
程
の
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
産
業
に
お
け
る
労
働
条
件
が
、
一
般
産
業
よ
り
も
低
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
産
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

お
い
て
小
規
模
企
業
を
存
立
さ
せ
て
い
る
条
件
の
一
つ
と
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



（
1
）
　
一
九
五
一
年
に
お
い
て
、
約
七
〇
〇
の
企
業
の
う
ち
、
従
業
者
数
一
〇
人
以
下
規
模
の
企
業
数
約
五
〇
〇
、
一
一
－
四
九
人
規
模
は
一
一
〇
、

　
五
〇
1
九
九
人
規
模
は
二
五
、
一
〇
〇
ー
一
九
九
人
規
模
は
一
八
、
二
〇
〇
人
以
上
規
模
は
一
一
（
こ
の
う
ち
五
〇
〇
人
以
上
規
模
は
四
）
と
い
う

　
企
業
数
の
割
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
企
業
の
総
従
業
者
数
は
一
四
、
○
○
O
I
一
五
、
○
○
○
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
、
五
〇
人
以
下
規
模
企
業
の

　
従
業
者
数
の
割
合
は
三
〇
％
、
一
〇
〇
人
以
下
規
模
企
業
に
す
る
と
そ
の
割
合
は
四
五
％
、
二
〇
〇
人
以
下
規
模
企
業
で
み
る
と
全
体
の
六
〇
％
に

　
も
あ
た
る
。

　
q
ω
二
還
a
こ
↓
富
ω
貫
一
8
9
8
0
頃
ω
ユ
虹
旨
H
注
臣
梓
藁
一
＜
〇
一
’
月
O
げ
ε
■
図
H
〆
↓
ぽ
O
暮
一
①
曙
、
H
、
冨
臨
o
（
σ
、
串
↓
9
毒
器
区
y
O
総
亭

　
げ
ユ
α
α
q
ρ
一
3
0
0
｝
℃
℃
、
鴇
O
－
o
o
O
■

　
一
九
四
八
年
に
お
い
て
も
同
様
の
割
合
で
、
こ
の
産
業
は
そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
。
中
↓
○
妻
霧
窪
昏
．
国
8
8
ヨ
δ
↓
富
o
曙
ゆ
昌
α

　
浮
①
○
葺
一
Φ
q
6
冨
α
Φ
ω
｝
、
、
国
8
ロ
o
目
一
8
り
2
①
乏
の
¢
ユ
o
即
＜
o
一
，
N
一
“
2
9
0
c
ρ
》
β
㎎
羨
け
ド
3
♪
℃
マ
8
ひ
I
y

（
2
）
い
胃
○
蜀
嘗
鎖
葺
ぎ
国
。
8
・
巨
。
霞
馨
蔓
。
出
ぎ
号
ヨ
騨
富
旦
＜
。
一
・
押
寧
言
1
ω
”
く
。
一
・
月
唱
。
。
口
N
9
旨
。
。
・

（
3
）
ロ
・
｝
亘
罠
。
9
二
①
q
一
、
β
号
即
碧
田
。
・
け
＆
8
一
国
ω
ω
塁
三
昌
。
国
。
8
。
巨
8
。
剛
望
巴
一
－
の
鼠
。
即
・
＆
。
5
p
H
L
。
旨
。
p
這
一
い
・

　
○
げ
帥
や
H
＜
唱
弓
や
N
o
o
ー
一
〇
9

　
な
お
、
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
ヘ
集
中
し
た
大
き
な
原
因
は
、
こ
の
地
方
の
技
術
が
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
時
に
、
製
鋼
業
が
古
く
か
ら

　
発
達
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
H
げ
置
こ
℃
や
a
l
O
．
ゆ
ξ
P
o
や
9
f
サ
総
ピ

（
4
）
匿
o
旨
4
ε
，
。
F
b
，
一
〇
。
p

（
5
）
H
σ
一
“
や
這
o
。
。

（
6
）
　
こ
の
よ
う
な
大
商
人
と
家
瞬
生
産
者
と
の
間
に
介
在
す
る
仲
介
商
人
は
、
匁
物
工
業
以
外
の
金
属
工
業
に
お
い
て
も
、
十
八
世
紀
に
お
い
て

　
、
匿
9
9
、
あ
る
い
は
．
8
験
鹸
窪
、
と
い
う
名
称
で
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
る
。
日
ω
・
》
。
。
げ
ε
P
、
【
、
冨
ヨ
9
一
鴇
ユ
a
閃
薯
9
目
こ
9

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二

　
一
N
8
1
一
〇
。
い
ρ
U
o
コ
α
O
p
一
3
ρ
ウ
a
●
邦
訳
四
七
頁
。

（
7
）
　
い
一
β
9
0
ウ
9
け
こ
も
や
鴇
刈
I
P

（
8
）
　
十
九
世
紀
末
の
こ
の
産
業
に
お
け
る
慣
行
に
詳
し
い
知
識
を
も
つ
一
人
は
議
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。
「
下
請
業
者
は
、
小

　
商
人
や
問
屋
へ
仕
事
を
求
め
に
行
き
ま
す
。
彼
は
そ
こ
で
は
今
手
も
と
に
註
文
が
な
い
か
ら
、
や
る
仕
事
が
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
彼
は
出
来
る
限

　
り
い
く
つ
も
の
問
屋
へ
行
き
ま
す
が
、
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
彼
は
始
め
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
、
も
っ
と
安
い
値
段

　
で
仕
慕
を
や
る
な
ら
、
貯
蔵
品
の
仕
事
を
少
し
や
ら
せ
て
や
っ
て
も
い
い
と
い
わ
れ
ま
す
、
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
一
番
良
い
値
で
や
っ
て
も
ほ
と
ん
ど

　
も
う
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
仕
事
を
や
り
た
く
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
資
本
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
問
屋
の
要

　
求
と
い
う
よ
り
は
一
種
の
強
迫
に
結
局
は
負
け
て
し
ま
い
ま
す
。
普
通
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
つ
く
ら
れ
た
製
品
は
、
き
ち
ん
と
し
た
工
場
の
製

　
品
と
競
争
し
ま
す
。
そ
れ
で
市
揚
は
あ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
利
益
を
得
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
困
難
な
く
ら
い
に
価
格
は
下
げ
ら
れ
ま
す
。
」

　
H
一
》
一
伍
‘
　
b
■
　
一
〇
U
。

（
9
）
H
げ
一
“
や
N
罫

（
1
0
）
　
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
普
通
仕
事
を
始
め
る
年
齢
は
十
一
歳
で
あ
っ
た
が
、
部
門
に
よ
っ
て
は
八
歳
か
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
時
か
ら
仕
事

　
に
つ
く
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
あ
る
場
合
で
は
、
五
歳
の
少
年
が
働
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
み
ら
れ
た
。
H
げ
同
P
や
G
y

　
　
一
八
四
三
年
に
お
い
て
、
て
O
O
O
人
以
上
の
十
三
歳
以
下
の
児
童
が
使
用
さ
れ
、
二
十
一
歳
以
下
は
四
、
○
○
○
人
弱
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

　
る
が
、
（
や
一
〇
刈
）
一
八
四
一
年
に
お
け
る
匁
物
工
業
の
従
業
者
数
が
一
三
、
六
八
九
人
で
あ
る
の
で
、
（
や
衰
N
）
約
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
ぐ

　
ら
い
は
二
十
一
歳
以
下
の
労
働
者
で
し
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
六
一
年
に
お
い
て
も
や
は
り
同
様
の
割
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
（
や
ま
O
）

（
1
1
）
　
十
九
世
紀
末
の
議
会
の
報
告
書
に
よ
っ
て
一
人
の
家
内
労
働
者
の
収
入
の
例
を
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。



　
彼
は
十
四
歳
に
な
る
息
子
と
一
緒
に
、
一
週
間
五
六
ダ
ー
ス
の
ナ
イ
フ
を
、
一
週
七
〇
時
間
フ
ル
に
働
い
て
（
時
に
は
一
日
一
六
時
間
も
働
い
て
）

　
作
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
一
シ
リ
ン
グ
を
受
取
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
仕
事
揚
の
借
賃
や
、
石
炭
、
あ
か
り
、
鐘
、
ワ
イ
ヤ
ー
等
の
経
費

