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恐

慌

下

江

漸

護

糸

業

の
再
編

奥

村

哲

は

じ

め

に

一
恐
慌
の
襲
来

二
園
民
政
府
の
惣
糸
改
良

ω
江
蘇
|
|
辞
家
惣
糸
「
濁
占
」
の
形
成

ア

窓

穫

統

制

養
費
法
の
改
良

・
合
作
枇
の
組
織

繭
行
統
制

・
稀
債
統
制

糸
廠
の
再
編
・
機
械
改
良

生

糸

輸

出

イ

小

結

ω
街
江
|

|
連
合
糸
廠
計
劃

ア

翠

種

統

制

イ
養
窓
法
の
改
良

・
合
作
祉
の
組
織

ウ
繭
行
統
制

・
購
繭
統
制
・
繭
償
統
制

エ
糸
廠
の
再
編

・
機
械
改
良

・
生
糸
輸
出

小

結

三
製
糸
業
の
回
復
傾
向

お

わ

り

に
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ウオェ』主

じ

め

筆
者
は
先
に
抗
日
戦
争
前
中
園
工
業
の
研
究
を
検
討
し
、
「
牢
植
民
地
・
牢
封
建」

範
鴎
の
固
定
的
理
解
が
研
究
の
前
進
を
妨
げ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
は
一
九
三

0
年
代
の
長
江
下
流
域
の
輩
糸
業
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
園
民
政
府
の
経
済

建
設
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
獄
況
を
批
判
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
輩
糸
業
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
工
業
費
展
の
遅
れ

た
中
園
に
お
い
て
、
製
糸
業
は
紡
績
・
製
粉
と
並
ぶ
重
要
工
業
で
あ
り
、
生
糸
は
長
い
間
総
出
の
第
一
位
を
占
め
、
重
要
な
外
貨
獲
得
商
品
で



日
本
資
本
主
義
の
護
展
に
お
い
て
輩
糸
業
の
占
め
る
位
置
が
極
め
て
大
き
い
が
放
に
、

中
園
製
糸
業
の
護
展
は
世
界
市
場
を
通
し
て
日
本
資
本
主
義
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
別
の
意
味
も
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

周
知
の
よ
う
に
世
界
恐
慌
は
日
本
経
済
に
大
き
な
打
撃
を
興
え
、
恐
慌
か
ら
の
脱
出
路
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
園
家
濁
占
資
本
主
義
へ
の
遁
と
な

っ
た
。

一
方
帝
園
主
義
各
園
の
矛
盾
の
轄
嫁
を
受
け
た
中
園
で
は
、
恐
慌
は
経
済
の
各
部
門
に
よ
っ
て
波
及
す
る
時
期
が
ズ
レ
る
が
、
そ
れ
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
、
南
京
園
民
政
府
の
下
で
経
済
建
設
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
猛
烈
な
攻
撃
を
加
え
た
の
が
他
な
ら
ぬ
日
本
で
あ

そ
の
経
済
面
で
の
理
由
の
一
つ
は
、
経
済
建
設
の
一
環
を
構
成
す
る
輩
糸
統
制
・
棉
花
統
制
に
封
し
て
、
日
本
が
大
き
な
利
害
を
持

っ
た
が
、

っ
て
い
た
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
南
京
園
民
政
府
は
自
身
の
基
盤
を
固
め
ん
と
す
れ
ば
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
と

の
矛
盾
を
深
め
ざ
る
を
え
な
い
肢
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
輩
糸
業
の
研
究
は
ご
く
限
ら
れ
た
覗
角
で
は
あ
る
が
、
こ
の
貼
を
あ
る
程
度
明
ら

か
に
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

江
漸
と
い
う
地
域
的
限
定
を
し
た
理
由
は
、
園
民
政
府
は
名
目
的
に
は
中
央
政
府
で
あ
っ
た
が
、
恐
慌
襲
来
の
段
階
で
直
接
に
権
力
を
及
ぼ
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し
う
る
地
域
は
限
ら
れ
て
お
り
、
江
漸
と
並
ぶ
重
要
慧
糸
業
地
域
で
あ
る
庚
東
は
陳
済
裳
の
支
配
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
即
ち
こ
の
南

勢
力
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
輩
糸
統
制
の
成
否
は
、
恐
慌
と
日
本
の
侵
略
を
契
機
と
し
て
準
む
中
央
集
権
の
方
向
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
二

地
域
は
巌
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
翫
。
以
下
、
具
健
的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

恐

慌

の

襲

来

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ウ
ォ

l
ル
街
の
株
債
大
暴
落
に
端
を
援
す
る
世
界
恐
慌
は
直
ち
に
欧
米
を
主
要
な
職
出
先
と
す
る

中
園
製
糸
業
に
波
及
し
、
糸
債
は
一

買
に
暴
落
し
た
。
し
か
し
初
期
に
は
中
園
が
銀
本
位
制
で
あ
り
、
恐
慌
に
よ
る
銀
債
の
暴
落
に
よ
っ
て
劃

外
魚
替
レ

l
ト
も
低
落
し
た
た
め
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
も
の
の
、
同
期
の
日
本
ほ
ど
激
烈
で
は
な
か
っ
た
。
本
格
的
な
打
撃
は
む
し
ろ
そ

一
九
二
九
年
一

O
月、
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れ
か
ら
で
あ
る
。
中
園
以
上
の
打
撃
を
受
け
た
日
本
で
は
製
糸
工
場
の
多
く
が
倒
産
し
、
養
抵
農
家
が
破
産
し
て
地
主
制
を
動
揺
さ
せ
て
い
っ
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た
。
こ
れ
に
棉
業
恐
慌
が
綴
い
て
経
済
は
大
混
乱
に
陥
り
、
脆
弱
な
基
盤
の
上
に
築
か
れ
た
日
本
資
本
主
義
は
闇
家
猫
占
資
本
主
義
へ
の
逼
を

進
み
な
が
ら
、
そ
の
活
路
を
封
中
園
軍
事
侵
略
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
三

一
年
の
瀬
洲
事
襲
、
翌
三
二
年
の
上
海
事
嬰
が
そ
れ
で
あ
る
。
後

者
で
は
上
海
の
多
く
の
製
糸
工
場
(
以
下
糸
廠
)
が
破
壊
さ
れ
、
破
壊
を
兎
れ
た
も
の
も
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
ね
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
重

工
業
建
設
の
重
要
な
前
提
を
な
し
た
生
糸
職
出
に
封
し
て
は
、
政
府
の
全
面
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
園
際
市
場
で
の
優
越
的
地
位
を
背
景
に、

り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
行
な
い
、
中
園
糸
の
騒
逐
を
は
か
つ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な

他
方
、

三一

年
の
イ
ギ
リ
ス

・
日
本
か
ら
三
三
年
の
ア
メ
リ
カ
に
至
る
各
園
の
金
本
位
離
脱
は
、

銀
の
反
騰
を
招
き
、
震
替
レ

l
ト
の
上
昇

と
な

っ
て
中
園
生
糸
聡
出
を
不
利
な
ら
し
め
た
。
そ
し
て
事
態
を
更
に
悪
化
さ
せ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
銀
政
策
で
あ
る
。
三
四
年
の
銀
買
上
法

-
銀
幽
有
化
令
は
大
量
の
銀
を
中
園
か
ら
流
出
せ
し
め
、
銀
債
暴
騰
と
そ
れ
に
よ
る
中
園
金
融
恐
慌
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
市
場
で
は
日
本
糸
に
九

O
%と
文
字
通
り
の
濁
占
的
地
位
を
許
し
、
多
年

の
得
意
先
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
市
場
で
も
日
本
糸
に
座
迫
さ
れ
、
三
四
年
遂
に
そ
の
地
位
を
逆
縛
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

(
第
一
表
の
職
出

量
の
低
下
を
参
照
)。
そ
の
結
果
多
く
の
糸
廠
が
停
業
に
追
い
込
ま
れ
た
。

こ
の
欣
況
の
中
で
中
園
製
糸
業
は
衰
微
し
て
い
っ
た
。
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三
二
年
の
無
錫
。

「
江
蘇
省
の
機
械
製
糸
業
は
、
全
盛
時
代
に
は
無
錫
一
豚
だ
け
で
五
三
工
場
も
あ
っ
た
。
:
:
最
近
二
年
来
、
販
路
が
こ

れ
ま
で
に
な
く
停
滞
し
た
た
め
、

今
春
に
な
っ
て
各
廠
は
次
々
と
営
業
を
停
止
し
、
春
繭
市
場
に
嘗
り
や
り
く
り
し
て
営
業
を
績
け
て
い
る
の

ω
 

は
、
僅
か
に
永
泰

・
華
新

・
乾
姓
の
三
糸
廠
の
み
で
あ
る
」
。

三
四
年
の
上
海
。

「
上
海
の
糸
廠
及
び
玉
繭
糸
廠
は
一
一

三
工
場
あ
る
が
、
本
年
や
り
く
り
し
て
営
業
し
て
い
る
の
は
僅
か
六
五
工
場
に
過

ぎ
な
い
。
:
:
:
九
月
か
ら

一
一
月
に
か
け
て
相
緩
い
で
停
業
し
た
も
の
は
既
に
五

O
除
工
場
に
達
し
、
:
:
:
な
ん
と
最
近
で
は
必
死
で
も
ち
こ

た
え
て
い
た
一

一
工
場
も
ま
た
停
業
を
宣
告
し
て
し
ま
い
、
結
局
全
市
の
製
糸
業
は
僅
か
に
一耐
倫
玉
繭
糸
廠
と
、氷
享
糸
廠
の
二
工
場
が
風
雨
の

中
で
耐
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
開
北
の
呉
嘉
な
る
工
場
主
は
:
:
:
糸
車
を
全
部
打
ち
壊
し
、
住
宅
に
建
て
か
え
た心
。

折
工

oa勿
合
改
定
に
悲
惨
で
あ
る
。
恐
慌
に
加
え
て
絹
織
物
部
分
に
人
絹
が
大
量
に
進
出
し
、
本
来
は
そ
の
原
料
製
造
の
た
め
に
建
設
さ
れ
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た
糸
廠
に
二
重
の
打
撃
を

興
え
た
。
そ
の
た
め
、
三

二
年
に
は
ほ
ぼ
完
全
に
停

業
献
態
で
あ
り
、
既
に

一

0
年
代
に
日
本
式
の
再
繰

式
機
械
を
採
用
し
、

。

年
代
の
後
半
に
は
洋
行
を

排
し
た
生
糸
の
直
職
出
に

も
乗
り
だ
し
た
杭
州
の
虎

- 83一

林
・
緯
成
問
糸
廠
に
つ
い

て
も
、
前
者
は
三
五
年
遂

tこ kこ
追駿
し、業
込 ・
ま機
れ{凶 械

取
後り
者 外
もし

債
務
不
履
行
か
ら
漸
江
省

財
政
聴
に
差
し
押
さ
え
ら

あれ
る凶る

こと
うと
しな
てつ
ド Tこ
ンの
底で

の
三
四
年
ま
で
、
江
漸
地

方
の
製
糸
業
は
も
は
や
立
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ち
直
ら
ぬ
か
に
見
え
た
。

園
民
政
府
の
話
糸
政
良

楠
業
等
と
と
も
に
、
中
園
の
重
要
産
業
で
あ
り
、
外
貨
獲
得
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
諸
糸
業
の
危
機
に
釘
し
て
、
園
民
政
府
は
無
策
で
は

い
ら
れ
な
か
っ
ね
。
ま
ず
三

一
年
、
江
祈
糸
業
公
債
八
百
蔦
元
を
設
行
し
て
職
出
奨
附
と
技
術
改
良
を
は
か

っ
た
が
、
こ
れ
は
失
敗
し
た
。
上

海
事
嬰
後
、
江
湖
糸
業
公
債
三
百
商
元
を
設
行
し
て
古
繭

・
古
糸
の
整
理
、
稔
出
奨
勘
に
充
て
る

一
方
、
生
糸
轍
出
税
を
克
除
し
、
人
絹
及
び

絹
製
品
の
職
人
税
を
四

O
%引
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
即
ち
こ
の
段
階
の
政
策
は
、

滞
貨

一
掃
を
主
目
的
と
し
た
消
極
策
で
あ
る
が
、
生
糸
の

場
合
機
械
糸
(
以
下
廠
糸
)
に
限
定
し
、
農
民
の
座
繰
糸
(
以
下
土
糸
)
を
含
ん
で
い
な
い
の
は
、
政
策
の
性
格
を
一
万
す
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
る。

糸
の
改
良

・
養
拭
教
育
及
び
養
躍
試
験
に
の
り
だ
し
た
。

認
糸
業
今
一般
へ
の
本
格
的
な
取
組
λ
は
次
の
段
階
で
あ
る
。
ま
ず
三
二
年
江
術
鑑
糸
改
進
曾
が
組
織
さ
れ
、
持
政
種
の
統
制

・
農
村
指
導

・
製

吹
い
で
三
三
年
淑
江
省
輩
糸
統
制
委
員
曾
(
以
下
獅
意
委
)
、

翌
三
四
年
江
蘇
省
貫

- 8-1ー

業
改
進
管
理
委
員
命
日
(
以
下
篠
賞
委
)
が
組
織
さ
れ
、
省
の
建
設
聴
の
下
で
抵
糸
改
良
を
推
進
し
た
。
そ
し
て
三
三
年
金
園
経
済
委
員
舎
(
以

下
全
経
委
)
の
改
組
の
後
、
翌
年
そ
の
下
に
銀
糸
改
良
委
員
禽

(
以
下
議
改
委
)
が
組
織
さ
れ
て
、
全
鰻
の
指
導
に
嘗
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の

他
に
、
買
業
部
の
拭
糸
科
も
ま
た
蹴
糸
改
良
に
嘗
っ
た。

さ
て
こ
れ
ら
の
国
民
政
府
下
の
抵
糸
改
良
は
、
世
界
恐
慌
を
主
要
な
原
因
と
す
る
市
場
縮
少
と
、
そ
の
下
で
の
日
本
糸
の
匪
迫
と
レ
う
欣
況

そ
の
目
的
は
日
本
糸
と
劉
抗
し
う
る
闘
際
的
競
争
力
を
つ
け
る
こ
と
、

即
ち
生
糸
品
質
の
向
上
と
コ

そ
の
買
現
の
た
め
に
は
諸
種

・
機
械
等
の
技
術
改
良
と
と
も
に
、
そ
れ
を

数
果
的
に
行
な
う
た
め
の
統
制
に
よ
る

「
合
理
化
」
が
不
可
避
と
さ
れ

h
。
こ
の
技
術
改
良
と
統
制
は
現
買
の
政
策
で
は

一
穫
と
な
っ

て
い
る
が
、

前
者
は
比
較
的
階
級
性
が
薄
く
、

重
要
な
問
題
で
あ
る
輩
糸
改
良
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
示
す
も
の
は
後
者
、
統
制
の
方
向
で
あ
る
。

を
背
景
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ス
ト
の
引
下
げ
で
あ
り
、



結
論
を
先
に
言
え
ば
、
園
民
政
府
の
輩
糸
改
良
は
多
く
の
中
小
業
者
を
波
落
さ
せ
る
(
輩
種
統
制
は
淑
江
の
土
種
製
造
業
者
や
投
機
的
な
輩

種
業
者
を
、
繭
行
統
制
は
奮
来
の
多
く
の
繭
行
業
者
と
繭
商
人
を
)
と
と
も
に
、
直
接
生
産
者
に
矛
盾
を
轄
嫁
す
る
形
で
(
土
糸
生
産
農
民
の

切
捨
て
繭
債
の
引
下
げ
、
献
労
働
者
の
M

労
働
強
化
・
賃
金
抑
制
剛
等
)
製
糸
資
本
と
銀
行
資
本
の
利
潤
を
保
謹
す
弘
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
再
編
で
あ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
資
本
主
義
佳
制
そ
の
も
の
の
危
機
を
示
す
大
恐
慌
の
下
で
は
、
製
糸
資
本
・
銀
行
資
本
も
再
編
を
免
れ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

製
糸
資
本
の
側
で
は
、

凶

「
濁
占
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

っ
た
。

資
本
と
技
術
で
造
か
に
優
る
日
本
と
劉
抗
す
る
た
め
に

江
蘇
と
新
江
で
形
の
異
な
る
一
種
の

輩
糸
改
良
は
同
時
に
こ
の
「
濁
占
」
の
形
成
過
程
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
本
稿
で
は
紙
数
の
開
係
も
あ

り
、
前
記
の
各
機
関
ご
と
の
改
良
策
を
一
つ
一
つ
述
べ
る
こ
と
は
せ
ず
、
江
・
新
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
「
濁
占
」
と
関
連
の
深
い
も
の

耐

を
中
心
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。

)
 

1
ム(
 
江
蘇
|
|
醇
家
輩
糸

「濁
占
」
の
形
成

。。

江
蘇
で
の
輩
糸
改
良
は
、
既
に
二

0
年
代
後
牛
頃
か
ら
無
錫
の
製
糸
家
等
に
よ
る
、
民
間
主
鐙
の
形
で
着
手
さ
れ
て
い
向
。
恐
慌
後
、
震
業

に
つ
い
て
は
主
要
に
は
前
記
蘇
草
委
の
下
で
行
な
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
二

0
年
代
に
改
良
に
着
手
し
て
い
た
有
力
製
糸
家
が
蘇
誼
委
の
質
権
を

握
り
、

し
か
も
製
糸
か
ら
先
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
蘇
童
委
は
殆
ん
ど
開
輿

闘

す
る
こ
と
な
く
、
有
力
製
糸
家
自
身
に
よ
る
再
編
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
統
制
を
背
景
と
し
て
質
量
共
に
設
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
有
力
製
糸
家
と
は
、
李
鴻
章
の
片
腕
醇
一幅
成
の
孫
、
露
萱

を
中
心
と
し
た
醇
家
に
他
な
ら
な
い
。

醇
家
は
恐
慌
前
、

無
錫
に
、
氷
泰
(
本
社
に
相
嘗
す
る
)
、
筆
新
、
錦
記
、
永
盛
の
四
糸
廠
と
、
十
数
行
の
繭
行
を
所
有
し
て
い
た
。
恐
慌
に
よ

っ
て
辞
家
の
糸
廠
も
打
撃
を
受
け
た
が
、

書
萱
は
岳
父
の

「紡
績
大
王
」
祭
宗
敬
や
中
園
銀
行
総
経
理
張
公
権
の
援
助
も
得
て
糸
廠
を
再
興
す

る
と
と
も
に
、
鎮
江
と
無
錫
に
永
泰
輩
種
製
造
場
を
設
け
て
改
良
輩
種
を
製
造
し
始
め
、
ま
た
養
鑑
合
作
祉
を
組
織
し
て
優
良
繭
の
特
約
取
引

仰

を
始
め
た
。
更
に
永
泰
糸
廠
出
口
部
を
設
立
し
、
中
間
商
社
を
排
し
て
ア
メ
リ
カ
の
業
者
と
の
直
接
取
引
を
開
始
し
た
。
こ
う
し
て
鑑
種
の
製

247 
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造
か
ら
生
糸
職
出
ま
で
営
業
を
同
削
げ
た
だ
け
で
な
く
、
統
制
を
利
用
し
て
各
部
門
全
て
に
つ
い
て
、

「
濁
占
」
を
準
め
て
レ

っ
た
の
で
あ
る。

ア

Jl 

種

統

市IJ

江
一併
で
は
養
賞
農
家
の
殆
ん
ど
が
自
家
製
の
土
種
に
よ

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
病
毒
率
が
高
く
、
繭
作

・
繭
貨
と
も
に
不
良
で
あ
っ
た
。

そ

の
た
め
二
七
・
八
年
頃
か
ら
改
良
種
が
次
第
に
普
及
し
つ
つ
あ
っ

た
が
、
同
時
に
製
種
業
が
牧
岱
が
多
い
こ
と
か
ら
製
種
場
が
乱
立
し
、
粗
恐

却

な
抵
種
版
貰
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
恐
慌
は
こ
の
よ
う
な
紋
態
に
あ
っ
た
抵
種
を
猛
烈
な
勢
い
で
淘
汰
し
て
い

っ
た
が
、
一
係
諸
委

は
日
本
誌
品
種
を
交
配
し
た
優
良
諸
種
を
指
定
し
、
特
に
優
良
な
諸
種
に
は
奨
助
金
を
支
給
す
る
と
と
も
に
不
良
語
種
を
焼
却
し
、
上
か
ら
こ

町

の
過
院
を
促
進
し
た
。
そ
の
た
め
、

二
八
年
段
階
で
九
五
%
を
占
め
て
い
た
土
種
が
短
期
間
に
消
滅
す
る
と
と
も
に
、
諸
種
の
病
毒
前年
も
三

O

同

%
か
ら
三
五
年
の

0
・
三
七
%
に
ま
で
下
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

年
の
六

・
四一

大
量
の
日
本
就
穫
を
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
。
こ
の
頃
の
謹
言
を
聞
こ
う
。

「
こ
の
時
我
等
の

『
糸
業
大
王
』

(
辞
書
萱
の
こ
と
|

|

- 86一

し
か
し
こ
の
強
カ
な
統
制
は
恐
慌
中
は
拡
種
の
減
産
に
つ
な
が
り
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
始
め
る
三
五
年
か
ら
甚
し
い
躍
種
不
足
に
結
果
し
、

卵
、付
)
は
正
帥慨
を
現
わ
し
た
。
彼
は
そ
の
時
既
に
無
錫
糸
業
の
牛
耳
を
執
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
製
種
場
を
開
設
し
て
製
種
業
の
盟
主
と
な

っ

て
い
た
」
。
そ
し
て
彼
が
蘇
獄
委
を
組
織
し
て
拡
種
統
制
に
あ
た
り
、
そ
の
結
果
拭
種
不
足
が
起
っ
た
と
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
自

分
が
誌
種
の
需
要
に
雁
じ
ら
れ
ぬ
の
に
、
緩
カ
他
人
の
製
種
場
を
押
え
て
大
量
製
造
を
許
さ
ず
、
紙
乏
す
れ
ば
日
本
か
ら
購
入
す
る
。
園
家
主

語
種
猫
占
ー
ー
の
御
恵
み
で
あ
色

。

号

室

岡

「種
間
」
を
形
成
す
る
手
段
で
も

悼
と
農
民
の
損
失
は
計
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
が
昌
品
種
統
制
』
|
|
』
否
、

な
成
果
を
あ
げ
た
拭
種
統
制
は
、
同
時
に
醇
家
か
競
争
業
者
を
押
さ
え
て
製
種
場
を
自
己
の
下
に
集
中
し
、

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
謹
言
に
つ

い
て

一
言
し
て
お
け
ば
、
諸
種
不
足
は
回
復
期
の
一
時
的
現
象
で
あ
り
、
三
五
年
か
ら
増
産
を
進
め

た
結
果
、

三
七
年
春
に
は
江
蘇
省
の
掃
立
能
力
を
百
寓
枚
上
回
る
三
百
蔦
枚
を
用
意
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
か。

更
に
醇
家
に
と

っ
て
は
、
諸
種
統
制
は
農
民
の
優
良
繭
を
安
債
に
確
保
す
る
手
段
と
も
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
『
議
種
統
制
』
は
ど
の
よ
う



な
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
(
辞
書諸
国
丁
|
奥
村
〉
は
ま
ず
各
製
種
場
の
語
種
を
集
中
し
、
同
時
に
各
郷
鎮
の
『
議
桑
模
範
匡
』
に
指
導
所

を
設
け
、
指
導
員
か
ら
躍
種
を
農
民
に
ば
ら
ま
く
。
永
泰
糸
廠
の
躍
種
(
醇
誇
萱
の
経
営
)
は
、
農
民
が
必
要
と
す
る
な
ら
値
引
き
或
い
は
掛

貰
り
し
て
も
ら
え
る
。

る
。
農
民
は
毛
先
ほ
ど
の
便
宜
に
と
び
っ
き
、

交
換
僚
件
は
繭
が
で
き
る
と
必
ら
ず
該
廠
に
寅
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

同

お
と
な
し
く
彼
の
毘
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
罰
せ
ら
れ

イ

養
語
法
の
改
良
・
合
作
祉
の
組
織

江
蘇
で
は
無
錫
・
金
壇
の
二
鯨
を
模
範
医
と
し
、
武
運
・
江
陰
・
呉
鯨
等
養
躍
の
盛
ん
な
鯨
に
改
良
匿
を
設
け
、

そ
の
中
で
も
特
に
盛
ん
な

地
域
に
は
中
心
指
導
所
を
設
立
し
、
養
護
期
に
は
更
に
そ
の
中
に
指
導
所
を
設
立
し
て
、
以
下
の
指
導
に
あ
た
っ
・た。

ω改
良
種
の
推
行
、

ω

秋
震
の
奨
一
札
、

ω消
毒
の
即
行
、

ω共
同
催
主円
、
例
稚
輩
の
共
同
飼
育
、
等
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

ω以
下
の
指
導
を
受
け
た
も
の
は
、
三
五
年

制

の
掃
立
枚
数
で
春
期
一
五
・
一
%
、
秋
期
一
五
・
九
%
に
達
し
、
前
年
に
比
し
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

未
だ
比
率
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い

- 87ー

が
、
従
来
の
非
科
準
的
な
養
躍
法
に
代
る
新
式
飼
育
法
が
、
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
結
果
、
繭
質
の

同

改
善
と
と
も
に
、
生
繭
一
据
嘗
り
の
コ
ス
ト
も
低
下
し
て
い
っ
た
。

さ
て
こ
う
し
た
中
心
指
導
所
や
指
遵
所
は
、
そ
の
匿
域
に
合
作
祉
が
設
立
さ
れ
る
と
順
次
駿
止
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
新
式

同

問
育
法
に
よ
る
繭
は
、
多
く
蘇
鋸
委
の
質
権
を
握
っ
て
い
た
醇
家
に
取
得
さ
れ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
の
頃
の
養
鷺
合

作
祉
な
る
も
の
は
、
法
に
依
っ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
目
的
は
た
だ
農
民
の
養
謹
を
指
導
し
て
、
糸
廠
1

1
0醇
家
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
ー
ー
に
か
わ
っ
て
優
良
な
輩
繭
を
生
産
す
る
」
こ
と
だ
っ
た

と

し
か
し
三
五
年
九
月
、
園
民
政
府
に
よ
っ
て
「
合
作
祉
法
」
が
施
行
さ
れ
て
よ
り
後
、
事
態
は
出
変
化
を
見
る
。
別
ち
合
作
祉
が
こ
の
法
に
従

っ
て
正
式
に
組
織
さ
れ
る
と
と
も
に
、
農
民
銀
行
が
合
作
貸
付
を
推
進
し
、
模
範
匡
等
の
組
織
し
た
合
作
祉
に
銀
行
資
本
の
勢
力
、
か
入
っ
て
き
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た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
以
前
は
賓
質
醇
家
の
た
め
に
存
在
し
た
合
作
祉
が
、
農
民
銀
行
に
よ
る
融
資
に
よ
っ
て
醇
家
か
ら
離
れ
る
可
能
性



を
組
織
し
て
劉
抗
し
た
。

遣
し、

そ
の
他
の
各
豚
は
こ
の
数
の
中
に
は
入
っ

て
い
な
い
。

が
生
じ
た
。

こ
う
し
て
養
誌
農
民
の
支
配
を
め
ぐ
っ

て
農
民
銀
行
と
醇
家
と
の
競
争
が
始
ま
り
、
醇
家
は
多
く
の
私
的
な
特
約
取
引
の
合
作
枇

「
盤
桑
模
範
匿
は
全
部
で
百
人
以
上
の
指
導
員
を
振
遺
し
た
が
、

醇
氏
は
無
錫
一
照
だ
け
で
指
導
員
百
人
以
上
を
振

ま
た
彼
は
養
宜
合
作
指
導
員
の
講
習
皐
校
を
新
設
し、

三
百
齢
名
の
女
生
徒
を
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招
い
て
訓
練
し
て
需
要
に
雁
え
」
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
醇
家
が
優
勢
で
あ
り
、
優
良
繭
の
多
く
は
や
は
り
醇
家
の
も
の
に
な

っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
は
第

一
に
、
無
錫
乾
繭
統
制
の
規
定
で
は
、
合
作
祉
が
共
同
乾
繭
し、

時
期
を
見
て
共
同
販
賀
す
る
権
利
を
認
め
て
は
い
た
が
、
窮
迫
し

た
農
民
は
一

刻
も
早
く
現
金
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、

乾
繭
せ
ず
に
各
自
生
繭
の
ま
ま
買
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
次
に

見
る
よ
う
な
醇
家
へ
の
繭
行
の
集
中
、

繭
債
の
抑
制
、
糸
廠
の
集
中
と
い
う
状
況
の
中
で
は
、
乾
繭
し
て
有
利
な
時
期
を
待
っ
た
と
こ
ろ
で
、

い
た
ず
ら
に
銀
行
へ
の
利
子
と
倉
庫
料
の
支
出
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
即
ち
多
く
の
合
作
祉
は
自
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
特
約
取
引
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

糸
廠
汲
遣
の
指
導
員
の
下
で
共
同
催
育
、

そ
れ
は
む
し
ろ
市
場
償
格
以
下
で

一
括
し
て
糸
廠
に
購
入
さ
れ
る
と
い
う。

こ
こ
で
は
農
民
の
養
誌
は
ほ
ぼ
完

糸
廠
か
ら
語
種
の
前
貸
し
を
受
け
、

共
同
育
輩
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し
、
優
良
繭
を
生
産
す
る
が
、

全
に
自
立
性
を
失
な
い
、
賀
質
的
に
糸
廠
経
告
の
中
に
組
込
ま
れ
、
原
料
生
産
の
た
め
の
資
本
家
的
家
内
第
働
の
如
き
も
の
に
嬰
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
c

要
之
、
合
作
祉
に
牧
叙
す
る
養
窓
法
の
改
良
は
、
著
し
く
良
質
の
繭
を
生
産
し
た
が
、
そ
れ
も
結
局
醇
家
を
富
ま

崎
切

せ
る
方
向
だ

っ
た
の
で
あ
る
。ウ

繭
行
統
制

・
繭
債
統
制

坤

繭
行
と
は
「
省
政
府
の
許
可
を
得
て
乾
繭
場
を
設
備
し
、
之
を
製
糸
家
若
く
は
繭
商
に
貸
興
し
て
購
繭
せ
し
め
る
問
屋
で
あ
ω
り
、
合
作
社

か
ら
の
場
合
以
外
に
は
、
繭
購
入
は
繭
行
を
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
繭
行
の
繭
位
(
乾
燥
場
〉
を
蓄
衆
の
土
室
式
か
ら
新
式
の
機
械
乾
繭

機
を
備
え
た
も
の
に
切
り
換
え
、
乾
繭
コ

ス
ト
の
引
下
げ
と
品
質
の
向
上
を
達
成
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
の
が
繭
行
統
制
で
あ
る
。
そ
の
た

帥

め
に
繭
行
開
設
許
可
の
篠
件
を
巌
し
く
す
る
一
方
、
様
々
な
特
権
を
輿
え
て
乾
繭
機
の
採
用
を
奨
励
し
た
結
果
、
江
蘇
に
は
二
七
年
に
一
蓋
も



な
か
っ
た
乾
繭
機
が
、
三
六
年
に
は
一
五
蓋
設
置
さ
れ
る
に
至
つ
ね
。
乾
繭
機
は
乾
繭
コ
ス
ト
が
低
く
か
っ
乾
燥
に
ム
ラ
が
な
く
、
繰
折
(
生

糸
百
斤
に
必
要
な
繭
量
)
を
数
十
斤
減
少
さ
せ
る
か
ら
、
統
制
に
よ
り
技
術
改
良
が
準
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
繭
行
統
制
の
よ
り
大

き
な
意
味
は
、
む
し
ろ
多
く
の
繭
商
人
の
排
除
と
、
蘇
'輩
委
に
よ
る
繭
債
の
統
制
を
有
数
に
行
な
う
貼
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

再
び
首
時
の
謹
言
を
聞
こ
う
。
「
『
繭
行
統
制
』
は
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
準
備
に
若
干
年
を
お
い
た
後
に
、