　
を
ニ
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
支
払
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
八
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
し
か
彼
の
手
も
と
に
残
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
三
本
の
ナ
イ
フ
に
つ
い
て
一
ペ
ニ
イ
の
割
合
に
し
か
な
ら
ず
、
一
時
間
あ
た
り
に
す
る
と
約
三
ペ
ン
ス
の
収
入
に
し
か
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
冒
箆
こ

　
ゆ
8
避

（
1
2
）
　
H
玄
α
こ
づ
や
N
一
〇
i
N
一
一
・

（
1
3
）
　
H
げ
箆
‘
ウ
N
O
ρ
N
O
o
o
甲

（
N
）
　
こ
の
産
業
に
お
け
る
枢
要
的
地
位
を
し
め
て
い
た
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
研
磨
工
に
お
け
る
未
成
年
労
働
者
の
割
合
は
、
一
八
五
七
年
に
全
体
の
三

　
七
％
も
し
め
て
い
た
の
に
一
九
〇
八
年
で
は
一
二
％
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
ぴ
ウ
ェ
イ
ル
ズ
に
お
け
る
男
子
労

　
働
者
全
体
の
中
で
未
成
年
労
働
者
の
し
め
る
割
合
が
ど
う
変
化
し
た
か
を
み
る
と
、
匁
物
部
門
で
は
一
八
六
一
年
の
二
二
．
四
％
か
ら
一
五
．
四
％
、

　
鐘
部
門
で
は
二
七
・
五
％
か
ら
一
八
・
二
％
へ
と
い
ず
れ
も
相
当
に
減
少
し
て
い
る
。
守
箆
．
・
唱
や
一
＄
ー
8
・

（
1
5
）
　
H
げ
箆
こ
b
や
一
〇
〇
N
ー
ド
マ
一
〇
〇
・

（
1
6
）
　
英
国
匁
物
工
業
の
最
も
恐
る
ぺ
き
相
手
は
、
安
い
標
準
化
製
品
を
機
械
に
よ
っ
て
大
量
生
産
を
行
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
お
よ
ぴ
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ

　
た
。
H
玄
P
》
b
や
い
＆
ー
マ

（
1
7
）
　
H
げ
一
α
■
｝
や
N
O
丼

（
1
8
）
　
H
三
山
‘
O
ウ
N
O
圃
l
Q
o
■

（
1
9
）
　
ア
メ
リ
カ
の
匁
物
工
業
は
、
機
械
的
生
産
方
法
の
適
用
が
困
難
で
あ
っ
た
匁
物
製
品
を
、
逆
に
機
械
の
要
求
に
適
応
で
き
る
性
格
に
変
え
、
工

　
場
生
産
を
可
能
に
し
た
。
例
え
ぱ
今
ま
で
の
剃
刀
に
か
わ
る
安
全
剃
刀
と
い
う
機
械
的
生
産
方
法
に
適
す
る
製
品
を
製
造
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
新
し

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四

　
い
需
要
を
つ
く
り
出
し
、
大
量
生
産
を
可
能
に
し
た
。
一
げ
一
ρ
づ
や
0
8
1
い

（
2
0
）
　
一
九
一
三
年
当
時
で
も
、
一
工
揚
あ
た
り
の
平
均
労
働
者
数
は
約
三
人
で
あ
っ
た
。
一
げ
一
皇
や
一
〇
。
卜
。
・

（
2
1
）
　
国
一
畦
登
o
サ
9
f
℃
や
ω
o
o
O
I
O
ド

（
2
2
）
　
H
玄
自
こ
℃
や
賂
一
l
N
，
↓
9
＜
コ
器
一
一
ρ
o
や
臼
“
｝
ウ
8
y

（
2
3
）
　
バ
ー
ン
も
、
現
在
の
英
国
産
業
構
造
を
総
括
す
る
最
後
の
章
に
お
い
て
、
英
国
に
お
い
て
も
小
規
模
企
業
で
は
労
働
条
件
が
悪
く
特
に
匁
物
工

　
業
に
お
い
て
そ
れ
が
み
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
鵬
ξ
P
o
一
）
、
9
f
b
章
い
・

　
　
　
　
　
　
　
第
六
章
　
バ
ー
ミ
ン
ヴ
ム
お
よ
ぴ
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
i
地
帯
に
お
け
る
金
属
製
品
小
工
業

　
先
の
二
つ
の
地
帯
に
比
し
、
小
工
業
の
発
展
過
程
と
英
国
産
業
化
過
程
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
の
は
、
西
部
ミ
ッ

ド
ラ
ン
ド
金
属
工
業
地
帯
の
中
心
で
あ
る
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
び
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
地
帯
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
製
鉄
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
サ
セ
ッ
ク
ス
地
帯
は
燃
料
の
不
足
の
た
め
に
衰
退
し
、
十
八
世
紀

に
入
る
頃
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
地
方
と
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
が
鉄
生
産
の
二
大
中
心
地
と
な
り
、
特
に
西
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

英
国
に
お
け
る
錬
鉄
の
最
大
の
生
産
地
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
原
料
と
す
る
金
属
製
品
製
造
業
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
次
第

に
大
規
模
化
し
工
揚
制
度
を
確
立
し
て
い
っ
た
西
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
帯
の
製
鉄
業
は
、
家
内
工
業
組
織
に
よ
っ
て
生
産
を
行
う
金
属
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

品
製
造
業
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
両
者
は
原
料
供
給
者
と
使
用
者
と
い
う
関
係
か
ら
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
。

　
産
業
革
命
期
以
後
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
ら
金
属
製
品
製
造
業
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
家
内
工
業
制
度
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

営
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
の
数
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
を
拡
張
し
て
い
っ
た
。
十
八
世
紀
末
か
ら
蒸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
5
）

気
機
関
を
生
産
過
程
に
広
く
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
工
場
制
度
を
確
立
し
た
製
鉄
業
に
対
し
、
そ
の
鉄
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
金
属

製
品
製
造
業
で
は
、
十
九
世
紀
の
第
四
・
四
半
期
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
蒸
気
機
関
の
使
用
も
み
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
手
労
働
を
基
礎
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
家
内
工
業
制
度
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
産
業
は
い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
期
を
経
過
し
た
の
ち
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
影
響
を
受
け
な
か
っ

た
。　

こ
の
金
属
製
品
製
造
業
に
お
い
て
は
、
工
揚
組
織
に
よ
っ
て
生
産
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
り
、
零
細
な
経
営
体
に
よ
る
生
産

が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
小
親
方
が
、
自
分
の
家
か
そ
れ
に
接
す
る
仕
事
揚
で
、
自
分
の
家
族
や
数
人
の
徒
弟
や
職
人
と
と
も
に
働
い
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
、
彼
等
は
そ
の
原
料
の
配
給
、
製
品
の
売
捌
き
、
製
造
過
程
に
必
要
な
資
金
を
問
屋
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

も
う
少
し
詳
細
に
こ
こ
に
お
け
る
生
産
組
織
の
特
徴
を
み
る
た
め
に
、
一
例
と
し
て
主
要
金
属
製
品
製
造
業
の
一
つ
で
あ
る
製
釘
業
を
み

て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
親
方
の
家
か
そ
れ
に
隣
接
す
る
鍛
冶
揚
で
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
仕
事
揚
は
小
さ
く
て
汚
な
く
、
通

風
も
明
り
の
状
態
も
わ
る
か
っ
た
。
彼
は
妻
や
子
供
を
助
手
と
し
て
働
か
せ
て
お
り
、
必
要
と
す
る
簡
単
な
道
具
は
自
分
で
準
備
し
た
。

普
通
は
、
そ
の
地
方
の
い
く
つ
か
の
揚
所
に
倉
庫
を
有
す
る
問
屋
に
よ
っ
て
、
原
料
の
鉄
が
親
方
へ
毎
週
供
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
地
方

に
散
在
す
る
多
く
の
倉
庫
を
有
す
る
大
き
な
問
屋
の
中
に
は
、
数
百
人
も
の
下
請
労
働
者
を
も
っ
て
い
た
も
の
は
珍
ら
し
く
な
く
、
二
千

人
を
も
支
配
し
て
い
る
揚
合
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
下
請
業
者
は
普
通
は
仕
事
場
を
自
分
で
も
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
問
屋
が
仕
事
揚