一
律
に
新
式

の
繭
仕
に
改
め
、
繭
質
の
改
良
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
期
間
中
、
模
範
匡
の
指
定
す
る
奮
虻
は
し
ば
ら
く
営
業
を
績
け
ら
れ
る

同

が
、
制
限
は
厳
し
く
、
醇
氏
と
関
係
あ
る
繭
行
主
か
嘗
地
の
勢
力
あ
る
繭
商
の
他
は
、
全
て
取
締
ま
ら
れ
る
」
。

こ
こ
で
は
、
統
制
が
醇
家
の

同

繭
行
支
配
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
江
蘇
省
の
繭
行
は
七
九
八
家
で
あ
る
が
、
三
五
年
に
寅
際
に
開
設
し
た
の
は

同

半
数
以
下
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
堀
江
英
一
氏
に
よ
れ
ば
、
醇
家
の
直
接
経
営
し
た
繭
行
は
自
有
一
五
、
租
入
八
七
、
計
一

O
二
で
あ
る

同

同

と
い
う
が
、
寅
質
的
に
支
配
し
て
い
た
の
は
こ
れ
よ
り
遥
か
に
多
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
ど
う
な
る
か
。
「
昔
は
各
鯨
の
繭
行
は
す
こ
ぶ

る
多
く
、
牧
十
嗣
時
に
は
競
争
が
激
し
く
て
、
糸
繭
の

E
商
も
債
格
を
押
さ
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
」
が
、
農
民
自
身
に
よ
る
乾
繭
が
寅
質

的
に
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
係
輩
委
の
決
定
す
る
統
制
繭
債
の
拘
束
力
が
格
段
に
強
ま
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
統
制
繭
債
は
、
目
的
が

同

生
糸
職
出
の
競
争
力
を
つ
け
る
た
め
の
コ
ス
ト
引
下
げ
に
あ
る
が
故
に
、
養
鷺
農
民
の
犠
牲
に
よ
る
低
繭
慣
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

ゆ
叫

も
な
い
。
無
論
輩
糸
改
良
が
一
面
農
村
救
済
策
の
一
環
で
あ
り
，、

養
諒
農
民
の
波
落
は
製
糸
業
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
る
以
上
、
最
低
限
は
保

← 89ー

誼
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
わ
ば
「
生
か
さ
ぬ
様
、
殺
さ
ぬ
様
」
の
ラ
イ
ン
が
公
定
繭
債
の
原
則
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
醇
家
は
こ
の
よ
う
な

仕
組
で
、
輩
種
や
養
霊
法
等
の
技
術
改
善
の
成
果
を
、
農
民
の
手
か
ら
奪
い
去
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
繭
行
の
集
中
に
よ
り
原
料
繭
も

濁
占
的
に
支
配
で
き
る
こ
と
は
、
醇
家
の
他
糸
廠
に
劃
す
る
決
定
的
優
位
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

ニI:.

糸
廠
の
再
編

・
機
械
改
良
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無
錫
糸
廠
が
深
刻
な
危
機
に
陥
っ
た
三
二
年
、
江
蘇
省
質
業
臆
長
何
玉
書
は
、
園
民
政
府
買
業
部
の
語
照
鴻
と
と
も
に
無
錫
を
訪
れ
、
直
面
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し
て
い
る
危
機
に
針
し
て
繭
市
救
済
等
の
四
つ
の
針
策
を
示
し
た
後
、
最
重
要
の
課
題
と
し
て
糸
廠
の
整
理
を
あ
げ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
無
錫

糸
廠
業
同
業
公
舎
の
全
艦
大
舎
で
は
、
醤
来
の
イ
タ
リ
ア
式
機
械
の
墨
守
と
努
務
管
理
の
管
車
制
が
製
品
を
不
良
に
し
、
ア

メ
リ
カ
市
場
に
遁

合
し
な
い
こ
と
が
中
園
糸
失
敗
の
最
大
原
因
で
あ
る
と
し
て

租
廠
制
の
巌
禁

・
管
車
制
の
底
止
等
と
と
も
に
、

機
械
改
良
の
必
要
が
強
調

そ
の
た
め
に
は
数
十
高
乃
至
百
蔦
元
以
上
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
席
の
銭
鳳
高
の
主
張
ど
お
り
、
数
廠
乃
至

同

十
数
廠
を
連
合
し
て

一
廠
と
し
、
資
本
を
集
中
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
製
糸
機
械

さ
れ
た
。
更
に
、

の
改
良
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
繰
糸
機
で
は
、
嘗
時
最
先
進
の
多
僚
機
は
二
0
年
代
後
半
に
は
醇
家
の
筆
新
に
し
か
な
か
っ
た
が
、
抗
日
戦
争
直
前
に
は
同
じ
く
蒔
家

の
永
泰
・
永
盛
と
醇
系
の
宏
除
、

更
に
醇
家
よ
り
も
祈
盟
委
と
つ
な
が
り
の
深
い
瑞
論
(
玉
郡
)
の
五
糸
廠
に一

一
五
八
釜
存
在
し
、
無
錫
全

同

釜
数
の
七
・

三

%
、
抗
日
戦
前
に
営
業
し
て
い
た
釜
数
の
八
・

三
%
に
達
し
て
い
た
。
但
し
後
に
見
る
新
江
ほ
ど
普
及
し
て
い
な
い
の
は
、
多

同

額
の
資
本
を
要
す
る
機
械
改
良
が
、
殆
ん
ど
民
間
に
任
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
乾
燥
装
置
と
の
関
連
で
は
、
二
0
年
代
末
に
は
大
部
分
が

イ
タ
リ
ア
式
の
直
繰
式
で
、
特
に
ア
メ
リ
カ
市
場
向
け
に
必
要
な
揚
返
機
を
備
え
た
日
本
式
の
再
繰
式
は
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
向
。
し
か
し
日

本
侵
略
後
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
無
錫
で
は
三
分
の
こ
の
糸
廠
が
揚
返
機
を
備
え
、
残
り
の
糸
廠
に
つ
レ
て
も
、

振
元

・
泰
学
・
永
昌

・
森
明
と

- 90一

い
っ
た
糸
廠
は
自
ら
は
小
枠
に
巻
き
と
り
、
醇
家
の
華
新
・

永
泰
雨
廠
に
揚
返
し
を
依
頼
し
て
い
た
。
即
ち
「
少
く
と
も
無
錫
城
匿
に
於
て
は

叫

事
嬰
直
前
に
は
直
繰
式
の
工
場
が
跡
を
絶
っ

て
ゐ
た
と
レ
つ
で
も
過
言
で
は
な
」
い
朕
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
二
七
年
に
は

一
葦

同

三
六
年
に
江
蘇
全
佳
で
五
六
蓋
に
達
し
て
い
る
。

し
か
な
か
っ
た
煮
硝
機
は

さ
て
、
こ

の
よ
う
な
急
速
な
機
械
改
良
の
前
提
を
な
し
た
の
が
、
蒔
家
に
よ
る
糸
廠
の
集
中
で
あ
る
。
堀
江
英

一
氏
に
よ
れ
ば
、
抗
日
戦
争

前
に
醇
家
が
経
営
し
て
い
た
糸
廠
は
、
自
有
が
永
泰

・
華
新

・
隆
昌

・
錦
記

・
永
盛

・
鎮
論
の
六
廠
、
租
借
が
振
謹

・
泰
字

・
永
裕

・
民
盟

・

鼎
昌
・
賓
盟

・
鼎
盛

・
裕
盛
・
永
昌
・

三
新
・
振
元

・
泰
昌
の
一
一
一
廠
、
都
合
一
八
廠
で
あ
る
と
い
い

」
れ
は
無
錫
五
一

廠
中
の
ほ
ぼ
三
分

の
一
に
あ
た
る
。
し
か
し
醇
家
、
か
賞
質
的
に
支
配
し
て
い
た
糸
廠
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
示
す
も
の
が
興
業
製
糸
股
扮
有



限
公
司
(
以
下
興
業
公
司
)
の
設
立
で
あ
る
。

三
六
年
二
月
二

O
日
の
『
申
報
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
株
主
募
集
贋
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
公
司
設
立
の
目
的
は

「経
済
の
人
才
を
集
中
し
、

原
料
品
質
を
改
良
し
、
製
糸
技
術
を
改
遅
し
、
精
神
を
圏
結
さ
せ
、
製
造
を
統
一
し
、

コ
ス
ト
を
下
げ
、
市
場
横
大
に
努
め
」
て
、
中
園
糸
を

し
て
園
際
市
場
で
の
柴
え
あ
る
地
位
に
つ
か
し
め
る
こ
と
に
あ
る
、

と
い
う
。
資
本
金
は
百
蔦
元
、

原
料
採
取
と
生
糸
及
び
そ
の
副
産
品
や
生

糸
開
係
の
製
品
の
製
造
・
販
買
を
も
っ
て
営
業
内
容
と
す
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
設
起
人
が
醇
家
の
醇
蕎
萱

・
棒
組
康
・
醇
潤
培
の

同

以
下
糸
廠
名
の
み
記
す
)
、

他、

銭
鳳
高
(
無
錫
糸
廠
業
同
業
公
舎
主
席
、
鼎
昌
糸
廠
経
理
人
。

王
化
南
(
乾
新
一
・
二
、

乾
利
)
、

鄭
海
泉

(
瑞
昌
一
・
二
)
、
程
畑
若
(
乾
姓
・
五
豊
〉
、
張
季
芳
(
美
豊
・
美
新
)
、
鄭
煩
泉
(
瑞
昌
永
)
、

曹
少
臣
(
康
成
)
、

張
仲
厚
(
大
成
〉
等
、

無
錫
の
有
力
製
糸
家
を
ほ
ぼ
総
動
員
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
三
二
年
の
糸
廠
整
理
案
を
全
無
錫
規
模
で
貫
行
し
た
形
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
首
時
、
「
ト
ラ
ス
ト
」
の
出
現
と
騒
が
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
言
、
え
よ
う
。
但
し
残
念
な
が
ら
こ
の
興
業
公
司
に
つ
い

同

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
断
片
的
な
史
料
し
か
見
出
だ
せ
ず
、
そ
の
寅
態
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
一
史
料
の

「
最
近
一
・
二
月
以
来
、
無
錫
の
辞
書
菅
一
と
王
化
南
・
程
病
若
等
、
か
資
本
を
合
わ
せ
、
既
に
無
錫
全
懸
の
糸
廠
三

O
齢

み
提
示
し
て
お
こ
う
。
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家
を
こ
と
ご
と
く
租
借
し
、
醇
氏
一
人
の
指
導
・
改
進
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
同
時
に
最
近
の
上
海
の
新

(
間
報
?
〉
申
(
報
?
)
各
大

新
聞
は
、

醇
氏
等
の
設
起
し
た
興
業
製
糸
公
司
が
資
本
百
蔦
元
を
公
開
招
募
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
載
せ
て
い
る
。
嘗
然
こ
れ
は
封
外
公
開

を
示
し
た
表
看
板
で
あ
っ
て
、
内
部
資
本
は
既
に
充
賞
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
醇
氏
個
人
が
去
年
の
も
う
け
の
十
分
の

剛

一
を
出
す
だ
け
で
、
も
う
濁
占
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
は
興
業
公
司
が
既
存
の
糸
廠
を
租
借
し
て
経
営
し
て
い
る
こ
と
と
、

形
の
上

で
は
無
錫
製
糸
家
の
大
同
園
結
で
あ
る
が
、

質
権
は
醇
家
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
興
業
公
司
が
経
営
し
た
糸
廠
の
数
は
こ
こ

に
は
「
三

O
除
家
」

と
あ
り
、
他
史
料
で
は
「
四

O
除
家
」

と
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
醇
家
直
営
の
糸
廠
を
合
わ
せ
れ
ば
、
嘗
時
操
業

し
て
い
た
糸
廠
の
大
部
分
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
興
業
公
司
の
設
立
が
軍
に
糸
廠
の
集
中
の
み
を
示
す
だ
け

で
な
く
、
傘
下
の
糸
廠
の
繭
行
を
も
醇
家
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
醇
家
の
繭
行
支
配
を
完
成
さ
せ
、
繭
債
の
抑
制
を
完

253 
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全
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
年
六
月
四
日
の

『
申
報
』
は
、
無
錫
腕
農
曾
の
言
と
し
て
次
の
よ
う
に
伴
え
て
レ
る
。

「繭
行
業
同
業
公

舎
は、

現
在
加熱
錫
に
新
し
く
興
っ
た
糸
版
ト
ラ
ス
ト
に
左
右
さ
れ
て
お
り、

五
月
三

一
日
に
倉
員
大
曾
を
翠
行
し
た
問
、
故
意
に
生
繭
慣
格
を

席
が
辞
嵩
萱

・
醇
組
康
と
曾
談
し
た
後
に
出
さ
れ
た
妥
協
案
、

(
一
携
嘗
り
1
1

奥
村
)
三

O
元
に
押
し
下
げ
た
」。
そ
し
て
農
舎
は
四

O
元
に
上
げ
る
こ
と
を
求
め
た
が
、

同

三
二
元
で
押
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
興
業
公
司
の
設
立
こ
そ、

嗣

と
言
え
よ
う
。

」
の
繭
憤
問
題
は

一
脈
盟
委
主

耐熱錫、

否
、
江
蘇
の
抵
糸
業
の
再
編
H
醇
家
の
濁
占
的
支
配
の
完
成
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
、

オ

生

'v
が

職

出

二
0
年
代
の
上
海
で
の
生
糸
職
出
は
、

新
江
の
緯
成

・
虎
林
雨
廠
が
自
ら
輪
出
商
社
を
経
営
し
て
レ
る
他
は
、
殆
ん
ど
の
糸
臓
は
糸
問
屋
を

介
し
た
、

洋
ノ行
に
よ
る
職
出
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て

宇
植
民
地
中
園
の
糸
廠
は
、

洋
行
に
劃
し
て
封
等
な
立
場
に
立
ち
が
た

功

く、

極
め
て
不
利
な
後
件
で
取
引
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
生
糸
線
出
改
蕃
の
重
要
性
は
蘇
議
委
も
認
識
し
て
い
た
が
、
漸
鉱
委
の
よ
う

同

に
自
ら
轍
出
商
社
を
経
営
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
っ
て
賀
行
し
た
形
と
な
っ
た
の
が
、
醇
家
の
、
氷
泰
糸
廠
出
口
部
で
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あ
る
。
こ
れ
は
三
二
年
に
設
立
さ
れ

ニュ

ー
ヨ
ー
ク
に
事
務
所
を
置
い
て
枇
員
を
常
駐
せ
し
め
、
販
路
開
拓
に
嘗
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

刷

・
フ
ラ
ン

ス
雨
糸
場
に
現
物
を
貯
蔵
し
、
糸
債
を
眺
め
買
主
を
濯
び
な
か
ら
有
利
な
取
引
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
氷
泰
糸
廠
出
口
部
の

取
扱
っ
た
生
糸
は
、

三
三
年
迄
は
千
俵

(
約
千
措
)
以
下
で
あ

っ
た
が
、
生
糸
年
度

(首
該
年
度
の
六
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
)
の
三
四
年
度

に
上
海
港
職
出
廠
糸
の
一
七
%
を
占
め
て
後
、
絶
針
的
に
も
相
封
的
に
も
急
増
し
、
抗
日
戦
前
最
後
の
三
六
年
度
に
は
、

迭
に
上
海
港
総
出
廠

同

糸
の
三
分
の

一
弱
、
三
二

・
五
%
を
占
め
る
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
華
新

・
永
泰
等
、
言
わ
ば
辞
家
直
系
の
糸
廠
の
他
に
、
先
の
興
業

公
司
の
製
品
を
ど
の
程
度
合
ん
で
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
取
扱
高
の
急
増
が
、
江
所
地
域
で
の
醇
家
の
地
位
の
上
昇
を
反

映
し
て
レ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
嘗
然
洋
行
を
割
除
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
中
園
製
糸
業
の
ガ

ン
と
さ
れ
た
生
糸
職

出
の
洋
行
支
配
、
及
び
そ
れ
を
通
し
て
の
中
国
糸
廠
の
洋
行

へ
の
従
属
と
い
う
現
象
は、

抗
日
戦
前
に
急
速
に
後
退
し
つ
つ
あ

っ
た
と
言
う
こ



と
が
で
き
る
。

結

以
上
の
よ
う
に
、
江
蘇
省
に
お
け
る
費
糸
改
良
は
、
念
速
な
技
術
の
改
良
と
醇
家
に
よ
る
「
猫
占
」
が
並
行
し
た
貼
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の

醇
家
の
「
濁
占
」
の
背
後
に
は
、
張
公
権
や
築
宗
敬
の
援
助
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
る
所
謂
官
僚
資
本
、
特
に
後
の
「
四
大
家

同

族
」
と
の
具
鐙
的
な
閥
係
は
、
現
在
の
所
明
ら
か
に
は
し
え
な
い
。
但
、
抗
日
戦
後
に
中
園
鷺
糸
公
司
を
支
配
し
た

C
C
系
の
「
震
源
地
」
江

蘇
農
民
銀
行
と
は
、
合
作
祉
を
め
ぐ
っ
て
競
争
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
む
し
ろ
現
段
階
で
は
、
早
急
な
系
列
化
は
恨
む

べ
き
で
あ
る
う
。

(2) 

新
江
|
|
連
合
糸
廠
計
劃
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断
江
に
お
い
て
も
、
江
蘇
以
上
に
認
糸
改
良
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
漸
江
の
絹
業
は
江
一
両
よ
り
起
源
が
古
く
、
明
末
清
初
頃
既
に

同

相
嘗
瑳
展
し
て
お
り
、
言
わ
ば
俸
統
の
重
み
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と
が
、
新
江
に
猫
自
の
方
法
を
と
ら
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
第
一
は
製
穫
が
養
護
と
分
離
し
、
土
種
製
造
業
と
し
て
濁
立
し
て
お
り
、
諸
種
の
改
良
に
劃
し
て
根
強
い
抵
抗
力
を
持
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
農
民
の
養
輩
の
目
的
は
、
開
港
後
特
に
上
海
・
無
錫
の
糸
廠
設
立
後
に
瑳
展
し
た
無
錫
付
近
の
よ
う
な
繭
版
買
で
は
な

く
、
自
ら
繰
糸
し
土
糸
の
形
で
販
買
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
第
三
に
、
こ
の
地
に
設
展
し
た
手
織
り
の
絹
織
業
が
、
こ
の
土
糸
を
原
料

と
し
て
い
た
が
放
に
、

繭
行
の
設
置
を
妨
害
し
、
原
料
繭
獲
得
が
困
難
な
た
め
に
糸
廠
の
設
展
が
遅
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
二
O
年

同

「
江
蘇
省
ノ
ソ
レ
ト
ハ
趣
ヲ
異
ニ
シ
全
ク
官
掛
ノ
一
途
-
一
出
ヅ
」
と
評
さ
れ
る
朕
況
だ
っ
た
の
で
あ

代
か
ら
輩
糸
改
良
の
動
き
は
あ
っ
た
が

る

そ
し
て
第
四
に
、

一
0
年
代
後
牢
か
ら
よ
う
や
く
糸
廠
が
設
展
し
始
め
る
が

そ
れ
は
機
械
絹
織
物
業
の
勃
興
に
と
も
な
う
も
の
で
あ

255 

り
、
緯
成
・
虎
林
と
い
っ
た
二

0
年
代
の
祈
江
を
代
表
す
る
糸
廠
も
、
も
と
も
と
親
曾
祉
の
原
料
製
造
部
門
と
し
て
創
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
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同

あ
る
。
従
っ
て
三

0
年
代
に
は
、
恐
慌
に
よ
っ
て
圏
外
市
場
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く

に
受
け
る
こ
と
と
な
り
、

親
禽
祉
の
不
況
と
中
園
へ
の
人
絹
流
入
の
影
響
を
直
接

自
力
で
は
立
直
り
難
い
打
撃
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

」
う
し
た
事
柄
が

三
0
年
代
前
江
の

慧
糸
改
良
を
し

て
、
江
蘇
以
上
の
上
か
ら
の
強
力
な
統
制
に
よ
ら
し
め
た
要
因
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
輩
種
か
ら
生
糸
職
出
ま
で
、
主
役
は
祈
草
委
で
あ
る。

ア

鑑

種

統

告リ

市
江
の
抵
種
統
制
は
基
本
的
に
は
江
蘇
と
同
じ
で
あ
る
が
、
幅
削
誼
委
、
か

一
括
し
て
省
内
外
の
改
良
誼
種
を
購
入
し
、
買
牧
債
格
よ
り
相
首
低

額
で
農
民
に
配
布
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
し
か
し
三
五
年
頃
か
ら
の
輩
種
不
足
は
江
蘇
以
上
に
ひ
ど
く
、

江
蘇
や
日
本
か
ら
大
量
に
職

入
し
て
も
な
お
足
り
ぬ
た
め
、

土
種
の
制
限
を
緩
和
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
た
め
に
病
毒
率
も
減
少
し
た
と
は
い
え
、
江
蘇
よ
り
高
い
。
こ

れ
に
針
慮
す
る
た
め
漸
説
委
は
優
良
種
の
増
産
を
進
め
た
結
果
、
三
九
年
に
は
需
要
額
四
百
蔦
枚
を
自
給
で
き
る
見
通
し
と
な
っ
幻
。
こ
う
し

て
土
種
を
駆
逐
す
る
一
方
、
改
良
種
繭
の
農
民
自
身
の
繰
糸
を
禁
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
政
策
が
廠
糸
本
位
で
あ
り
、

土
糸
切
捨
て
策
で
あ
る
こ

- 94ー

と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。

イ

養
獄
法
の
改
良

・
合
作
祉
の
組
織

三
五
年
の
被
指
導
戸
数
は
、
春
期
八
寓
九
千
、
私
期
七
蔦
一
千
、
掃
立
枚
数
で
は
春
期
三
九
禽
枚
、
秋
期
二
O
蔦
枚
で
あ
り、

前
年
に
比
し

春
は
戸
数
で
一
・
四
倍
、
枚
数
で
二
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
が
、
秋
は
と
も
に
や
や
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
改
良
種
の
掃
立
枚

蚊
の
そ
れ
ぞ
れ
五
O
%
、
四
八
%
に
相
嘗
す
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
な
お
土
種
の
掃
立
て
も
多
い
た
め
、
組
掃
立
枚
数
に
射
す
る
比
率
は
か
な

り
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。
合
作
刑
に
つ
い
て
は
、
春
期
は
三
三
年
の
七
七
社
か
ら
三
六
年
の
五
一
五
社
に
大
き
く
増
加
し
て
い
る
が
、
秋
期
は

瑚

同
二
三
三
社
か
ら
二
六
四
社
と
、
微
増
に
止
っ
て
い
る
。
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繭
行
統
制

・
購
繭
統
制
・
繭
債
統
制

乾
繭
機
を
備
え
た
も
の
以
外
は
既
存
の
繭
行
か
ら
二
O
里
(
一

0
キ
ロ

〉
以
内
の
新
設
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
以
外
に
、
新
江
の
繭
行
統

帥

制
そ
の
も
の
は
、
江
蘇
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
乾
繭
機
の
普
及
に
つ
い
て
は
江
蘇
以
上
に
奨
闘
し
、
三
六
年
に
は
漸
草
委
が
仲
介
し
た
銀

開

行
か
ら
の
融
資
に
よ
っ
て
設
置
せ
し
め
た
結
果
、
三
七
年
に
は
前
年
の
二
倍
の
四
五
蓋
に
達
し
て
い
る
。

し
か
し
前
輩
委
は
繭
行
統
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
繭
購
入
へ
の
全
面
的
統
制
に
進
ん
だ
。
ま
ず
三
四
年
春
に
は
、
繭
購
入
に
際
し
て
希
墓
購
入

量
・
場
所
等
を
登
録
さ
せ
た
う
え
で
、
許
可
を
省
内
糸
廠
・
省
外
糸
廠
・
省
内
繭
商
・
省
外
繭
商
の
順
で
興
え
た
。
こ
こ
に
は
省
内
業
者
優
先

以
上
に
、
明
ら
か
に
流
通
過
程
を
握
る
中
聞
の
繭
商
を
排
除
し
、
原
料
繭
を
糸
廠
に
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
が
見
ら
れ
る
。
更
に
糸
廠
も

同

「
信
用
良
好
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
優
先
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
大
糸
廠
擁
護
の
方
針
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
秋
か
ら
は
更
に
一
歩
進

ん
だ
。

中
園
・

笠
通
等

一
四
銀
行
が
結
成
し
た
銀
固
か
ら
三
百
蔦
元
の
融
資
を

に
-unu 

糸
債
低
落
の
た
め
繭
購
入
量
の
少
な
き
を
見
た
漸
輩
委
は
、

同

刷

得
、
自
ら
繭
買
付
け
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
三
五
年
に
は
こ
れ
を
法
制
化
し
た
。
即
ち
春
に
は
省
内
を
一
O
の
牧
繭
匿
に
分
け
、
う
ち
六

匡
は
匡
内
糸
廠
の
一
定
数
量
の
購
入
を
許
し
た
以
外
は
全
て
断
章
委
が
購
入
し
、
残
り
四
匿
は
数
量
を
登
録
さ
せ
、
新
憲
委
の
監
督
の
下
で
省

制

内
外
の
糸
廠
に
購
入
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
新
輩
委
の
購
繭
は
全
て
改
良
種
繭
で
あ
り
、
全
購
繭
量
の
二
O
%
、
改
良
種
繭
の
貫
に
四

師

同

七
・
六
%
に
相
嘗
す
る
。
更
に
新
輩
委
は
同
年
秋
に
も
四
O
%
、
晩
秋
期
に
は
全
て
の
繭
を
自
ら
購
入
し
た
。
そ
の
結
果
三
五
年
に
漸
輩
委
の

購
入
し
た
生
繭
は
八
八
三
O
六
措
、
同
年
漸
江
全
購
繭
量
の
一
一
一
一
了
七
%
、
改
良
種
繭
の
四
五
・
八
%
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
断
章
委
自
身
の
大
量
購
入
を
含
む
強
力
な
統
制
が
行
な
わ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
江
蘇
と
同
様
に
繭
債
統
制
の
貫
教
を
高
め
る

こ
と
に
あ
る
。
三
四
年
秋
の
購
入
は
確
か
に
繭
債
の
最
低
限
以
下
へ
の
低
落
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
し
、
特
に
農
民
の
養
鑑
を
土
糸
販
買
か
ら

制

繭
販
責
に
切
換
え
さ
せ
る
必
要
の
あ
っ
た
新
江
で
は
、
改
良
種
繭
の
最
低
限
の
債
格
保
誼
は
不
可
依
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
六
年
春
に

制

は
、
上
海
の
糸
廠
・
繭
商
の
購
入
債
格
が
統
制
繭
債
を
下
回
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
購
入
繭
の
差
押
え
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
う
し
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た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

三
五
年
の
場
合
に
は
、
逆
に
糸
債
上
昇
に
よ
る
原
料
繭
の
競
争
買
い
を
強
引
に
押
え
、
繭
債
上
昇
を
防

ぐ
意
味
も
あ
っ

た
。
こ
の
時
江
蘇
で
は

「晩
場
は
競
争
買
の
態
と
な
り
、
繭
債
は
昂
騰
し
た
が
、
所
江
省
で
は
・・
:
買
馴
れ
は
殆
ん
ど
公
定
繭

債
に
等
し
か

っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
。

し
か
し
な
お
問
題
は
残
る
。
漸
盟
委
自
身
の
購
入
し
た
大
量
の
繭
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
四
年
秋
の

「
秋
繭
繰
糸
開
法
」
第

一
候

は
失
の
よ
う
に
言
う
。
漸
説
委
「
ノ
買
付
ケ
タ
ル
秋
繭
ノ
一
部
分

ハ
原
慣
ヲ
以
テ
本
省
各
糸
廠
三
議
興
シ
テ
製
糸
セ
シ
メ
其
ノ
他
ノ
部
分
ハ

本

開
法
ニ
依
リ
江
所
連
合
糸
廠
-
一

交
付
シ
代
ッ
テ
繰
糸
ス
ル
責
ヲ
負
ワ
シ
ム
」
。

こ
の
江
瓶
連
合
糸
廠
こ
そ
、

所
草
委
の
統
制
の
方
向
と
蘇
草
委

以
上
の
積
極
さ
の
理
由
を
解
く
手
懸
り
と
な
る
で
あ
ろ
う。

コニー

糸
廠
の
再
編

・
機
械
改
良

・
生
糸
職
出

の
よ
う
に
提
案
し
た
。
中
園
糸
業
が
復
活
す
る
た
め
に
は
、
日
本
と
競
争
し
て
そ
の
市
場
濁
占
を
彼
ら
ね
ば
な
ら
ず、

そ
の
た
め
に
は
江
蘇

・
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恐
慌
の
最
中
の
三
三
年
、
江
新
銀
業
連
合
統
制
委
員
食
に
お
い
て
、

一
0
年
代
末
頃
上
海
の
糸
廠
経
営
で
活
躍
し
た
莫
腸
清
は
、
大
約
以
下

新
江
・
安
徽
の
誌
糸
業
者
と
政
府
が
一
致
圏
結
す
る
以
外
に
な
い
。
即
ち
官
民
合
開
で
規
模
壮
大
な
糸
業
ト
ラ
ス

ト、

偲
稀
「
中
園
江
新
院
操

糸
貿
易
有
限
公
司
」

を
設
立
し
、

抵
種
か
ら
生
糸
収
資
ま
で
こ
の
地
の
認
糸
業
を
濁
占
的
に
請
負
わ
し
め
、
技
一仰
の
改
善
を
は
か
る
べ
き
で
あ

る
こ
の
莫
の
提
案
は
該
委
員
曾
の

一
致
賛
同
を
得
、
関
係
方
面
で
目
六
位
化
の
検
討
が
始
め
ら
れ
た
と
い

う
コ
翌
年
詰
改
委
が
組
織
さ
れ
、
そ
こ

で
計
劃
さ
れ
た
江
所
連
合
糸
廠
は
、
そ
の
小
規
模
で
よ
り
現
質
的
な
具
鐙
化
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
輩
改
委
の
指
導
の
下
に
、
江

倒

断
雨
省
の
糸
版
を
連
合
し
、
糸
質
を
統

一
・
改
良
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

三
五
年
春
に
成
立
す
る
改
定
で
あ

っ
た
。
三
四
年

一
O
月
段
階
で

制

一
O
除
家
が
加
入
の
準
備
を
し
て
い
た
と
い
う
。
翌
三
五
年
二
月
、
計
劃
は
よ
り
目
六位
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
誼
改
委
の
下
に
江
新
連
合

糸
廠
指
導
委
員
舎
を
成
立
さ
せ
て
、
以
下
の
原
則
に
基
づ

い
て
指
導
に
嘗
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ハ
門
共
同
牧
繭
、

ω技
術
合
作
、

同
管
理
合



制

作
、
帥
機
械
改
良
、
師
事
務
所
の
設
立
。

こ
の
よ
う
に
、
江
新
連
合
糸
廠
は
、
も
と
も
と
は
上
海
を
含
む
江
漸
南
省
の
糸
廠
再
編
策
と
し
て
計
劃
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
漸
江

省
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
新
江
中
心
の
再
編
策
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
連
合
糸
廠
の
指
導
原
則
と
同
時
に
決
定
さ
れ
た
、
全
経
委
が
糸
廠

の
機
械
改
良
に
充
て
た
資
金
、

一
三
高
五
二
四

O
元
の
内
謹
と
使
用
法
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
先
進
の
多
係
機
五
百
蓋
は
、
意
改
委

闘

が
購
入
し
て
「
連
合
糸
廠
中
之
漸
江
各
廠
」
に
貸
輿
さ
れ
た
。
恵
論

・
慶
雲
・
開
源
・
杭
州
(
省
政
府
直
営
〉

・
緯
成
鶴
記
(
緯
成
の
嘉
輿
分

同

廠
、
新
江
建
設
鹿
に
差
押
え
ら
れ
て
い
る
)
の
五
廠
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第

一
に
「
連
合
糸
廠
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
新

江
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
機
械
の
所
有
主
は
糸
廠
で
は
な
く
輩
改
委
で
あ
る
こ
と
、
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
射
し
て
、
多
僚