を
所
有
し
て
、
そ
れ
を
下
請
業
者
に
賃
貸
す
る
揚
合
も
み
ら
れ
た
。
下
請
業
者
は
問
屋
と
の
取
引
に
お
い
て
非
常
に
弱
い
立
揚
に
立
た
さ

れ
て
お
り
、
問
屋
は
下
請
業
者
の
競
争
を
利
用
し
、
製
品
の
買
取
価
格
を
で
き
る
だ
け
下
げ
さ
せ
て
下
請
業
者
を
圧
迫
す
る
の
が
常
で
あ

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
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二
〇
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
、
下
請
業
者
の
貧
困
は
は
げ
し
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
生
産
組
織
が
他
の
金
属
製
品
工
業
で
も
支
配
的
で
あ
り
、
こ
ゐ
地
方
全
体
の
産
業
を
型
づ
け
て
い
た
。
一
方
、
こ
れ
に

対
し
て
、
機
械
の
導
入
あ
る
い
は
分
業
の
利
益
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
金
属
製
品
工
業
の
揚
合
に
は
、
一
部
が
工
揚
制
へ
ゆ
っ
く
り
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

あ
る
が
移
行
す
る
例
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
揚
合
も
厳
密
な
意
味
で
の
工
揚
制
度
へ
移
る
こ
と
が
で
き
ず
、
下
請
制
を
そ
の
ま
ま

工
揚
に
も
ち
こ
み
、
古
い
職
人
的
組
織
が
そ
の
中
で
ず
っ
と
な
が
く
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
工
揚
経
営
へ
の
移
行
の
道
に
は
、
下
請
業

者
が
仕
事
揚
所
有
者
と
な
り
、
さ
ら
に
工
揚
経
営
者
に
な
る
下
か
ら
の
道
と
、
下
請
業
者
に
仕
事
場
を
賃
貸
す
る
問
屋
が
、
自
ら
製
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

営
ん
で
工
揚
経
営
者
と
な
る
上
か
ら
の
道
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
古
い
下
請
組
織
を
工
揚
の
中
に
も
ち
こ
ん
で
お
り
、
ま

だ
工
揚
制
移
行
へ
の
過
渡
的
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
雇
用
主
と
労
働
者
と
の
間
の
緩
衝
器
と
し
て
行
動
す
る
仲
介
者
的
階
級
と

　
　
　
　
（
1
1
）

し
て
の
下
請
人
の
存
在
が
重
要
で
あ
っ
た
。
下
請
人
は
一
定
の
請
負
額
で
一
定
の
生
産
を
な
し
、
そ
の
仕
事
の
た
め
に
必
要
な
労
働
者
を

雇
用
し
、
賃
銀
を
支
払
い
、
監
督
を
な
す
こ
と
を
工
揚
主
と
契
約
し
た
。
し
た
が
っ
て
労
働
者
を
雇
っ
て
い
る
の
は
工
場
主
で
は
な
く
、

自
ら
被
雇
用
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
れ
ら
下
請
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
自
分
が
搾
取
さ
れ
る
階
級
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
抱
か
ず
、
雇
用

主
と
自
分
と
は
同
じ
階
級
で
あ
る
と
考
え
て
階
級
闘
争
の
情
熱
は
も
た
な
か
っ
た
。
ま
た
労
働
者
も
下
請
人
に
対
し
て
同
様
な
考
え
方
を

し
て
い
た
。
実
際
に
こ
れ
ら
の
三
つ
の
階
級
の
間
に
は
簡
単
に
上
昇
で
き
る
流
動
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
関
係
の
性
格
は
、
家

内
工
業
制
度
の
中
で
の
親
方
と
職
人
と
い
う
人
格
的
結
び
つ
き
の
性
格
と
と
も
に
、
階
級
意
識
の
成
長
や
労
働
組
合
運
動
の
発
展
を
妨
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
の
地
方
の
産
業
の
労
資
関
係
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
零
細
家
内
経
営
や
古
い
生
産
組
織
が
十
九
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
、
こ
の
地
方
の
金
属
製
品
産
業
に
お
い
て
根
強
く
存



在
し
得
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
金
属
製
品
製
造
業
の
多
く
に
お
い
て
は
、
大
規
模
生
産
に
よ
る
利
益
が

あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
金
属
製
品
の
型
や
種
類
が
非
常
に
多
様
で
標
準
化
生
産
が
困
難
で
あ
っ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

の
様
な
製
品
の
性
絡
か
ら
の
制
約
の
た
め
に
、
小
規
模
生
産
単
位
が
必
然
的
に
え
ら
ば
れ
た
。
例
え
ぱ
、
猟
銃
の
生
産
は
購
買
者
の
特
別

の
要
求
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
作
ら
れ
て
お
り
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
金
属
製
品
も
需
要
者
の
要
求
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
作
ら
れ
て

い
た
。
多
種
少
量
生
産
と
い
う
製
品
の
性
格
か
ら
く
る
条
件
が
、
小
規
模
生
産
の
残
存
を
説
明
す
る
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
に
こ
の
産
業

へ
の
機
械
の
導
入
が
困
難
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
生
産
工
程
が
手
労
働
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
僅
か
な
資
本
で
生
産
を
行
う
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
あ
る
部
分
に
動
力
が
導
入
さ
れ
て
も
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
は
、
こ
の
地
方
に
は
産
業

革
命
が
起
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
新
し
い
要
因
に
対
し
て
は
、
動
力
の
賃
貸
制
と
い
う
形
で
反
応
を
示
し
、
こ
の
地
方
の
産

業
組
織
は
生
産
規
模
の
根
本
的
変
化
を
ひ
き
起
す
こ
と
な
し
に
、
か
え
っ
て
動
力
を
賃
借
す
る
小
親
方
の
数
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
か
ら

　
（
M
）

で
あ
る
。
第
三
に
、
下
請
業
者
が
、
小
規
模
生
産
に
よ
る
不
利
益
、
問
屋
か
ら
の
圧
迫
、
需
要
や
景
気
の
変
動
に
よ
る
危
険
を
労
働
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
も
前
の
メ
リ
ヤ
ス
工
業
や
刃
物
工
業
と
同
じ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

チ
ー
プ
．
レ
ー
バ
ー
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
家
内
工
業
を
残
存
さ
せ
る
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
揚
合
に

は
、
半
農
半
工
的
性
格
を
も
っ
た
労
働
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
農
村
地
帯
に
お
け
る
労
働
者
は
、
農
業
と
金
属

製
品
製
造
業
と
の
間
を
浮
動
す
る
（
収
穫
期
に
は
農
村
へ
流
出
す
る
）
傾
向
が
あ
り
、
彼
等
は
農
閑
期
に
副
業
的
に
金
属
加
工
の
仕
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す
る
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
あ
る
揚
合
に
は
、
家
族
労
働
者
、
と
く
に
児
童
労
働
者
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
。
児
童
労
働
者
は
、
家
内
仕
事
揚
で
は
親
の
助
手
、
工
揚
で
は
下
請
人
の
助
手
と
い
う
形

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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（
1
8
）

で
、
最
も
安
い
労
働
力
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
悪
劣
な
労
働
条
件
の
下
に
働
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
チ
ー
プ
・
レ
ー
パ
ー
の

存
在
は
、
本
質
的
に
は
こ
の
地
方
が
自
由
労
働
市
揚
の
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
に
お
け
る
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

業
は
法
的
干
渉
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
強
力
な
労
働
組
合
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
家
内
工
業
が
支
配

的
で
あ
る
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
業
や
刃
物
工
業
に
も
み
ら
れ
た
如
く
、
下
請
業
者
が
親
方
と
徒
弟
と
い
う
身
分
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

服
従
関
係
を
温
存
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
賃
銀
労
働
者
を
束
縛
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
こ
の
地
帯
の
家
内
工
業
も
、
十
九
世
紀
末
に
は
多
く
が
工
揚
制
工
業
へ
と
移
行
し
て
し
ま
・

う
。
そ
の
原
因
の
第
一
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
英
国
に
お
け
る
産
業
構
造
の
高
度
化
へ
の
こ
の
地
方
の
産
業
の
適
応
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
英
国
の
産
業
が
消
費
財
生
産
よ
り
生
産
財
生
産
へ
と
重
点
を
移
行
し
て
い
た
時
に
、
こ
の
地
方
の
産
業
が
そ
の