「
連
合
糸
廠
」
と
は
明
記
さ
れ
ず
、
上
海
を
含
む
江
蘇
の
糸
廠
に
劃
し
て
も
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
方
法
は
糸
廠
自
身
の

機
以
外
の
援
助
は
、

自
主
的
な
機
械
改
良
に
劃
し
て
、
必
要
資
金
の
牢
額
を
貸
付
け
る
と
い
う
資
金
援
助
の
形
で
あ
る
。
杭
州
と
無
錫
醇
家
の
華
新
・
永
盛
三
糸
廠

の
再
繰
車
設
置
、
慶
雲
と
江
蘇
時
前
壁
開
の
女
子
輩
桑
皐
校
(
女
輩
)
雨
糸
廠
の
煮
繭
機
設
置
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
開
源
・
恵
論
の
ボ
イ

制

ラ
l
燃
料
設
備
に
も
資
金
貸
興
が
な
さ
れ
た
他
、
杭
州
に
は
別
に
二
高
五
千
元
が
貸
輿
さ
れ
て
い
る
。
卸
ち
盤
改
委
の
機
械
改
良
の
援
助
は
、

漸
江
に
劃
し
て
、
江
蘇
よ
り
厚
く
し
か
も
上
か
ら
の
指
導
性
の
強
い
形
で
な
さ
れ
て
し
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
示
し
た
江
漸
連
合
糸
廠

の
指
導
原
則
の
伺
の
具
健
化
で
あ
る
と
見
て
、
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
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で
は
ハ
門
の
共
同
牧
繭
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
記
の
漸
童
委
自
身
の
購
繭
以
外
に
は
な
い
。
事
貫
三
四
年
秋
輩

の
繭
は
、
先
に
記
し
た
と
お
り
江
漸
連
合
糸
廠
に
代
繰
さ
せ
る
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
穴
住
的
な
糸
廠
名
は
わ
か
ら
な
い
が
、
前
記
の

祈
江
の
五
糸
廠
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
但
し
問
題
な
の
は
、
次
の
三
五
年
春
置
の
新
江
「
繰
糸
掛
法
」
で
は
江
新
連
合
糸
廠

同

同

の
名
は
消
え
、
希
望
糸
廠
の
中
か
ら
漸
輩
委
の
指
定
す
る
「
設
備

・
技
術
の
比
較
的
よ
く
整
っ
た
」
糸
廠
に
代
繰
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の

一
方
で
江
漸
連
合
糸
廠
の
計
劃
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
い
。
同
年

一
一
月
付
の

『全
園
経
済
委
員
曾
工
作
報
告
』
に
、
「
江

伺

漸
両
省
の
糸
廠
で
加
入
し
て
い
る
も
の
が
頗
る
多
い
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
、
江
漸
連
合
糸
廠
が
維
持
さ
れ
て
大
規
模
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な
共
同
牧
繭
、
技
術
合
作
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
や
は
り
漸
盟
委
の
代
繰
糸
廠
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
雨
者
の
関
係
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
動
で
興
味
深
い
の
は
、

次
の
史
料
で
あ
る
。
新
盤
委
の
一

九
三
五
年
第
四
次
常
務
委
員
曾
で
は
、
「
(民
園
)
二
四
年
秋
季
牧
繭
統
制
管

「
政
府
牧
繭
問
題
に
閲
し
て
。
:
:
:
政
府
が
恵
論

・
開
源

・
杭
州
・
慶
雲

・
東
郷
合
作

・
緯
成
鶴
記

・
瑞
論
・
振
襲
の
八
家
の
基
本
糸
廠
を
維
持
し
、
明
年
の
春
繭
を
迎
え
る
に
は
、
最
少
限
乾
繭

一
寓
措
を
牧
買
す
べ

き
で
あ
る
叫
。
即
ち
躍
改
委
か
ら
多
係
機
を
貸
興
さ
れ
た
前
記
淑
江
の
五
廠
と
東
郷
合
作
、
及
び
無
錫
の
非
醇
系
の
瑞
論
(
玉
郡
)
・
振
塾

長

理
方
針
案
」
の
決
議
〈
乙
)
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

に
醇
家
の
支
配
下
に
入
る
)
計
八
糸
廠
の
維
持
に
必
要
な
繭
量
が
、
新
賞
委
の
牧
買
改
定
繭
量
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(
ち
な
み
に

こ
の
年
の
春
抵
は
、
こ
の
八
糸
廠
に
緯
成
の
加
わ
っ
た
九
糸
廠
と
、
江
蘇
激
監
闘
の
女
輩
、
無
錫
の
永
盛

・
鼎
昌
、

上
海
の
恰
和
で
代
繰
さ
れ

同

て
い
る
)
。
更
に
こ
の
禽
議
で
は
、
「
糸
廠
連
合
組
織
」
と
し
て
、
先
に
あ
げ
た
八
糸
廠
か
ら
振
謹
を
除
い
た
七
糸
廠
を
あ
げ
、

こ
れ
「
等
の
廠

刷

を
基
本
単
位
と
し
、
そ
の
他
の
糸
廠
で
加
入
を
願
う
も
の
は
、

調
査
の
う
え
加
入
を
許
可
す
る
」
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
代
繰
糸
廠
は
こ
の
七
乃
至
八
廠
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
糸
廠
連
合
組
織
」
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

と
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す
れ
ば
、
全
組
委
に
報
告
さ
れ
た
江
新
連
合
糸
廠
は
、
こ
の

「
糸
廠
連
合
組
織
」
か
、

そ
れ
に
春
輩
時
に
代
繰
し
た
江
蘇
の
糸
廠
を
加
え
た、

代
繰
糸
廠
全
践
の
い
ず
れ
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
場
合
、
江
新
連
合
糸
廠
は
言
わ
ば
通
年
的
に
存
在
し
、
結
合
は
強
い
が
、

後
者
の
場

合
は
一
時
的
で
あ
り
、

春
誼
時
に
加
わ

っ
た
江
蘇
の
各
廠
と
の
結
合
は
弱
い
。

後
に
見
る
史
料
か
ら
判
断
す
れ
ば
後
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

新
躍
委
の
購
入
し
た
繭
を
原
料
と
し
(
共
同
牧
繭
)
、

下
で
、
新
説
委
の
製
品
と
し
て
均
質
な
高
級
輪
出
生
糸
を
生
産
す
る
(
技
術
合
作

・
管
理
合
作
)
こ
と
が
中
心
の
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提

と
し
て
鍍
改
委
が
機
械
改
良
援
助

(
特
に
多
係
機
の
貸
興
)
を
行
な
い
、
「
技
術

・
設
備
の
比
較
的
よ
く
整
っ
た
」
糸
廠
と
し
て
い
っ
た
(
機

械
改
良
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
員
の
養
成
は
、
全
経
委
か
ら
二
高
五
千
元
の
貸
輿
を
受
け
た
杭
州
糸
廠
が
中
心
と
な
っ
削
。
こ
こ
で
は

代
繰
の
名
の
下
に
、
製
糸
資
本
家
は
工
場
と
献
労
働
者
を
貸
し
た
形
に

な

り

貫
質
的
に
経
営
し
て
い
る
の
は
斯
蟹
委
な
の
で
あ
る
。
な
か
で
も

が
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は

新
盟
委
の
振
遺
し
た
技
術
員
の
巌
密
な
指
導
・

監
督
の



断
鑑
委
の
「
糸
廠
連
合
組
織
」
に
加
入
し
た
糸
廠
の
場
合
、
江
蘇
の
各
廠
よ
り
も
従
属
性
は
よ
り
強
い
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
糸

廠
も
、
代
繰
と
は
別
に
自
分
で
購
繭
し
て
繰
糸
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
が
、
漸
江
の
繭
の
一
ト
0
%
、
優
良
な
改
良
種
繭
の
四

O
数
%
が
漸
輩
委

の
手
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
糸
廠
内
で
の
代
繰
部
分
の
比
率
は
か
な
り
高
い
し
、
危
険
は
漸
茸
委
が
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
多

く
は
代
繰
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
な

っ
た
。
三
六
年
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
緯
成
・
鶴
記
・
慶
雲
・
恵
愉
等
の
糸
廠
の
如
き
は
、
政

府
が
既
に
自
ら
新
繭
を
牧
買
し
た
の
で
、
も
と
も
と
の
牧
買
を
登
記
し
た
繭
を
放
棄
し
、
昨
年
の
例
に
照
ら
し
て
代
繰
糸
廠
と
な
り
、
代
繰
の

責
を
負
う
こ
と
を
願
う
旨
、
決
定
し
た
」
。

そ
の
三
六
年
、
今
度
は
新
監
委
が
多
候
機
千
二
百
除
蓋
・
揚
返
車
九
百
齢
蓋
・
煮
繭
機
七
蓋
を
購
入
し
、
杭
州
・
慶
雲
等
漸
江
の
一
二
糸
廠

同
叫

に
貸
興
し
て
設
置
せ
し
め
、
優
良
糸
廠
と
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
章
改
委
・
新
童
委
に
よ
る
積
極
的
な
機
械
改
良
に
よ
っ
て
、
抗
日
戦
前

の
漸
江
製
糸
業
は
、
無
錫
以
上
に
そ
の
面
目
を
一
新
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三

O
年
と
三
七
年
春
を
比
較
す
る
と
、
糸
廠
数
は
二
五
か
ら
一
二
一
一

に
増
加
し
(
三
七
年
新
設
二
)
、
な
お

一
廠
が
建
設
中
で
あ
っ
た
。
機
械
は

一
釜
も
な
か
っ
た
多
係
機
が
二
一
五

O
釜
と
な
り
、
全
釜
数
の
二

五
%
を
占
め
て
無
錫
を
追
い
抜
く
と
と
も
に
、
揚
返
車
を
備
え
た
糸
廠
は
八
(
三
二
%
)
か
ら
二
0
2
ハ
二
・
五
%
)
に
増
加
し
た
。
煮
繭
機
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も
ま
た
五
蓋
か
ら
三
二
蓋
に
増
加
し
、
三
分
の
こ
の
糸
廠
が
設
置
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
糸
廠
の
機
械
改
良
を
背
景
と
し
た
こ
の
年
春
琵
で
も
、
漸
誼
委
は
自
ら
一

O
高
三
千
措
の
生
繭
を
購
入
し
、

種
を
統
一
し
て
圏
外
販
買
に
便
な
ら
し
む
る
た
め
、
再
び
江
蘇
省
内
の
比
較
的
設
備
の
よ
い
糸
廠
を
連
ム
円
九
、
合
わ
せ
て
江
新
連
合
糸
廠
を
組

織
し
、
舎
よ
り
専
門
の
技
術
員
を
振
遣
し
て
製
糸
技
術
方
面
の
指
導
工
作
に
嘗
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
叫
。
こ
の
年
、
無
錫
で
は
先
述
の
興

業
公
司
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
前
年
春
に
代
繰
し
た
永
盛
・
振
塾

・
鼎
昌
も
醇
家
の
支
配
下
に
入
っ
た
た
め
、
江
新
連
合
糸
廠
に
も
大
き
な
襲

更
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
具
鐙
的
な
形
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
年
に
漸
誼
委
の
援
助
で
機
械
改
良
を
行
な
っ
た
漸
江
の
糸
廠

「
品
質
を
改
良
し
品
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が
、
新
た
に
加
わ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
だ
け
で
あ
る
。
但
し
注
目
す
.べき
は
、
新
鑑
津
町
組
織
し
た
生
糸
推
錯
舎
が
、
こ
の
年
の
六

月
に
出
口
部
を
設
立
し
、
代
繰
さ
せ
た
生
糸
の
一
部
を
洋
行
を
通
さ
ず
直
接
職
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
糸
年
度
の
三
六
年
度
に
は
、
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上
海
生
糸
轍
出
高
の
七
%
、
白
廠
糸
の
八

・
七
%
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

大
成
功
を
牧
め
、
翌
年
か
ら
更
に
瑳
展
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ

て
い
た
。

結

以
上
の
よ
う
に
、
江
蘇
で
は

一
躍
民
間
資
本
家
主
導
の
形
で
再
編
が
行
な
わ
れ
た
の
に
射
し
、

意
改
委
と
の
結
び
つ
き
が
よ
り
強
い
新
江
で

は
、
全
く
の
上
か
ら
の
再
編
と
な
り
、

事
質
上
の
省
替
の
企
業
が
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
省
政
府
や
漸
盟
委
内
の
人
脈

・
金

脈
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
現
段
階
で
は
、

新
の
分
類
に
従
え
ば
、

そ
の
巌
密
な
分
析
、
性
格
規
定
は
こ
れ
ま
た
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
(
通
読
と
な

っ
て
い
る
許
機

地
方
官
僚
資
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
)。

た
だ
確
か
な
こ
と
は

そ
れ
に
劃
し
て
貸
付
け
と
い
う
形
で

財
政
的
に
支
え
た
の
が
、
中
園

・
交
通
雨
銀
行
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
全
経
委
の
資
金
が
少
な
い
こ
と
を
も
っ
て
鑑
糸
改

さ
て
こ
の
新
掠
委
の
製
品
川
川
、
巌
重
な
管
理
の
下
で
優
良
繭
を
優
良
糸
廠
に
繰
糸
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
品
質
は
と
び
き
り
上
等
で
あ

り
、
海
外
で
大
好
許
を
博
し
た
。
そ
の
限
り
で
は
大
成
功
と
言
え
る
が
、
決
し
て
順
風
満
帆
で
は
な
か

っ
た
。

同
時
に
圏
内
外
の
強
い
抵
抗
も
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良
の
殺
果
な
し
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
祈
誼
委
の
直
接
轍
出
に
脅
威
を
感
じ
た
洋
行
か
ら
で
あ
る
。
生
糸
年
度
の
三
六
年
度
の
直

接
検
出
は
、
新
銀
委
は
代
繰
さ
せ
た
生
糸
の

一
部
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、

永
泰
と
あ
わ
せ
て
上
海
生
糸
職
出
高
の
一
二
三

・
四
%
、
白
廠
糸
の
四

一・

二
%
に
達
し
た
。
永
泰
が
更
に
轍
出
量
を
増
大
し、

大
成
功
に
味
を
し
め
た
漸
盟
委
が
大
部
分
を
直
接
戦
出
に
切
換
え
れ
ば
、

洋
行
は
結

果
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
上
海
験
出
公
禽
曾
長
は
、

一一
ュ
l
ヨ

l
ク
の
ア
メ
リ
カ
生
糸
職
入
公
曾
に
手
紙
を
出
し
、
新

江
省
政
府
の
生
糸
販
賀
蹴
張
機
関
と
取
引
し
な
い
よ
う
申
入
れ
、
直
接
戦
出
を
妨
害
し
た
。

し
か
し
よ
り
強
く
抵
抗
し
た
の
は
、
上
海
の
糸
廠
と
そ
れ
に
結
び
つ

い
た
繭
商
で
あ
る
。
無
錫
繭
は
一
一
際
競
争
の
形
は
と
る
が
、
そ
の
多
く

が
醇
家
を
中
心
と
す
る
無
錫
糸
廠
に
押
さ
え
ら
れ
る
か
ら
、

上
海
の
糸
廠
は
漸
江
産
の
繭
を
、

し
か
も
資
金
薄
弱
な
た
め
多
く
繭
商
を
逼
し
て



小
口
で
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
漸
江
で
繭
商
が
原
則
的
に
排
除
さ
れ
、
漸
輩
委
自
身
が
購
繭
し
た
う
え
で
省
内
糸
廠
に
優

先
的
に
購
繭
さ
せ
る
な
ら
ば
、
省
外
糸
廠
の
買
い
得
る
繭
の
量
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の
中
で
「
信
用
良
好
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
優
先
」

す
れ
ば
、
恰
和
等
ご
く
一
部
を
除
き
、
無
錫
の
糸
廠
の
後
に
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
三
七
年
一
月
の
段
階
で
上
海
に
は
多

「
賓
泰
・
伯
和
・
積
絵
・
中
興
等
五
J
六
廠
が
既
に
牢
新
式
の
再
繰
式
に
改
装
し
て
い
る
以
外
は
、
多
数
は
依
然
と
し
て