コ
ー
ス
に
う
ま
く
の
る
事
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
八
七
六
－
一
八
八
六
年
の
大
不
況
期
が
、
英
国
の
産
業
時
代
を
劃
す
る
一

大
分
水
嶺
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
英
国
が
享
受
し
て
い
た
産
業
的
優
越
性
は
後
進
産
業
化
諸
国
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

英
国
産
業
は
国
際
的
競
争
の
渦
中
に
入
り
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
十
九
世
紀
の
英
国
産
業
化
を
特
徴
づ
け
た
金
属
産
業
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

そ
の
最
も
決
定
的
な
影
響
が
み
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
方
に
不
況
が
最
も
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
産
業
構
造
へ
の
影
響
は

最
も
よ
く
み
ら
れ
た
。
大
不
況
期
以
後
、
こ
の
地
方
の
産
業
の
発
展
方
向
は
過
去
と
は
非
常
に
ち
が
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
地
方
は

先
に
も
の
べ
た
如
く
、
製
鉄
業
に
お
い
て
、
特
に
錬
鉄
の
製
造
に
お
い
て
、
英
国
の
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
著
し
く
衰

退
し
て
し
ま
う
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
は
原
料
の
枯
渇
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
主
要
原
因
は
、
金
属
製
品
工
業
に
お
け
る

主
要
原
料
が
錬
鉄
か
ら
鋼
鉄
へ
と
移
行
し
、
そ
の
生
産
が
主
と
し
て
海
岸
地
帯
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ



（
盟
）

う
。
他
方
、
国
外
に
ま
で
有
名
で
あ
っ
た
こ
の
地
方
の
金
属
製
品
工
業
も
、
大
不
況
期
に
決
定
的
影
響
を
受
け
た
。
家
内
工
業
組
織
に
よ

っ
て
生
産
を
行
っ
て
い
た
こ
の
産
業
は
、
海
外
の
新
興
産
業
化
諸
国
の
増
大
す
る
競
争
力
に
打
負
か
さ
れ
て
、
今
ま
で
支
配
し
て
い
た
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

揚
を
彼
等
に
明
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
大
不
況
期
以
前
に
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
た
金
属
製
品
工
業
も
こ
の
よ
う
に
し
て
衰
退
し
て
い
っ
た
に
も
抱
ら
ず
、
そ
の
後
に
お
い

て
も
こ
の
地
方
は
そ
の
産
業
的
重
要
性
に
お
い
て
増
大
し
た
。
そ
の
産
業
的
発
展
は
、
大
不
況
期
以
前
に
こ
の
地
方
が
従
事
し
て
い
た
産

業
と
は
ち
が
っ
た
産
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
産
業
と
は
、
自
転
車
、
自
動
車
、
工
作
機
械
、
電
気
機
械
を
中
心
と
す

る
機
械
工
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
以
前
に
こ
の
地
方
が
支
配
的
地
位
を
し
め
て
い
た
製
鉄
業
や
古
い
金
属
製
品
工
業
が
衰

退
し
て
い
っ
た
が
、
他
方
、
新
ら
し
い
生
産
財
産
業
と
し
て
の
機
械
工
業
を
中
心
と
す
る
新
産
業
が
、
こ
の
地
方
の
産
業
的
繁
栄
を
支
え

て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
古
い
金
属
製
品
工
業
は
、
機
械
の
部
品
製
造
へ
と
移
行
し
、
こ
の
地
方
は
機
械
工
業
の
中
心
地
と
な
っ

た
。
こ
の
地
方
の
産
業
構
造
は
非
常
な
変
貌
を
と
げ
、
消
費
財
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
手
工
的
金
属
製
品
の
生
産
を
中
心
と
す
る
も
の

か
ら
、
生
産
財
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
高
度
に
複
雑
な
機
械
金
属
製
品
の
生
産
を
中
心
と
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
移
行
が
可
能
で

あ
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
地
方
が
金
属
製
品
製
造
に
熟
練
し
た
企
業
家
や
労
働
者
を
有
し
て
い
た
た
め
機
械
部
品
製
造
を
行
う
に
最

も
適
し
て
い
た
こ
と
、
古
い
産
業
が
著
し
く
衰
退
し
た
た
め
に
か
え
っ
て
新
ら
し
い
産
業
へ
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
、
非
常
に
多
く

の
種
類
の
製
品
を
作
っ
て
い
た
た
め
、
あ
る
一
つ
の
産
業
に
専
業
化
し
て
い
た
他
の
地
方
よ
り
も
複
雑
な
多
く
の
部
品
を
必
要
と
す
る
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

械
工
業
へ
の
よ
り
急
速
な
移
行
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
な
産
業
構
造
あ
る
い
は
産
業
の
型
の
変
化
が
、
こ
の
地
方
の
古
い
家
内
工
業
を
衰
退
さ
せ
て
い
っ
た
第
一
の
条
件
で

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
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一
二
〇

あ
る
が
、
第
二
の
条
件
と
し
て
、
家
内
工
業
を
支
え
て
い
た
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
使
用
が
社
会
立
法
に
よ
っ
て
困
難
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
八
六
四
年
に
、
従
来
工
揚
法
を
適
用
さ
れ
て
い
た
織
物
工
業
や
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
産
業
以
外
で
、
危
険
な

産
業
ま
た
は
不
衛
生
な
産
業
な
ど
も
工
場
法
の
適
用
を
う
け
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
地
方
で
は
婦
人
や
児
童
労
働
に
よ
っ
て
生
産
を
行
っ

て
い
た
マ
ッ
チ
や
雷
管
の
製
造
業
が
直
接
の
影
響
を
う
け
た
。
さ
ら
に
三
年
後
の
一
八
六
七
年
に
は
工
場
法
拡
張
法
（
寄
。
8
藁
＞
。
＄

国
4
撃
巴
自
》
9
）
と
仕
事
場
法
（
≦
o
蒔
昌
8
》
9
）
が
制
定
さ
れ
、
先
に
の
ぺ
た
よ
う
に
そ
れ
ま
で
は
い
か
な
る
法
的
規
制
か
ら
も

実
際
上
免
が
れ
て
い
た
こ
の
地
方
の
大
多
数
の
産
業
も
、
こ
れ
ら
の
法
的
規
制
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
方
の
産
業
は
重

要
な
影
響
を
う
け
た
。
工
揚
法
拡
張
法
は
、
五
〇
人
ま
た
は
五
G
人
以
上
の
者
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
業
揚
と
、
銅
工
揚
、
鋳
鉄
工
揚
、

製
紙
工
揚
、
印
刷
工
揚
そ
の
他
の
一
定
の
工
揚
に
対
し
従
前
の
工
揚
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
保
護
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
仕
事
揚
法

は
、
五
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
仕
事
揚
に
適
用
さ
れ
、
親
に
使
用
さ
れ
て
い
る
児
童
と
か
自
宅
で
手
織
に
従
事
し
て
い
る
女
子

な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
で
は
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
産
業
に
お
い
て
児
童
労
働
者
が
成
年
労
働
者
の

助
手
と
し
て
広
汎
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
最
初
は
厳
格
に
ま
も
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
児
童
労
働

の
不
足
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
工
揚
に
お
い
て
も
、
下
請
人
が
児
童
労
働
者
を
自
分
の
助
手
と
し
て
不
規
則
的
に
仕
事
を
行

う
従
来
の
古
い
作
業
方
法
は
困
難
と
な
り
、
雇
用
主
自
体
が
自
分
の
工
場
の
管
理
に
よ
り
多
く
の
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
工
揚
内

に
お
け
る
下
請
組
織
も
消
滅
し
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
地
方
の
多
く
の
産
業
に
お
い
て
今
ま
で
機
械
の
代
用

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
児
童
労
働
の
不
足
は
、
当
然
に
動
力
や
機
械
の
導
入
へ
の
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
新
ら
し

い
条
件
へ
の
産
業
の
適
応
は
、
雇
用
主
や
労
働
者
の
保
守
性
や
、
特
に
家
内
工
業
へ
の
法
律
の
実
施
の
困
難
と
い
う
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て



邪
げ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
圧
力
は
次
第
に
経
営
組
織
に
お
け
る
変
化
を
ひ
き
起
し
始
め
て
い