数
十
年
前
の
イ
タ
リ
ア
式
機
械
で
繰
糸
し
て
川
一
る
と
言
わ
れ
る
欣
況
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
上
海
の
糸
廠
は
こ
の
段
階
で
も
投
機
性
、

係
機
は

一
葦
も
な
く
、

洋
行
へ
の
従
属
を
梯
拭
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
園
民
政
府
の
輩
糸
改
良
は
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
上
海
の
糸
廠
を
切
捨
て
る
形
と
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
「
本
年
新
江
省
産
の
乾
繭
は
二
高
除
櫓
に
達
す
る
が
、
上
海
の
糸
廠
の
用
に
供
さ
れ
る
の
は
三
千
捨
に
も
及
ば
な
い
」
と
言

わ
れ
る
献
況
の
中
で
、
繭
商
の
繭
債
は
暴
騰
し
、
上
海
の
糸
廠
の
殆
ん
ど
は
、
三
五
J
六
年
の
糸
債
の
回
復
を
指
を
く
わ
え
て
見
迭
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
。
加
え
て
、
新
護
委
の
統
制
下
に
あ
る
連
合
糸
廠
が
「
こ
の
よ
う
に
科
準
的
な
管
理
の
下
に
あ
っ
て
は
、
上
海
の
糸
廠
は
自

ら
こ
れ
と
競
争
は
で
き
な
い
」

n

彼
ら
が
「
園
管
の
力
量
で
民
営
の
事
業
と
競
争
す
る
こ
と
は
、
情
に
お
い
て
も
理
に
お
い
て
も
、
民
意
に
か

な
い
難
い
」
と
、
猛
然
と
断
輩
委
を
非
難
し
た
の
は
嘗
然
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
漸
輩
委
は
、
輩
種
の
増
産
を
進
め
て
繭
量
の
増
加
を

は
か
る

一方、

自
身
が
購
入
す
る
量
は
二

O
%
に
過
ぎ
な
い
し
、
代
繰
さ
せ
る
優
良
糸
廠
も
江
、
断
、
上
海
の
差
別
は
し
て
い
な
い
と
鼎
解
し

た
が
、
そ
れ
で
納
得
さ
せ
ら
れ
る
筈
は
な
い
。
折
も
折
、
三
七
年
春
は
気
候
不
順
の
た
め
、
繭
は
甚
し
い
凶
作
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
輩

委
は
つ
い
に
こ
の
年
の
春
繭
の
自
己
牧
買
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
向
。
こ
れ
は
一
時
的
な
措
置
で
あ
り
、
ま
た
省
管
の
杭
州
糸

-101-

廠
を
始
め
連
合
糸
廠
の
各
廠
に
優
先
的
に
購
繭
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、

が
、
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
以
後
の
動
き
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
麓
溝
橋
事
件
‘
か
も
う
目
前
だ
か

江
漸
連
合
糸
廠
計
劃
そ
の
も
の
の
放
棄
は
意
味
し
な
い

ら
で
あ
る
。
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以
上
見
て
き
た
江
・
漸
の
箪
糸
改
良
は
、
如
何
な
る
形
に
結
果
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
技
術
の
急
速
な
向
上
で
あ

る
。
木
暮
模
太
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
改
良
語
種
の
普
及
と
養
軍
指
導
に
よ
り
、
繰
折
は
著
し
く
減
少
し
、
加
う
る
に
機
械
改
良
に
よ
っ
て
繰

糸
能
率
も
大
幅
に
ア
ッ
プ
し
た
結
果
、
女
工
一
入
賞
り
の
一
日
繰
糸
量
が
二
七
J
八
年
頃
の
六
四
匁
か
ら
三
O
O匁
に
ま
で
増
大
し
、

コ
ス
ト

を
四
分
の
一
以
下
に
引
下
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
技
術
水
準
は
最
高
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

全
て
が
こ
こ
ま
で
到
達
し
た
誇
で

コ
ス
ト
の
引
下
げ
を
導
い
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
品
質
に
お
い
て
も
、
連
合
糸

廠
系
統
の
生
糸
も
醇
家
の
華
新
・
永
盛
等
の
製
品
も
、
極
め
て
好
評
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
繭
質
の
向
上
と
と
も
に
、
機
械
が
再
繰
式
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
枠
角
部
分
の
固
着
が
な
く
な
り
、
絹
織
業
の
機
械
化
(
特
に
ア
メ
リ
カ
市
場
〉
に
適
合
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

は
な
い
が
、
館
糸
改
良
に
よ
る
技
術
向
上
が

る
。
更
に
多
係
機
の
使
用
は
、
糸
篠
班
(
生
糸
の
太
さ
の
不
揃
い
に
よ
る
縞
)
の
貼
数
を
著
し
く
高
め
て
い
る。

こ
う
し
た
コ

ス
ト
の
低
下
と

品
質
の
向
上
に
よ
っ
て
、
中
闘
糸
の
園
際
市
場
に
お
け
る
競
争
力
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

史
上
空
前
の
大
恐
慌
も
三
二
年
頃
最
低
黙
に
達
し
、
景
気
は
キ
ナ
臭
さ
に
比
例
す
る
形
で
回
復
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

糸
債
も

-102ー

三
五
年
に
な
っ
て
次
第
に
回
復
の
兆
し
を
み
せ
、
糸
廠
は
績
々
営
業
を
再
開
し
た
。
更
に
同
年

一一

月
の
幣
制
改
革
に
よ
り
外
園
魚
替
相
場
は

暴
落
し
、
生
糸
稔
出
は
大
幅
に
伸
び
る
こ
と
に
な
っ

た
。
但
し
こ
の
年
迄
の
鷺
業
の
不
振
に
よ
る
桑
田
減
少
は
桑
不
足
を
招
来
し
、

震
種
ま
た

統
制
と
相
ま
っ
て
大
幅
に
不
足
し
た
た
め
、
深
刻
な
繭
不
足
を
引
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
と
も
あ
れ
、
江
市
削
地
域
の
機
械
製
糸
業
の
回
復
は
上

海
港
の
職
出
量
に
現
わ
れ
て
い
る
。
第
一

表
を
見
ょ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恐
慌
に
よ
る
打
撃
は
上
海
地
域
の
方
が
贋
東
よ
り
大
き
か
っ

た
こ

と
が
わ
か
る
が
、
三
五
年
か
ら
雨
者
は
封
照
的
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
上
海
地
域
は
は
っ
き
り
立
直
り
を
見
せ
て
い
る
の
に
射
し
て
、
慶
東
は

む
し
ろ
一
一
層
衰
微
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
海
地
域
も
三
六
年
に
や
や
減
少
し
て
い
る
が
、
三
七
年
に
は
再
び
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
後

哨川町

牢
は
日
本
の
侵
略
が
あ
り
、
殆
ん
ど
の
糸
廠
が
停
業
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
三
五
年
を
上
ま
わ
る
勢
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
向
。

で
は
上
海
地
域
内
で
は
ど
う
か
。
直
接
生
産
量
で
比
較
は
で
き
な
い
が
、
第
三
表
に
よ
れ
ば
上
海
市
は
二

0
年
代
よ
り
衰
微
し
て
い
る
の
に
射

し
、
無
錫
・
漸
江
は
稜
展
し
て
、
完
全
に
上
海
を
凌
駕
し
て
い
る
の
を
見
て
と
れ
よ
う
。
叉
、
総
出
先
を
見
る
と
、
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
三
五
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上海港廠糸仕向先別輸出高

ア メ 向リ 崎i中糊のふlョッ パー向ロ陥同 糸の輪々山| 他 l廠中叫のゐ!1告糸奇の襲%l 
1909~13の卒均| 5，514 23.9 17，603 76.1 

13，455 18，632 57.7 193 0.6 '1 49.4 14~18 11 41. 7 

19~22 グ 16，019 48.1 17，222 51. 7 87 

23~27 グ 20，225 39.5 30，433 59.4 554 

27~28年度 24，560 38.5 38，026 59.6 1，207 11 1. 9 :: 68.1 

1932 12， 728 42.4 

33 12，166 49.8 11， 612 1 47.6 1 635 

34 6，608 44.3 7，667 51. 4 643 

35 22，912 55.9 17，662 43.0 450 1. 1 li 79.2 

36 24， 103 58.1 16，693 40.2 724 1. 7 il 87.3 

第二表

Aは窓糸業同業組合中央曾編「支那重量糸業大観.JJ412頁より作成。

i)廠糸は白廠糸と寅廠糸。生糸輸出はこれに白糸，白経糸，黄糸，黄綬糸を加えたも

の。

ii)軍位は俵。 1俵はほぼ 1携に相賞する。

iii) 27~28年度は爾年の卒均か， 27生糸年度か不明。その他は暦年度と恩われる。

Bは興亜院華中連絡部 「中支那重要図防資源生糸調査報告.JJ99頁より作成。

i) Aの場合と同じ。

ii)車位は携。

iii)生糸年度。

年
か
ら
欧
州
向
け
も
伸
び
て
は
い
る
が
、
北
米
向
け
の
伸

び
率
の
方
が
高
く
、
そ
の
地
位
を
逆
轄
さ
せ
て
い
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
三
五
年
以
降
江
・
漸
地
域
で
の
機
械

製
糸
業
の
回
復
は
著
し
く
、
し
か
も
市
場
を
次
第
に
ア
メ

リ
カ
に
移
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
そ
れ
は
日
本
と
の
関
係
で
、
如
何
な
る
意
味
を
持

つ
で
あ
ろ
う
か
。
三
五
年
に
一
旦
盛
返
し
た
世
界
生
糸
穂

消
費
量
は
、
以
後
年
々
減
少
し
、
そ
の
匪
倒
的
部
分
を
占

め
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
第
四
表
の
よ
う
に
聡
入
総

-103ー

教
は
一
途
年
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
日
本
糸
の

職
入
量
も
減
少
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
市
場
で

は
、
日
本
糸
は
主
と
し
て
細
糸
一
四
中
上
物
で
靴
下
に
使

用
さ
れ
、
中
園
糸
は
主
要
に
太
糸
二
一
中
物
で
贋
幅
織
物

に
使
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
中
園
糸
の
品
質
が
劣
る
こ

と
、
特
に
鮪
節
(
生
糸
の
節
)
依
黙
が
多
い
こ
と
が
、
靴

下
に
不
向
き
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
第
五
表
の

靴
下
で
の
消
費
量
は
む
し
ろ
増
加
傾
向
に
あ

り
、
逆
に
人
絹
の
影
響
を
受
け
る
贋
幅
織
物
が
大
き
く
減

よ
う
に

少
し
て
い
る
獄
況
は
、
常
識
的
に
は
日
本
糸
に
有
利
で
中
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江

蘇

市

川

東

他

地方別

海

の

市

川

江

上

四

股

そ

一

糸車 敏

郎 年 ; 附年 | 緩式;5IJ I 問年 I 1936年

(部) (部). (部)i (部)
4. 846 ， 8. 224 20緒 多 係機 | 一 3.086

山

2お5.12幻7 11.1ロ20 11日本式 I 1.5印0∞oI 6.65臼8 

4.4幻32 I 6.374 11改良イタリア式 I 95.6印05 I 6伺9.21ω8 

95.6悶 i 6印0.342 イタリア式 47.9仰91 ! 2お5.9ω99

3.112 1 2乙:.415 I 

I 145.鵬 1侃 000 H 凶鵬 105.089 I 
『十年来之中園経済建設』 上編第五章第五節彊糸改良 6 ~ 7 頁より 作成。
i )江蘇は殆んど無錫である。

ii)糸車数の1936年の計は地方別と様式別で若干数が違うがそのままにしておいた。
iii)糸廠般は箪位が廠・ 家と匡別しであるが.ほぼ同じものと見てよいと思われる。
iv)多係機・日本式のt曾加，イタリ ア式の減少は，ほぼ江 ・祈の現象である。 (上海市

の糸車数の減少もイタリア式の減少の原因である)
v)改良イタリア式は庭東の糸廠の機械であるが.1936年には江 ・所 ・上海の一部の糸

廠がこれを採用した。

江

蘇

市

川

東

他

IT
 

Z

ヨロ

地 方別

海

の

新

江

上

回

瞭

そ

園
糸
に
不
利
で
あ
る
筈
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

日
本
糸
の
戦
入
量
は
先
述

の
と
お
り
で
あ
る
に
針
し

て、

廃
東
糸
も
含
む
中
園

糸
の
減
少
は
さ
ほ
ど
で
は

な
く
、

む
し
ろ
三
七
年
に

は
後
牢
に
侵
略
を
受
け
な

が
ら
前
年
よ
り
増
加
さ
え

-104ー

し
て
い
る
。
と
す
れ
ば

」
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る

」
と
は

人
絹
に
よ
っ
て

贋
幅
織
物
か
ら
騒
逐
さ
れ

た
部
分
は
殆
ん
ど
日
本
糸

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

或
い
は
中
園
糸
が
靴
下
に

侵
入
し
て
い
る
と
レ
う
こ

と
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
中
園
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l

m
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東

1

アメリカ種類別生糸消費量

年度 | 線消費量 朝b 下 % 賓幅織物 % 

1934 461， 706 212，388 46.0 249，318 54.0 

35 497， 143 248，664 50.0 248，479 50.0 

36 454，640 266，660 58. 7 187，980 41. 3 

37 425，299 292， 140 68.7 133， 159 31. 3 

38 411，794 282，436 68.6 129，358 31. 4 

第五表

東亜研究所「支那生糸の世界的地位.J18頁よ り作成。

i)単位は俵。

ii)原表では1938年の贋幅織物は 139，358俵となっているが，線消費量及び%と合致し

ないので，本表の如く修正した。靴下消費量は他の統計とも合致するので，線、消費

量，%の方が謀っているとするならば，線消費量は 421，794俵となり，靴下，庚幅

紘物の%はそれぞれ 67.0，33.0となる。

糸
が
ア
メ
リ
カ
に
向
つ

た
こ
と
か
ら

日
本
糸

は
大
き
い
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
麿
幅
織
物

で
の
生
糸
消
費
に
未
来

ー
工
、
1
1
ト」

カ
チ
J
L
1
b
E
」

そ
こ
を

主
要
に
し
て
い
る
限
り

中

園

糸

の

前

途

は

暗

-105-

ぃ
。
し
か
し
既
に
展
望

は
示
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
第
一
の
根
擦
は
中
園

糸
の
品
質
特
に
類
節
紙

黙
の
向
上
で
あ
る
。

日

本
の
占
領
後
行
な
わ
れ

た
中
園
糸
の
品
質
調
査

の
総
括
で
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
「
類
節
紙
粘
'の
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多
い
支
那
生
糸
は
甚
だ
不
利
な
朕
態
に
あ
」
る
が

「
然
し
乍
ら
本
試
験
調
査
に
於
て
支
那
原
料
繭
を
製
糸
し
た
る
成
績
、
或
は
輩
種
を
飼
育

飼
育
、

し
た
る
成
績
に
於
て
類
節
飲
貼
は
可
成
り
改
良
さ
れ
、
小
組
成
績
は
三
貼
乃
至
五
貼
の
向
上
を
示
し
て
居
る
結
果
よ
り
観
て
支
那
に
於
て
将
来

制
岬

生
糸
の
品
質
も
向
上
し
得
る
可
能
性
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」。
類

上
族
法
が
改
善
さ
れ
、

製
糸
技
術
、
が
向
上
し
た
る
場
合
に
は

節
紋
黙
は
中
園
糸
の
宿
命
で
は
な
か
っ
た
。
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
調
査
で
採
集
さ
れ
た
材
料
で
あ
る
。
ま
ず
桑
園
は

「
事
饗
以
後
に
於

制川町

て
其
荒
肢
が
著
し
い
」
し
、

抵
種
は
改
良
種
か
激
減
し
て
土
種
が
増
加
し
、
そ
の
結
果
微
粒
子
病
毒
率
も
高
ま
っ

て
い
る
。
合
作
祉
は
解
睦

し
、
指
導
員
も
汲
遣
さ
れ
て
い
な
い
。
し
て
み
る
と
、
繭
質
の
劣
悪
化
は
必
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
こ

の
試
験
に
は
多
係
機
が
使
わ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ司釧
V

即
ち
こ
の
試
験
成
績
は
、
占
領
前
の
技
術
水
準
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
破
壊
し
た
結
果
で
あ
り
、