（
％
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
6
）

た
。
そ
し
て
こ
の
変
化
は
そ
の
後
の
新
ら
し
い
工
揚
立
法
の
み
な
ら
ず
、
一
八
七
〇
年
の
教
育
法
（
国
段
8
葺
8
》
9
）
に
よ
っ
て
更
に

強
め
ら
れ
た
。
こ
の
法
は
、
成
年
労
働
者
か
ら
低
賃
銀
児
童
労
働
者
を
奪
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
内
工
業
制
度
や
工
揚
内
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

下
請
制
度
の
基
礎
を
掘
崩
し
て
い
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
機
械
工
業
の
部
品
を
製
造
す
る
事
に
よ
っ
て
製
品
の
規
格
統
一
化
が
も
た
ら
さ
れ
機
械
的
生
産
方
法
に
順
応
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
各
種
の
社
会
立
法
に
よ
っ
て
古
い
型
の
生
産
組
織
を
支
え
て
い
た
チ
ー
プ
．
レ
ー
バ
ー
が
不
足
し

機
械
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
大
き
な
条
件
が
、
こ
の
地
方
の
金
属
製
品
工
業
の
多
く
を
、
第
一
次
世
界

大
戦
前
の
二
十
五
年
間
に
工
揚
制
工
業
へ
と
移
行
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
社
会
経
済
的
要
因
の
変
化
に
、
ガ
ス
・
エ
ン
ジ
ン
や
電
動
機
が

あ
ら
わ
れ
て
蒸
気
機
関
の
賃
貸
制
を
破
壊
し
各
工
揚
へ
の
機
械
的
生
産
方
法
の
導
入
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
や
、
金
属
製
品
製

造
工
業
が
そ
れ
ま
で
主
要
原
料
と
し
て
い
た
錬
鉄
の
代
り
に
圧
搾
機
や
工
作
機
の
取
扱
い
に
適
し
て
い
る
鋼
鉄
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
）

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
技
術
的
要
因
の
変
化
も
結
び
つ
い
て
、
古
い
家
内
工
業
制
や
工
揚
内
の
下
請
制
は
姿
を
消
し
、
近
代
的
工

揚
制
度
が
こ
の
地
方
の
産
業
の
典
型
的
な
姿
と
な
っ
た
。

　
一
八
八
七
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
間
に
、
機
械
設
備
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
こ
の
地
方
の
産
業
の
性
格
は
全
く
変
化
し
た
。
そ
の
時
期

以
前
は
、
こ
の
地
方
は
手
労
働
の
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
四
年
ま
で
に
古
い
産
業
の
衰
退
と
新
産
業
の
出
現
に
よ
っ
て
、
動
力
機

械
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
に
な
っ
た
。
そ
し
て
動
力
機
械
の
導
入
は
当
然
に
生
産
規
模
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
小
規
模
企
業
は
衰
退

し
、
生
産
は
次
第
に
大
規
模
企
業
に
集
中
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
代
表
的
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
エ
業
に
お
け
る
企
業
規
模
の

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
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第一〇表　1860年及ぴ1914年における産業別企業規模の変化

家内労働者が支
配的である仕事
揚
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真鍮鋳造
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鍛造鎖

ボタン

ピ　　ン
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職邸容器

匁　物
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硬　貨
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馬　具

真鍮鋳造

宝石細工

銃　器

馬　具

鍛造鎖

錠

1914年
自転車

電気器械

アルミニウム容器

事務用装具

工作機械

スク’ ュゥ

ブリキ，漆器製品

フリントガラス

鋳造鉄邸容器

匁　物

裁断釘

真鍮鋳造

宝石細工（鎖，銀
器，電気メソキ製
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馬　具

ナット・ボーノレト

針

一般機械

計量機

錠

大　工　場
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スクリュウ

ブリキ，漆器，張
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転
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コ
ト
郵
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自
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コ
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人
化
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車
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拡
大
を
み
る
際
に
、
く
り
返
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
産
業
構
造
の
性
格
の
変
化
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
企
業
規
模
の
拡
大
は
、
古
い
産

業
に
お
け
る
企
業
規
模
の
拡
大
で
は
な
く
し
て
、
産
業
の
型
に
お
け
る
変
化
、
す
な
わ
ち
消
費
財
と
し
て
の
金
物
製
品
生
産
よ
り
生
産
財

と
し
て
の
機
械
製
品
生
産
へ
の
移
行
に
よ
っ
’
－
、
起
っ
た
と
こ
ろ
の
企
業
規
模
の
拡
大
な
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
一
八
六
〇
年
と
一
九
一
四
年

の
問
の
企
業
規
模
の
拡
大
と
産
業
の
性
格
の
変
化
と
の
関
係
を
表
に
し
て
示
す
る
第
一
〇
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
た
こ
の
企
業
規
模
の
拡
大
と
結
び
つ
い
て
、
工
揚
内
に
お
け
る
経
営
方
法
も
変
化
を
こ
う
む
り
つ
つ
あ
っ
た
。
生
産
工
程
の
複
雑
化

と
種
種
の
部
門
の
注
意
深
い
調
整
の
必
要
か
ら
、
高
度
の
中
央
管
理
が
要
請
せ
ら
れ
、
工
揚
内
に
お
け
る
下
請
制
は
消
滅
し
始
め
、
近
代

的
工
揚
経
営
方
法
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
ま
で
経
験
と
勘
と
頼
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
生
産
方
法
は
、
科
学
的
生
産
方

法
に
お
き
か
え
ら
れ
、
事
務
や
技
術
職
員
の
機
能
が
増
大
し
、
原
価
計
算
組
織
や
研
究
組
織
を
中
心
と
す
る
近
代
的
経
営
方
式
が
確
立
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
工
揚
制
度
が
確
立
さ
れ
、
労
働
者
が
工
揚
主
に
よ
っ
て
直
接
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
労
資
関
係
に
も
大
き
い

変
化
が
起
っ
た
。
か
つ
て
こ
の
地
方
を
特
徴
づ
け
て
い
た
雇
用
主
↓
下
請
人
↓
労
働
者
と
い
う
三
つ
の
流
動
的
階
級
構
成
は
、
資
本
家
と

賃
銀
労
働
者
と
い
う
は
っ
き
り
と
わ
け
ら
れ
た
二
つ
の
階
級
構
成
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
。
労
働
者
の
型
も
古
い
手
工
的
労
働
者
か
ら
熟
練

機
械
工
や
低
熟
練
労
働
者
へ
と
か
わ
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
労
働
者
は
共
通
の
階
級
意
識
を
も
ち
、
彼
等
の
利
害
関
係
を
社
会
的
経
済
的

関
係
に
お
い
て
理
解
し
、
永
続
的
組
織
を
設
け
、
長
期
的
見
透
し
の
上
に
そ
の
政
策
を
た
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
労
働
組
合
運
動

の
暗
黒
地
帯
で
あ
っ
た
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
産
業
で
異
な
っ
た
熟
練
を
も
つ
労
働
者
が
垂
直
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
か
つ
て

の
労
働
組
合
の
型
は
、
各
産
業
間
に
お
け
る
同
等
の
水
準
や
型
の
熟
練
を
有
す
る
労
働
者
が
水
平
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
近
代
的
労
働
組

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
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研
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一
二
四

合
の
型
に
か
わ
っ
て
行
き
、
一
産
業
部
門
と
か
一
地
方
と
か
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
全
国
的
組
織
の
中
で
そ
の
態
度
を
つ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

あ
げ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
（
－
）
日
ψ
宏
騨
o
p
H
8
ロ
帥
区
の
8
①
二
β
夢
①
H
鼠
一
一
ω
鼠
a
寄
く
〇
一
暮
一
〇
p
蜜
き
9
Φ
ω
＄
斜
お
P
マ
一
い
，

　
（
2
）
　
乏
・
中
中
O
o
ロ
昌
↓
ぽ
男
誼
o
o
｛
跨
〇
三
5
冨
β
α
盲
島
岳
鉾
8
の
ま
O
O
ー
一
〇
。
お
響
○
尊
自
ρ
這
訟
｝
つ
一
記
■
西
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
の
金
属

　
　
工
業
の
十
八
世
紀
の
市
場
構
造
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
実
証
研
究
と
し
て
、
大
河
内
暁
男
「
≦
Φ
。
。
梓
冒
乱
宣
β
詠
の
金
属
工
業
か
ら
み
た
一
八
世
紀