....， 
向

上
し
う
る
可
能
性
」
は
「
将
来
」
で
は
な
く
、
過
去
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

叫
岬

相
嘗
高
級
な
る
生
糸
を
目
的
と
し
た
繰
糸
も
行
わ
れ
て
い
た
」
し、

「
繰
糸
法
に
於
け
る
進
展
の
方
向
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
:
:
:
細

叫
岬

糸
化
へ
の
均
」
、
日
本
糸
と
競
合
す
る
道
で
あ

っ
た
。
更
に
中
園
糸
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
の
は
「
靴
下
製
造
業
の
設
達
に
つ
れ
て
一

一一

中
下

格
品
で
す
ら
向
ほ
靴
下
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
日
本
糸
と
中
園
糸
の
一
般
的
消
費
分
野
の
差
異
に
も
拘
ら

叫山
内

ず
近
年
盆
々
そ
の
匡
別
が
消
滅
し
つ
L
あ
る
こ
と
」
と
な

っ
た
。

こ
う
し
て
品
質

・
用
途
の
両
方
で
日
中
の
差
異
が
な
く
な
っ
て
い
け
ば
、
如

何
な
る
こ
と
に
な
る
か
い
資
本
の
有
機
的
権
成
の
低
い
製
糸
業
で
は
、
必
百貨
の
差
は
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、

資
本
主
義
の
瑳
展
し
た
日
本
の

不
利
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

「
事
嬰
前
に
於
て
は
之
等
の
設
備

(多
係
機
|
|
奥
村
)
に
依
り

-106一

オ4

わ

り

日
本
の
全
面
的
侵
略
が
開
始
さ
れ
、

長
江
デ
ル
タ
地
帯
も
ま
た
日
本
の
軍
靴
に
醍
醐
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
地
域

淵
岬

の
鼠
糸
業
の
詳
細
な
調
査
が
行
な
わ
れ
、
結
果
は
「
諸
般
の
事
情
と
関
連
し
た
微
妙
な
事
項
が
多
い
の
で
L

車
溝
橋
事
件
勃
設
後
、

「極
秘
扱
」
で
、
二
二
三

O
頁
の

『
中
支
那
重
要
園
防
資
源
生
糸
調
査
報
告
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
節
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「中
支
製
糸
業
、
が
進
み
つ
-
A

あ
っ
た



傾
向
|
|
蒋
政
権
の
保
護
政
策
に
よ
る
急
激
な
護
展
、
繰
糸
機
の
改
良
、
多
係
機
の
使
用
、
さ
て
は
無
錫
の
酵
氏
一
涯
に
見
ら
れ
る
が
如
き
資

本
の
集
中
の
傾
向
等
々
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
か
与
る
中
支
製
糸
業
の
準
展
傾
向
こ
そ
、
我
園
製
糸
業
と
の
接
燭
面
を
多
く

し
、
我
園
製
糸
業
に
脅
威
を
興
へ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
叉
日
支
製
糸
業
の
統
制
的
準
展
を
前
面
に
押
し
出
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で

渦叫

あ
る
」
。

で
は
「
統
制
」
は
如
何
に
な
さ
れ
る
か
。

「
若
し
今
次
事
獲
に
伴
ひ
支
那
輩
糸
業
の
護
達
が
促
さ
れ
之
が
信
用
に
日
本
の
輩
糸
業
が
衰

滅
の
方
向
へ
輔
落
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
由
々
敷
問
題
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
結
果
は
直
接
間
接

の
重
要
園
防
法
加
を
失
ひ
農
民
経
済
を
危
殆
に
陥
ら
し
め
聖
戦
に
参
加
し
た
多
数
の
農
山
漁
村
の
子
弟
に
及
ぼ
す
思
想
上
の
影
響
も
亦
砂
く
な

い
か
ら
で
あ
る
」
。

三
八
年
四
月
、

日
本
は
資
本
金
三
百
寓
元
の
中
支
躍
糸
組
合
を
設
立
し
、
片
倉
・
郡
是

・
鐘
紡
三
位
で
構
成
す
る
目
撃
鷺
糸
公
司
に
業
務
を

そ
し
て
こ
れ
と
中
園
側
製
糸
家
と
の
「
合
悌
」
の
形
で
恵
民
意
糸
公
司
(
無
錫
)
、
華
一幅
輩
糸
公
司
(
蘇
州
)
を
設
立
し
た
。

代
行
さ
せ
た
。

更
に
八
月
、
以
上
を
改
組
し
て
資
本
金

一
千
寓
圃
の
筆
中
軍
糸
股
伶
有
限
公
司
を
設
立
し
、

る
。
こ
う
し
て
華
中
置
糸
に
よ
っ
て
糸
廠
の
「
復
興
」
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

一
部
の
糸
廠
に
止
ま
り
、
製
品
も
「
職
出
向
と
し
て
は
日
本

江
・
新
地
域
の
翠
糸
業
を
統
括
さ
せ
た
の
で
あ
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生
糸
に
劃
す
る
影
響
少
な
」
い
白
一
二
中
物
に
統

一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
最
先
進
の
多
係
機
は
使
用
を
禁
じ
ら
れ
、
錆
つ
く
に
ま
か

せ
ら
れ
た
。

し
か
し
牽
中
震
糸
の
「
復
興
」
糸
廠
の
少
な
す
ぎ
る
こ
と
は
、
生
糸
不
足

・
繭
過
剰
に
蹄
着
し
、
必
然
的
に
統
制
外
の
小
糸
廠
を
族
出
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
は
こ
の
所
謂
家
庭
製
糸
に
射
し
て
、
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
釜
数
を
二

O
以
下
と
し
、
二

釜
以
上
の
連
結
動
力
あ
る
も
の
を
禁
止
す
る
な
ど
、
土
糸
と
嬰
ら
ぬ
技
術
水
準
に
落
と
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
筆
中
盤
糸
の
統
制
に
入

ら
ぬ
も
の
に
、
上
海
の
租
界
内
に
設
立
さ
れ
た
所
謂
租
界
糸
廠
が
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
は
「
原
料
供
給
ノ
統
制
ニ
依
リ
テ
漸
時
我
方
ト
提
携

セ
シ
ム
ル
コ

h
と
し
た
が
、
要
す
る
に
「
上
海
方
面
-
一
移
行
セ
ン
ト
ス
ル
繭
ヲ
未
然
ニ
防
止
セ
訂
め
、
潰
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
向
。
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以
上
の
こ
と
か
ら

次
の
よ
う
に
結
論
で
き
よ
う
。

意
糸
に
閲
す
る
限
り
、

恐
慌
を
契
機
と
し
た
園
民
政
府
の
経
済
建
設
は
、
早
熟
的
な
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日
本
と
の
矛
盾
を
深
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
濁
占
」

を
形
成
し
、

中
小
業
者
や
直
接
生
産
者
に
矛
盾
を
轄
嫁
す
る
形
で
成
功
し
つ
つ
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
新
た
な
圏
内
矛
盾
と
と
も
に
、

註ω
「
抗
日
馴判
明干
前
中
園
工
業
の
研
究
を
め
く
っ

て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第

=
一
五
省
第
二
鋭
、
一
九
七
六
)
。
な
お
拙
稿
執
筆
時
に
は
見
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、

A
・
B
-
メ
リ
タ
セ
ト
フ
『
中
閣
に
お
け
る
官
僚
資
本
』

(
中
馬
太

一
謬
、
ア
ジ
ア
経
瀕
研
究
所
所
内
資
料
、
一
九
七
五
)
は
、
陳

伯
建
的
見
解
に
針
す
る
有
カ
な
批
判
で
あ
る
。
但
し
政
策
論
が
中
心
で
あ

り
、
そ
の
客
観
的
前
提
の
分
析
の
部
分
が
相
針
的
に
弱
い
た
め
に
、
世
界

恐
慌
と
い
う
世
界
史
的
契
機
が
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
反
面
、
孫
文
に
ま
で

い
た
る
仰
統
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
過
大
に
評
領
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
を
感
じ
る
。

ω
こ
れ
ま
で
の
一
九
三

0
年
代
の
園
民
政
府
論
の
多
く
は
、
四
大
家
族

・

官
僚
資
本
と
の
針
立
が
基
本
矛
盾
と
な
っ

た
時
期
に

書
か
れ
た
陳
伯
逮

『
中
園
四
大
家
族
』
等
に
無
批
判
的
に
依
銭
し
、
民
衆
に
制
到
す
る
思
ど
い

牧
奪
の
み
を
強
制
し
て
き
た
。
し
か
し
古
厩
忠
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
(
「
蒋
介
石
政
植
の
許
償
を
め
ぐ
っ
て
」
藤
原
彰

・
野
湾
塑
編

『
日

本
フ
ァ
シ
ズ
ム

と
東
ア
ジ
ア
』
一
九
七
七
)
、
そ
れ
だ
け
で
は
民
衆
か
ら

「
反
時
間
抗
日
」
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
は
で
て
も
、
「
連
時
間
抗
日
」
「
逼
蒋
抗
日
」

は
で
て
こ
な
い
筈
で
あ
る
。
政
奪
一
般
で
は
な
く
、
恐
慌
の
混
飢
の
中
か

ら
如
何
に
経
済
を
再
編
し
(
そ
れ
は
牧
奪
機
構
の
再
編
で
も
あ
る
)
、
如

何
な
る
矛
盾
を
内
在
さ
せ
た
か
の
究
明
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ω
中
園
競
糸
業
に
闘
す
る
戦
後
の
研
究
は
、
島
一
郎
「
世
界
邪
艇
と
中
園

製
糸
工
業」

(
『
経
済
摩
論
叢
』
第
一
二
容
第
五

・
六
鋭、

一
九
七
一二
)
と

清
川
零
彦

「
戦
前
中
園
の
滋
糸
業
に
闘
す
る
若
干
の
考
察

ω」
(
『
経
済
研

究
』
第
二
六
谷
第
三
鋭
、

一
九
七
五
〉
が
あ
る
。
島
氏
の
研
究
は
本
稿
と

時
期
的
に
も
重
な
り
、
本
稿
全
穏
が
そ
の
批
剣
と
な
ろ
う
。
清
川
氏
の
研

究
は
一
九
三
二
年
頃
ま
で
を
針
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
0
年
代
を
抜

う
務
定
の
別
稿
で
批
判
し
た
い
。
本
稿
の
範
闘
内
で
雨
者
の
問
題
貼
を
指

摘
す
れ
ば
、
て
南
京
政
府
の
賀
糸
業
政
策
の
視
角
が
な
い
こ
と
、
二
、

そ
の
結
果
上
海
・
庭
東
の
雨
地
域
を
匡
別
し
て
い
な
い
こ
と
、

三
、
上
海

地
柑
棋
を
資
質
的
に
上
海
の
糸
廠
で
代
表
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ

る
。

ω
恐
慌
に
よ
り
中
園
製
糸
業
が
受
け
た
打
撃
の
詳
細
は
、
島
氏
の
前
掲
論

文
参
腿
…。

例
井
上
附
丸

・
宇
佐
美
誠
次
郎

『
危
機
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
構

造
』

一
九
五

て

隅

谷
三
喜
男
編

『
昭
和
恐
慌
』

一
九
七
四
、
な
ど
。

伸
被
害
糸
廠
は
三

て

営
業
を
縦
け
た
の
は
ジ
ャ

l
デ
ィ
ン
H
マ
セ
ス
ン

系
の
恰
和
の
二
廠
だ
け
と
い
う
(
「
過
去
一
年
来
糸
業
的
表
敗
及
其
救
済
」

『
工
商
中
十
月
刊
』
第
五
谷
第

一一腕
、

一
九
一二一二
)。

明

「
江
術
糸
廠
同
業
ハ
ム
曾
宣
言
」
(『
工
商
中
十
月
刊
』
第
四
谷
第
一

O
鋭、

一
九
三
二〉。

刷
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

伊
猿
谷
登
土
翁
「
一
九
三

0
年
代
ア
メ

リ
カ

-108ー



271 

銀
政
策
の
展
開
」

八
〉
参
照
。

制
東
亜
研
究
所
(
藤
本
質
也
氏
執
筆
)
『
支
那
葱
糸
業
研
究
』
一
九
四
三
、

四
O
七
頁
。

帥
「
無
錫
糸
廠
先
後
復
業
」
(
『
工
商
牢
月
刊
』
第
四
谷
第
一
九
腕
、
一
九

三一一)。

帥
一
九
三
四
年
一
二
月
『
時
事
新
報
』
。
但
し
銭
天
達
『
中
園
彊
糸
問
題
』

一
九
三
六
、
四
二
頁
よ
り
。
住
宅
に
建
て
か
え
ら
れ
た
の
は
三

O
徐
廠
に

達
し
た
と
い
う
(
東
京
商
工
曾
議
所
『
支
那
の
経
済
恐
慌
に
閥
す
る
調

査
』
第
三
谷
商
工
業
。
一
九
三
五
、
五
二
頁
)
。

同
民
園
二
四
年
『
申
報
年
鑑
』
五
五
一
頁
。

帥
『
申
報
』
民
園
二
六
年
七
月
九
日
の
「
新
江
省
財
政
鹿
・
緯
成
利
記
絹

糸
股
品
川
有
限
公
司
通
告
」
。

同
以
下
の
園
民
政
府
の
政
策
は
、
主
要
に
は

ω閣
民
焦
中
央
黛
部
閣
民
経

済
計
劃
委
員
曾
編
『
十
年
来
之
中
園
経
済
建
設
』
一
九
三
七
、
上
篇
第
五

章
第
五
節
、
強
糸
改
良
(
以
上
を
『
十
年
』
と
略
す
〉
、

ω木
暮
模
太
「
税

近
の
支
那
強
糸
業
」
付
口
同
(
『
貿
糸
事
報
』
第
一
八
省
第
一
一

・
一一一

鋭
、
第
一
九
単
位
第
一
腕
、
一
九
三
六
七
。
そ
れ
ぞ
れ
木
暮
付
口
同
と
略

す
)
、
に
よ
っ
た
。
ま
た
興
亜
院
華
中
連
絡
部
『
中
支
那
重
要
因
防
資
源

生
糸
調
査
報
告
』
一
九
四
一
(
以
下
『
報
告
』
と
略
す
)
、
第
三
編
第
五

「
支
那
鐙
糸
業
関
係
法
規
及
針
策
決
定
事
項
調
査
」
に
、
主
要
な
法
規
が

翻
剛
調
持
さ
れ
て
い
る
。

帥
田
中
忠
夫
「
支
那
製
糸
業
の
危
機
と
そ
の
統
制
」
(
『
東
亜
経
済
研
究
』

第
二
ハ
容
第
三
鋭
、
一
九
一
一
一
一
一
)
は
、
こ
の
時
期
の
政
策
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
性
格
を
分
析
し
、
前
途
は
悲
観
的
で
あ
る
と
議
測
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
『
経
済
論
叢
』
第
二
二
巻
第
一
・
二
鋭
、

一
九
七

帥
本
稿
で
言
う
難
糸
改
良
は
、
技
術
改
良
と
統
制
の
雨
方
を
含
ん
で
い

る
。
な
お
三
二
|
三
三
年
に
は
園
際
連
盟
か
ら
ベ
ン
チ
ノ
リ
マ
リ
ー
が
波

遣
さ
れ
て
技
術
指
導
に
嘗
っ
て
い
る
。

肋
恐
慌
期
に
は
大
量
の
努
働
者
が
解
雇
さ
れ
た
が
、
糸
況
回
復
後
も
極
端

に
ま
で
押
下
げ
ら
れ
た
努
働
篠
件
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
三

六
年
七
月
、
上
海
・
無
錫
の
五
九
廠
、
五
前
向
人
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
た
ち
あ

が
っ
た
。
(
「
福
錫
糸
廠
女
工
的
罷
工
」
『
中
園
農
村
』
第
二
容
第
八
期
、

一
九
三
六
)
。

同
本
稿
で
は
十
分
に
は
燭
れ
え
な
い
が
、
糸
繭
金
融
に
も
新
し
い
方
法
が

と
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
繭
買
付
け
で
は
、
奮
来
の
銭
荘
・
銀
行
の
糸
廠