　
　
イ
ギ
リ
ス
の
市
揚
構
造
と
そ
の
発
展
傾
向
」
社
会
経
済
史
学
、
第
二
四
巻
第
一
号
が
あ
る
。

　
（
3
）
H
げ
一
山
こ
署
」
O
一
1
9

　
（
4
）
｝
・
国
●
9
p
讐
p
β
匪
β
国
。
8
0
巨
。
雷
。
。
8
蔓
o
｛
窯
o
創
①
馨
国
葺
巴
p
く
〇
一
■
ど
署
」
N
令
N
，
＜
〇
一
」
却
b
や
o
N
I
P

　
（
5
）
　
拙
稿
「
英
国
鉄
工
業
の
発
展
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
一
橋
論
叢
、
第
三
五
巻
第
三
号
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
6
）
9
ρ
k
一
β
弓
ぽ
菅
身
ω
三
巴
U
。
く
9
8
日
。
暮
9
国
特
巳
夷
鼠
ヨ
き
山
魯
。
国
8
ド
○
窪
旨
蔓
一
〇
。
8
1
一
。
賂
。
y
写
注
β
這
娼

　
　
　
b
す
3
↑
一
ρ
な
お
、
こ
れ
ら
の
金
属
製
品
に
は
非
常
に
多
く
の
種
類
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
主
な
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
鍛
造
釘
、
管
、

　
　
螺
子
、
琳
邸
容
器
、
錠
、
鎖
、
馬
具
、
真
鋳
製
品
、
銃
器
、
宝
石
細
工
品
、
玩
具
、
ボ
タ
ン
、
ブ
リ
キ
製
品
、
匁
物
、
ス
プ
リ
ン
グ
等
で
あ
る
。

　
（
7
）
H
σ
創
こ
や
一
一
9

　
（
8
）
　
一
び
一
F
づ
や
誌
凱
ー
o
o
闇
や
一
訟
。

　
（
9
）
　
溶
接
管
、
ト
タ
ン
板
、
刃
物
（
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
も
の
と
ち
が
つ
て
、
低
級
品
が
多
か
つ
た
）
、
琳
珊
容
器
、
ペ
ン
、
機
械
釘
、
針
金
製
造
業

　
　
等
に
、
工
揚
制
へ
と
一
部
が
移
行
し
て
行
っ
た
例
が
み
ら
れ
る
。

　
（
1
0
）
　
目
げ
…
ρ
℃
や
一
U
o
。
I
O
ー



（
U
）
　
筐
げ
o
o
一
一
q
8
8
ツ
o
＜
臼
『
讐
一
9
津
5
び
o
げ
鴛
3
？
ヨ
塁
冨
き
げ
ロ
洋
ざ
怠
Φ
8
－
旨
臼
馨
霞
等
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
距
ぎ
解
．
．
ぎ
身
鋒
藍
勾
g
盆
8
ω
ぎ
害
一
艮
。
窪
昌
9
巨
ξ
堵
田
議
旨
讐
跨
・
、
、
》
○
義
・
a
国
8
8
巨
。
霊
鷲
量
2
雲
ω
R
一
聲

　
＜
〇
一
。
く
F
一
3
μ
℃
や
鴇
－
象
。

（
1
3
）
　
訪
一
一
〇
P
O
や
9
f
や
に
9
や
昌
P

（
N
）
　
H
三
F
℃
ワ
一
い
一
l
N
■

（
1
5
）
　
こ
こ
で
下
請
労
働
者
の
低
賃
銀
の
一
例
と
し
て
、
釘
製
造
業
に
お
け
る
賃
銀
の
状
態
を
示
し
て
み
よ
う
。
夫
、
妻
、
子
の
三
人
よ
り
な
る
あ
る

　
家
内
労
働
者
の
一
家
族
の
平
均
収
入
は
一
週
二
〇
シ
リ
ン
グ
と
い
う
低
さ
で
、
そ
こ
か
ら
燃
料
費
、
仕
事
揚
の
賃
料
、
工
具
費
等
を
支
払
わ
ね
ぱ
な

　
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
あ
る
釘
製
造
家
内
労
働
者
は
、
彼
の
妻
と
四
人
の
子
供
と
一
緒
に
一
日
十
四
時
問
か
ら
十
八
時
間
働
い
て
も
、
一
週
二
ニ
シ
リ

　
ン
グ
以
上
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
守
箆
‘
や
旨
o
o
・

（
1
6
）
H
獣
侮
こ
や
旨
9

（
1
7
）
　
一
八
五
六
年
に
お
い
て
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
は
、
英
国
の
ど
の
地
方
よ
り
も
未
成
年
労
働
者
の
割
合
が
高
い
と
い
わ
れ
た
。
H
げ
誌
■
、
や
ま
o
o
ー

（
娼
）
　
男
o
〆
o
や
9
“
℃
℃
・
＄
1
ひ
O
，

（
四
）
　
例
え
ば
、
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
英
国
に
お
け
る
一
八
の
地
方
を
と
り
あ
げ
、
一
八
九
一
年
の
人
口
に
対
す
る
一
八
九
二
年
の
労
働
組
合
員
の
比
率
を

　
出
し
て
い
る
が
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
地
方
は
終
り
か
ら
五
番
目
に
あ
た
り
四
二
％
で
あ
っ
て
、
一
番
比
率
の
高
い
ノ
ー
ザ
ン
バ
ラ
ン
ド
地
方
の
一
丁

　
二
％
の
約
三
分
の
一
で
あ
る
と
し
て
、
労
働
組
合
の
弱
体
さ
に
関
す
る
限
り
暗
黒
地
帯
の
一
っ
で
あ
る
と
の
ぺ
、
そ
の
原
因
を
産
業
組
織
に
お
け
る

　
小
親
方
的
性
格
に
求
め
て
い
る
。
¢
讐
α
甲
≦
巴
①
ダ
一
．
箒
国
冴
8
q
9
↓
露
8
0
巳
○
昌
邑
戸
U
o
旨
α
O
P
2
0
毒
H
旨
y
一
8
ρ
℃
P
台
ひ
1

　
台
、
な
お
労
働
組
合
が
出
来
な
か
っ
た
他
の
い
く
つ
か
の
理
由
に
っ
い
て
は
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
詳
し
く
は
フ
ォ
ソ
ク
ス
の
前
掲
論
文
参
照
。

（
2
0
）
　
主
人
に
対
す
る
従
僕
と
い
う
中
世
的
身
分
的
従
属
的
地
位
を
労
働
者
に
強
制
す
る
主
従
法
（
客
霧
け
段
”
ロ
α
の
9
〈
聖
濤
訪
o
け
）
に
よ
る
告
発
件

　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
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二
峡
六

　
数
は
、
小
企
業
が
多
数
存
在
し
て
い
る
地
方
に
多
く
あ
ら
わ
れ
る
が
、
特
に
こ
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
お
よ
ぴ
プ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
地
帯
で
著
し
く

　
多
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
他
の
地
方
の
二
倍
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ぱ
、
一
八
五
八
－
六
七
年
の
間
に
お
い
て
・
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド

　
シ
ァ
ー
は
合
計
一
〇
、
○
○
○
の
告
発
件
数
を
示
し
て
い
る
が
、
他
の
州
で
は
五
、
O
O
O
を
こ
え
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
都
市
で
は
ウ
ル
ヴ
ァ
ハ
ム

　
プ
ト
ン
が
一
、
六
七
〇
件
で
第
一
位
で
あ
る
。
（
第
二
位
は
、
や
は
り
小
工
業
が
支
配
的
で
あ
る
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
一
、
六
五
九
件
で
あ
る
。
）
同

　
様
に
、
次
の
八
年
間
の
一
八
六
八
－
七
五
年
に
お
い
て
も
、
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ァ
ー
が
第
一
の
州
で
一
〇
、
○
○
○
件
で
あ
る
。
都
市
に
つ
い
て

　
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
が
二
、
三
五
一
件
で
第
一
位
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
年
に
お
い
て
も
、
小
工
業
が
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
の
地
帯
の
労
働
者
は
、

　
身
分
的
従
属
的
地
位
を
強
制
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
U
・
の
貯
6
F
、
、
三
器
け
雲
§
α
ω
9
〈
き
け
、
、
ぼ
U
。
ヨ
8
露
2
き
山
爵
o
ピ
？

　
げ
o
霞
之
o
〈
Φ
ヨ
①
員
①
島
け
a
ξ
い
留
丘
一
一
ρ
い
○
＆
〇
一
一
し
3
♪
窓
」
禽
ー
ゆ
P

（
2
1
）
　
大
不
況
期
の
時
期
の
区
分
や
そ
れ
に
つ
い
て
も
理
解
の
仕
方
は
、
論
者
に
よ
り
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
（
中
川
敬
一
郎
「
『
大
不
況
』

　
期
の
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
」
有
沢
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
n
、
昭
三
一
年
所
収
、
三
－
六
頁
参
照
）
そ
れ
が
当
時
の
英
国
の
限
界
産
業
に
決
定
的
影
響

　
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
2
）
　
英
国
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
製
鉄
業
の
中
心
地
の
移
動
に
つ
い
て
次
の
書
物
に
詳
細
に
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
昌
P
匁
8
で
犀
ρ
冒
○
奉
ヨ
9
一
房

　
o
隔
爵
o
｝
W
ユ
鉱
巴
一
冒
o
昌
節
昌
α
の
＄
巴
ご
創
霧
貫
ど
ぐ
8
8
一
〇
鋒
｝
↓
『
Φ
d
一
一
ぞ
窪
巴
な
o
幽
H
＝
ぎ
o
δ
b
器
誘
－
一
8
貸
b
℃
，
＄
r
8
，

（
2
3
）
　
新
興
産
業
化
諸
国
の
競
争
が
、
古
い
金
属
製
品
工
業
を
衰
退
さ
せ
た
最
大
の
原
因
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
原
因
と
し
て
、
需
要
の
性
格
の
変
化

　
（
古
い
慣
習
や
嗜
好
を
基
礎
と
す
る
高
価
な
手
工
的
製
品
の
需
要
か
ら
規
格
化
さ
れ
た
安
い
製
晶
へ
の
需
要
の
変
化
）
や
、
そ
れ
に
適
応
す
る
生
産

　
を
行
う
国
内
の
新
産
業
群
か
ら
の
打
撃
等
が
あ
げ
ら
れ
る
Q
＞
一
一
Φ
P
o
質
9
f
℃
℃
る
≒
r
o
。
員
）
・
鴇
N
・

（
餌
）
　
古
い
金
属
製
晶
工
業
が
新
ら
し
い
機
械
工
業
へ
移
行
し
た
例
は
多
数
あ
る
が
、
数
例
を
あ
げ
る
と
、
鉄
邸
容
器
製
造
↓
発
動
機
、
電
気
機
械
等

　
の
鋳
造
、
時
計
製
造
↓
機
械
に
使
わ
れ
る
ボ
ー
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
、
ス
ク
リ
ュ
ウ
の
製
造
、
馬
具
製
造
↓
自
転
車
の
サ
ド
ル
、
モ
ー
タ
ー
部
品
の
製
造
、



　
真
鋳
製
造
↓
電
気
機
械
製
造
、
ボ
タ
ン
製
造
↓
電
気
ス
ウ
ィ
ッ
チ
製
造
等
で
あ
る
。
一
玄
F
℃
や
出
O
1
8
，

（
2
5
）
　
》
＝
臼
！
○
や
〇
一
け
、
｝
℃
や
一
N
ひ
ー
o
o
酢

（
2
6
）
　
一
八
七
八
年
に
工
揚
・
仕
事
場
（
統
一
）
法
（
》
9
8
8
一
あ
〇
一
置
緯
o
象
一
自
餌
ヨ
雲
q
爵
o
い
四
≦
『
巴
緯
ぎ
顧
ε
男
8
8
ユ
8
卑
ロ
自
≦
c
蒔
－

　
る
。
ぎ
累
）
が
、
一
八
九
一
年
に
工
揚
・
仕
事
揚
法
（
明
跨
ε
コ
9
き
自
≦
o
許
旨
o
唱
ω
＞
o
ε
》
9
8
き
一
窪
創
昌
Φ
一
も
≦
8
す
葺
嶺
8
舅
零
－

　
8
ユ
窃
ゆ
旨
α
≦
曾
パ
の
げ
○
陽
）
が
制
定
さ
れ
た
。

（
2
7
）
　
》
一
一
〇
P
o
唱
ー
9
f
や
8
9

（
2
8
）
　
H
一
）
益
こ
b
マ
い
嶺
i
ド
リ
云
N

（
2
9
）
　
H
ご
己
‘
℃
武
o
O
’

（
3
0
）
　
男
○
卸
o
や
9
け
‘
弓
や
象
l
N
9

結

ぴ

　
産
業
革
命
を
通
じ
て
機
械
制
大
工
業
が
出
現
し
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
産
業
資
本
が
確
立
し
、
以
後
英
国
に
お
け
る
産
業
化
は
そ
の
高

度
化
の
道
を
歩
む
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
産
業
化
過
程
に
お
い
て
取
残
さ
れ
、
非
常
に
緩
慢
な
変
化
し
か
み
せ
な
か
っ
た
多
数
の
産
業
が

あ
り
、
十
九
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も
な
お
前
時
代
の
お
く
れ
た
生
産
形
態
に
あ
っ
た
小
工
業
が
ま
だ
広
汎
に
残
存
し
て
い
た
。

　
こ
の
時
代
の
小
工
業
は
、
し
ば
し
ば
「
近
代
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
」
・
「
近
代
家
内
労
働
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
産
業
革
命
以

前
の
家
内
工
業
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
産
業
資
本
と
し
て
自
己
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
資
本
と
し
て
よ
り
も
事
実
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

賃
労
働
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
問
屋
や
大
工
業
の
「
外
業
部
」
に
転
化
し
、
そ
の
下
請
化
し
、
多
く
の
仲
介
人

　
　
　
　
　
英
国
産
業
化
過
程
と
小
工
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
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一
二
八

の
中
間
搾
取
を
う
け
、
そ
こ
に
お
け
る
労
働
状
態
は
非
人
間
的
と
い
っ
て
も
い
い
程
の
悪
劣
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
の
い

く
つ
か
の
も
の
が
工
揚
経
営
へ
移
行
し
た
揚
合
で
も
、
外
業
部
と
し
て
小
経
営
を
利
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
工
揚
内
部
に
お
い
て
も
、
企

業
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
下
請
親
方
に
仕
事
を
請
負
わ
せ
労
働
者
を
間
接
雇
用
す
る
と
い
う
古
い
生
産
形
態
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
お
く
れ
た
産
業
分
野
は
、
主
と
し
て
多
種
少
量
生
産
を
そ
の
特
徴
と
す
る
消
費
財
の
最
終
加
工
部
門
に
多
く
み
ら
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
標
準
化
さ
れ
た
製
品
を
機
械
に
よ
っ
て
生
産
す
る
と
い
う
工
揚
経
営
を
営
む
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
手
工
的

生
産
を
行
う
小
経
営
が
支
配
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
工
揚
を
営
む
に
十
分
な
資
本
を
も
た
な
い
無
数
の
小
生
産
者
は
、

こ
の
産
業
部
門
に
絶
え
ず
殺
倒
し
、
小
経
営
間
の
過
度
競
争
は
ま
す
ま
す
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
彼
等
は
機
械
化
さ
れ
た
工
揚
と

も
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
小
経
営
は
、
児
童
労
働
を
中
心
と
す
る
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の
搾
取
を
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
競
争
能
力
の
唯
一
の
基
礎
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
競
争
に
耐
え
て
執
拗
に
残
存
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、

労
働
者
は
分
散
し
て
存
在
し
て
お
り
そ
の
組
織
化
は
困
難
で
あ
っ
た
上
、
行
き
揚
処
の
な
い
他
産
業
か
ら
の
失
業
労
働
者
、
特
に
農
業
か

ら
の
労
働
者
が
、
こ
の
お
く
れ
た
生
産
分
野
に
停
滞
し
て
い
る
労
働
者
に
加
わ
り
、
一
層
労
働
者
間
の
競
争
を
は
げ
し
く
さ
せ
た
。
し
か

も
、
こ
れ
ら
の
産
業
に
残
る
前
期
的
身
分
的
支
配
関
係
と
労
働
者
の
保
守
的
性
格
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
の

搾
取
は
ま
す
ま
す
可
能
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
小
経
営
は
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
が
存
在
す
る
限
り
そ
の
存
立
の
基
礎
を
も
っ
て
い
た
が
、
十
九
世
紀
後
半
に

お
け
る
仕
事
揚
法
や
教
育
法
を
中
心
と
す
る
社
会
立
法
に
よ
っ
て
、
婦
人
や
児
童
労
働
の
使
用
制
限
や
労
働
時
間
そ
の
他
の
制
限
が
も
た

ら
さ
れ
、
次
第
に
そ
の
基
礎
は
失
わ
れ
て
き
た
。



　
一
方
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
生
産
財
生
産
の
展
開
を
中
心
と
す
る
英
国
産
業
化
過
程
の
進
行
に
よ
っ
て
、
動
力
、
機
械
の
入
手
が
容
易

に
な
り
、
新
興
産
業
化
諸
国
よ
り
の
最
も
激
烈
な
競
争
に
身
を
さ
ら
し
て
い
た
こ
れ
ら
消
費
財
生
産
を
中
心
と
す
る
小
工
業
は
、
機
械
制

工
揚
生
産
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
産
業
、
例
え
ば
メ
リ
ヤ
ス
、
刃
物
工
業
に
お
い
て
は
、
ぞ
の
製
品
が
奢
移
的
特
殊
的
性
格
か
ら
次
第
に
一
般
的
性

格
を
も
つ
も
の
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
古
く
か
ら
の
伝
統
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
捨
て
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
て
、
高
級
品
生
産
へ
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
外
国
の
大
量
生
産
方
式
に
基
づ
く
安
価
な
製
品
と
競
争
し
得
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
標
準
化
大
規
模
生
産
を
行
う
企
業
は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
て
、
小
規
模
企
業
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
た
。
ア
）
の
揚
合
の
小

土
業
は
、
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
を
主
な
る
そ
の
存
立
の
基
礎
と
す
る
以
前
の
家
内
工
業
と
は
非
常
に
性
格
の
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
主
と
し
て
適
度
規
模
論
的
に
そ
の
存
立
の
条
件
を
説
明
出
来
る
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
お
け
る
労
働
条
件
は

一
般
産
業
の
水
準
よ
り
も
低
い
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
が
小
経
営
を
支
え
て
い
る
一
つ
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
・
つ
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
消
費
財
生
産
か
ら
生
産
財
生
産
へ
の
重
点
の
移
行
と
い
う
こ
の
時
期
の
英
国
産
業
化
の
波
に
う
ま
く
の
っ
て
、
家
内

工
業
が
近
代
的
大
工
業
へ
と
発
展
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
西
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
帯
の
産
業
の
例
が
あ
る
。
．
》
．
一
で
は
産
業
そ
の
も

の
の
性
格
が
変
化
し
た
。
古
い
生
産
形
態
に
あ
っ
た
金
属
製
晶
毛
業
は
、
機
械
の
部
品
製
造
へ
と
移
行
し
、
こ
の
地
方
を
機
械
工
業
の
中

心
地
と
な
さ
し
め
た
。
こ
の
結
果
、
古
い
家
内
工
業
的
経
営
や
工
揚
内
の
下
請
制
は
姿
を
消
し
、
近
代
的
工
揚
経
営
に
よ
る
生
産
が
典
型

的
な
姿
と
な
っ
た
。
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国
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業
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以
上
が
本
論
で
の
べ
て
き
た
要
旨
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
勿
論
、
資
料
的
に
も
貧
し
い
研
究
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
英
国
産
業
化
過
程

を
み
る
場
合
に
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
を
、
●
日
本
に
お
け
る
最
近
の
中
小
工
業
研
究
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
、
英
国

経
済
史
家
が
比
較
的
注
意
し
な
か
っ
た
間
題
視
角
に
よ
っ
て
、
既
成
の
書
物
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
史
実
を
再
構
成
し
た
だ
け
の
も
の
で
し

か
な
い
。

　
た
だ
、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
、
従
来
わ
が
国
の
中
小
工
業
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
先
進
資
本
主
義
国
に
お

け
る
小
工
業
発
展
に
関
す
る
一
部
の
資
料
的
紹
介
と
し
て
何
等
か
の
役
に
立
て
ば
と
思
っ
て
い
る
。
け
だ
し
小
工
業
の
本
質
的
な
問
題
性

に
っ
い
て
は
、
そ
の
多
く
を
す
で
に
過
去
の
発
展
過
程
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
き
た
事
実
の
う
ち
に
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
し
か
し
、
資
料
の
制
約
と
研
究
の
不
足
か
ら
、
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
ふ
れ
ず
に
す
ま
し
た
り
、
あ
る
い
は
ご
く
簡
単
に
し
か
ふ
れ

な
か
っ
た
と
．
一
ろ
が
多
い
。
例
え
ば
、
産
業
革
命
前
と
後
と
の
小
工
業
の
変
質
、
と
く
に
大
工
業
と
の
関
係
、
チ
ー
プ
・
レ
ー
バ
ー
そ
の

も
の
の
構
造
と
そ
の
存
立
基
盤
、
工
揚
制
移
行
に
お
け
る
主
体
、
小
工
業
問
題
意
識
化
と
政
策
形
成
過
程
と
の
関
係
、
英
国
の
ス
モ
ー
牛

ビ
ジ
ネ
ス
論
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
史
実
の
把
握
の
仕
方
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
合
後
こ
れ
ら
の
研
究
を
深
め
つ
つ
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に

お
け
る
中
小
工
業
問
題
お
よ
ぴ
日
本
の
中
小
工
業
問
題
と
の
関
係
を
実
証
的
に
把
握
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
（
1
）
　
「
こ
の
両
者
（
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
家
内
工
業
、
手
工
業
と
近
代
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
近
代
家
内
労
働
）
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
資

　
　
本
制
経
営
で
あ
り
、
後
者
が
資
本
で
は
な
く
事
実
上
の
賃
労
働
で
あ
る
点
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
伊
東
岱
吉
「
中
小
企
業
論
」
昭
三
二
年
、



〆
’

　
一
七
頁
。

　
　
「
『
工
揚
』
制
度
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
な
客
観
的
条
件
の
も
と
に
お
か
れ
た
『
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
』
や
『
家
内
労
働
』
が
、
も
は
や
『
産
業
革

　
命
期
』
以
前
の
よ
う
に
相
対
的
余
剰
価
値
の
生
産
（
H
分
業
に
も
と
づ
く
協
業
に
よ
っ
て
労
働
の
生
産
性
を
上
げ
る
こ
と
）
を
放
榔
し
て
、
も
っ
ぱ

　
ら
絶
対
的
余
剰
価
値
の
生
産
（
聾
労
働
時
間
の
延
長
お
よ
ぴ
労
働
密
度
の
強
化
）
の
方
向
に
集
中
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
工
揚
』
制
度
に
対
抗
し
、

　
競
争
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
事
実
が
『
近
代
的
』
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
大
塚
久
雄
「
欧
洲
経
済
史
」
昭
三
一
年
、
一
七
〇
頁
。

（
2
）
　
「
（
産
業
の
）
拡
張
が
、
下
請
制
、
問
屋
制
、
一
般
的
苦
汗
制
と
い
う
形
を
と
る
揚
合
に
は
、
労
働
貴
族
（
下
請
親
方
）
は
、
（
例
え
ぱ
、
高
度

　
の
仕
事
に
専
業
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
増
大
す
る
大
量
の
下
請
労
働
者
、
あ
る
い
は
停
滞
し
て
い
る
手
工
業
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、

　
そ
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
」

　
　
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
時
代
の
英
国
に
は
、
完
全
雇
用
の
状
態
の
も
と
に
事
実
上
あ
っ
た
数
種
の
グ
ル
ー
プ
の
労
働
者
が
い
た
が
、
一
方
、
は
る
か
に

　
多
数
の
労
働
者
が
、
雇
用
主
に
と
っ
て
は
全
く
の
買
手
市
場
の
状
態
の
も
と
に
事
実
上
あ
っ
た
。
」

　
　
「
一
般
的
に
い
う
と
、
伝
統
的
手
工
業
に
お
い
て
は
、
『
労
働
者
』
あ
る
い
は
『
助
手
』
は
、
手
工
業
者
の
半
分
か
あ
る
い
は
い
く
ら
か
そ
れ
よ

　
り
多
い
賃
銀
を
受
取
っ
て
い
た
。
」
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