・
繭
商
へ
の
個
別
貸
付
け
と
と
も
に
、
三
六
年
頃
か
ら
合
作
貸
付
け
を
行

な
っ
て
い
る
。
三
六
年
春
の
例
で
見
る
と
、
中
園
・
交
通

・
中
園
農
民
等

二
一
銀
行
と
稿
源
荘
が
銀
圏
を
組
織
し
、
一
軍
位
五
高
元
と
し
て
参
加
各

行
の
引
受
け
躍
位
を
決
定
し
、
貸
付
準
備
総
額
三
千
高
元
、
月
利

0
・八

五
%
、
三
ヶ
月
期
限
で
糸
廠
を
中
心
に
貸
付
け
る
こ
と
と
し
た
が
、
寅
際

の
貸
付
け
総
額
は
六

O
二
高
元
で
あ
り
、
軍
位
数
に
臨
応
じ
て
比
例
配
分
さ

れ
た
(
「
江
市
川
春
繭
放
款
銀
園
成
立
」
『
銀
行
週
報
』
第
二

O
容
第
一
八

期
、
一
九
三
六
。
及
び

『十
年
』
一
二
頁
)
。

ま
た
後
に
見
る
祈
鷲
委
の

費
糸
改
良
の
資
金
は
、
多
く
中
園
・
交
通
商
行
か
ら
の
貸
付
け
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
彊
糸
業
の
改
良
が
、
銀
行
に
安
定
し
た
投
資
先
を
保
設
し
て

い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
、
慶
東
地
方
で
は
車
聞
東
銀
行

が
停
業
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
霞
糸
改
良
失
敗
の
財
政
面
で
の
重
要
な

原
因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
桂
田
該
時
期
の
銀
行
資
本
の
役
割
は
、
軽
視
し
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

同
幣
制
改
革
は
銀
行
資
本
に
お
け
る
そ
の
蹄
結
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
針

-109ー
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中
国
政
策
と
の
閥
辿
で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
に
、
伊
拙
開
谷
笠
士
翁

「
世
界
恐
慌
下
に
於
け
る
中
園
幣
制
改
革
」
(
『
経
済
論
叢
』
第
一
一

一O
谷

第
三

・
囚
鋭
、
一
九
七
七
)
が
あ
る
。

帥
所
謂
近
代
的
濁
占
は
、

多
額
の
固
定
資
本
投
下
を
必
要
と
す

る
部
門

(
主
要
に
重
化
摩
工
業
〉
に
形
成
さ
れ
や
す
く
、
製
糸
業
の
如
き
有
機
的

構
成
の
低
い
部
門
は
参
入
が
容
易
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
に
は
成
立

し
に
く
い
(
た
だ
し
、
こ
の
頃
普
及
し
た
多
篠
繰
糸
機
は
多
額
の
設
備
資

金
を
要
す
る
た
め
、
日
本
で
も
集
中
は
進
ん
で
い
る
〉
。

他
方
、
後
進
闘

に
お
い
て
主
と
し
て
世
界
市
場
向
け
の
商
品
を
生
産
す
る
企
業
が
、
資
本

・
技
術
で
溢
か
に
優
る
外
園
企
業
と
鋭
苧
す
る
た
め
、
原
料
生
産
か
ら
版

寅
ま
で
の
全
工
程
を
抱
慢
し
改
良
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
恐
慌
等
を

契
機
と
し
て
、
園
家
機
力
と
の
密
後
な
側
係
に
よ
っ
て

「
獅
占
」
を
形
成

す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
の
時
期
の
中
園
強
糸
業
に
お
い
て
み
ら
れ
る

「濁
占
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を

「
前
期
的
」
と
把
握
す
る
こ
と
は
、
世

界
市
場
に
お
け
る
競
争
を
無
視
す
る
鮎
で

一
面
的
で
あ
る
し
、

ま
た
笛
時

の
中
園
資
本
主
義
の
設
展
段
階
か
ら
し
て
、
一
概
に
近
代
的
調
占
と
同

一

視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
本
稿
で
狐
占
に
「

」
を
付
け
た
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。

帥
本
稿
で
綱
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
註
帥
の
合
作
貸
付
け
の
他
、

桑
苗
の
無
償
配
布
、
生
糸
品
質
の
第
三
者
絡
付
け
の
強
制
、

等
が
あ
る。

伺

例

え

ば

「
江
蘇
省
ノ
強
種
改
良
ハ
蘇
州
ノ
女
子
強
業
皐
校
民
間
製
糸
家

等
ガ
中
心

-一テ
政
府
ハ
迫
従
」

(外
務
省
通
商
局

『-乱掘削強
楽
ノ
現
状
』

一
九
三
O
、
一

頁
)
等
。

伺
名
栴
か
ら
し
て
も
、
蘇
彊
委
は
「
鉱
業
改
進
管
理
」
で
あ
り
、
新
滋
委

の
「
賞
糸
統
制
L

と
職
掌
も
方
法
も
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

帥
以
上
は
小
野
忍
「
無
錫
の
製
糸
業
」
(『
満
銭
調
査
月
報
』
第
一

二
省
第

一
O
鋭
、
一
九
四
一
)
。

同

十一山
山政
「
糸
繭
統
制
下
的
加
熱
錫
賀
桑
業
」
〈
『
中
図
農
村
』
第
二
審
第
九

期、

一
九
三
六
)。

帥

『
報
告
』
二
O
七
六
頁
以
下
に
三
六

・
七
年
の
「
強
種
統
制
続
法
」

と、

三
五
年
の
「
強
種
製
造
取
締
補
充
緋
法
」
が
矧押
さ
れ
て
い
る
。
珊
凪
種

償
格
と
農
民
の
支
挑
う
代
金
は
蘇
詔
委
が
決
定
し
、
後
者
を
下
げ
て
差
額

を
蘇
獄
委
が
補
給
す
る
形
で
、
改
良
穫
を
普
及
し
た
。

制

質

業
部
図
際
貿
易
局
編
『
中
園
質
業
誌
江
蘇
省
』
一
九
三
三
、
第
五
編

第
八
章
鐙
桑。

農
家
自
製
が
八
O
%
、
製
造
業
者
に
よ
る
土
種

一
五

%
で

あ
る。

同
仰
木
暮
H
、
三
六
頁
。

倒

註

帥
に
同
じ
。

帥

(
苦
?〉

農

「
糸
商
活
路
中
的
中
圏
諸
農
」
〈
『
中
園
農
村
』
第
二
容
第

三
期
、
一
九
三
六
)。

帥

木
暮
付
、
三
八
頁
。

但
し
祈
江
等
に
百
蕗
枚
以
上
移
出
し
た
ら
し
く
、

江
等
で
は
日
本
か
ら
組
問
出
費
種
を
輸
入
し
て
被
害
を
受
け
て
い
る
ハ
孔
凡

定
「
江
寧
強
糸
産
鈎
合
作
枇
的
寅
況
」

『中
園
農
村
』
第
三
谷
第
八
期
、

一
九
三
七)。

倒

朱

振

之

「
賓
糸
改
良
統
制
下
的
江
断
鐙
農
」
(
『
中
園
農
村
』
第
二
単
位
第

七
期
、

一
九
三
六
)
。

M
W

註
同
の
世一聞
に
よ
れ
ば
(
六
頁
)
、

二
九
年
頃
は
春
績
八
O
W
A
、

夏
抱
一

五
%
、
秋
滋
五
%
位
で
あ
っ
た
と
い
う。

し
か
し
改
良
種
の
冷
蔵
人
工
鮮

化
が
ほ
ぼ
百
%
成
功
す
る
よ
う
に
な
っ
た
三

0
年
代
に
は
秋
震
が
勃
興

し
、
ほ
ぼ
春
置
に
匹
敵
す
る
位
の
普
及
を
み
た
が
、

夏
置
は
農
繁
期
と
ぶ

nυ 
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っ
か
る
た
め
、
逆
に
衰
微
し
た
。
ま
た
晩
秋
認
も
三
五
年
頃
か
ら
現
れ
始

め
た
(
木
暮
伺
、
一
一
一
一
頁
〉
。

倒
木
暮
口
、
二
六
頁
の
受
指
導
強
種
枚
数
と
、
同
三
二
頁
の
掃
立
数
量
か

ら
計
算
。
秋
窓
で
は
前
年
に
比
べ
十
倍
の
増
加
と
い
う
(
同
二
七
頁)。

伺
中
園
合
衆
費
桑
改
良
曾
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

三
二
年
春
震
が
三

0
・二

元
、
以
下
次
第
に
減
少
し
、

三
四
年
秋
鍵
に
は

一
四
・
三
元
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
一
貫
目
九
五
銭
に
相
賞
す
る
が
、
同
年
日
本
で
は
一
貫
目
一

園
以
下
の
所
は
な
い
と
い
う
(
木
幕
日
、
三
五
頁
)
。

倒
以
下
の
合
作
枇
の
記
述
は
、
苦
農

「
養
強
合
作
運
動
在
無
錫
」
(
『
中
園

農
村
』
第
三
谷
第
六
期
、
一
九
三
七
〉
に
よ
る
。
苦
農
の
記
述
に
疑
問
が

な
い
謬
で
は
な
い
が
(
例
え
ば
註
凶
小
野
論
文
、
木
暮
同
一
七
頁
、
参

照
)
、
他
に
依
る
べ
き
史
料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

伺
註
帥
の
孔
論
文
に
よ
れ
ば
、
江
寧
で
は
懸
内
の
養
強
農
家
は
強
制
的
に

合
作
一
枇
に
加
入
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
江
寧
菰
糸
産
鈎
合
作
祉
は
、
辞
家
の

支
配
下
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
一
切
の
決
定
権
は
本
位
理
事
と
高
級

職
員
に
握
ら
れ
て
お
り
、
一
般
一
位
員
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
殺
率
的
に
搾

取
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
幾
ら
な
い
。

伺
合
作
一
位
、
殊
に
特
約
取
引
の
そ
れ
が
繭
の
流
通
費
用
を
減
じ
る
(
流
通

過
程
の
合
理
化
N
H
資
本
に
よ
る
掌
握
〉
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
東
亜
研
究

所
〈
堀
江
英
一
氏
執
筆
)
『
経
済
に
闘
す
る
支
那
慣
行
調
査
報
告
書
|
|

支
那
賀
糸
業
に
お
け
る
取
引
慣
行

1
4
一
九
四
四
、
七
四
頁
以
下
を
参

照
。

倒

木
暮
白
、
一
七
頁
。
繭
行
が
委
託
さ
れ
て
購
繭
す
る
場
合
も
あ
る
。
繭

の
八
、
九
割
が
こ
こ
で
取
引
さ
れ
た
。

制

単

位

四
肇
以
下
の
設
備
の
繭
行
は
克
許
取
消
し、

等
(
同
前
)
。

帥
『
十
年
』
、
七
頁
。

附
註
伺
に
同
じ
。

帥

『

十
年
』
一
一
一
頁。

川
明
春
期
三
八
八
行
、
私
期
三
六
五
行
(
木
幕
日
、

二
二
頁)。

附
註
闘
に
同
じ
。
四
二
頁
。
同
一
一
二
頁。

同
註
伺
苦
曲
反
論
文
に
よ
れ
ば
、
三
五
年
に
は
宜
輿

・
深
陽
等
の
蘇
で
は
全

十
闘
行
が
柑
隣
家
の
請
負
い
で
あ
り
、
無
錫
は
全
面
請
負
い
で
は
な
か
っ
た

が
、
完
全
に
賓
槌
を
握
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が

(
お
そ
ら
く
次
に
み
る
興
業
公
司
設
立
後
)
、
江
掘
削
南
省
に
四

O
O以
上

の
繭
行
を
聞
き
、
安
徽
事
前
脚
、
山
東
周
村
、
湖
南
岳
陽
に
も
勢
力
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
(
『
酒
田
中
図
的
資
本
主
義
生
産
関
係
』
問
書
編
篤
組
、
一

九
七
七
、
二
九
四
頁
以
下
)
。

制
註
伺
に
同
じ
。
註
同
論
文
に
も
同
様
な
記
述
が
あ
る
。

同

常

宗
曾
「
中
園
彊
糸
業
復
興
之
路
及
費
糸
業
と
園
民
経
済
の
閥
係
」

(
『
中
園
建
糸
』
第
一
容
第
一

O
鋭
、
一
九
三
六
。
但
し
『
報
告
』
一
六

八
八
頁
以
下
に
よ
る
)
。

同
養
銀
農
民
の
最
低
限
の
再
生
産
を
通
し
て
、
地
主
へ
の
地
代
を
保
設
す

る
と
い
う
意
味
も
も
っ
。

帥
以
上
は

「
錫
邑
曾
商
整
理
糸
廠
問
題
」
ハ
『
工
商
牢
月
刊
』
第
四
谷
第

一

O
期
、
一
九
三
二
〉
。

制
註
帥
に
同
じ
。

倒

『報
告
』
第
二
編
第
四
の

一、

無
錫
製
糸
業
調
査
、
は
、
興
型
院
政
務

部
『
無
錫
工
業
賓
態
調
査
報
告
書
』
一
九
四

O
、
の
第
二
章
製
糸
業
と
同

文
で
あ
る
。
『
報
告
』
八

O
七
頁
に
は
、
多
係
機
は
四
糸
廠
八
七

O
釜
と

あ
る
が
、
こ
れ
に
は
未
調
査
の
瑞
給
二
八
八
毒
か
含
ま
れ
て
い
な
い
。
瑞
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倫
が
多
係
機
で
あ
る
こ
と
は
、

例
え
ば
『
江
蘇
建
設
月
刊
』
第
三
谷
第
三

期、

一
九
三
六
、
の
統
計
一
一

一良
参
照
。
糸
版
数、

釜
数、

管
業
糸
廠
数

は

『
報
告
』
八

O
三
|
四
頁
参
照
。

但
し
比
四
業
糸
廠
は
、
瑞
論
を
含
む
未

調
査
八
廠
を
管
業
し
て
い
た
と
仮
定
し
て
い
る
。

問
後
に
見
る
よ
う
に
、
質
改
委
の
援
助
は
あ
っ
た
が
、
祈
江
ほ
ど
手
厚
い

も
の
で
は
な
い
。

倒
無
錫
各
機
側
各
幽
慢
編

『第
一
回
無
錫
年
鑑
』

一
九
三

O
、
工
業
二
二

頁
、
に
よ
れ
ば
、
泰
盟

・
民
盟
関
廠
が
日
木
式
、
振
製
誠
記

・
永
泰
雨
廠

が
日
・
伊
の
爾
方
、
そ
の
他
は
イ
タ
リ
ア
式
で
あ
る
。
日
本
式
と
イ
タ
リ

ア
式
の
違
い
は
、
主
要
に
は
乾
燥
装
置
の
速
い
と
、

者
…
繭

・
添
絡
の
工
程

が
日
式
が
粂
業
、
伊
式
が
分
業
と
な
っ
て
い
る
鮎
で
あ
る
が
、
中
園
側
文

献
で
の
百四
別
は
殆
ん
ど
前
者
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同

『

報

告
』
八
O
八
、
九
四
三
頁
。

同

『
十
年
』
六
頁
。

間
引
国
側
に
同
じ
。

一
一
一
一頁。

回
糸
廠
名
は
程
嫡
若
以
外
は
、

『江
蘇
建
設
月
刊
』
第
三
谷
第
三
期
の
統

計

一一

冗
(
三
五
年
の
調
査
)
に
よ
る
。
程
は
前
掲

『
仙
…
錫
工
業
費
態
調

査
線
告
書』

八
三
二
頁

(
三
凶
年
の
調
査
)
に
よ
る
。

帥
以
下
使
用
す
る
史
料
以
外
に
は
、

註
闘
制
等。

側
註
帥
に
同
じ
。
租
廠
制
が

「
獅
占
」
を
容
易
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ヲ令
。

刷

朱

楚

辛

「
中
閤
的
糸
繭
業
」
(『
申
報
週
刊
』
第
一
容
第
二
二
期
、

一
九

一一一
六
)。

闘

同

年

六
月
七
日
の

『申
報
』。

闘
但
し
隊
員
編

『
中
園
近
代
工
業
史
資
料
』
第
四
輯
土
谷
(
一
九
六

一
)

一
七
五
頁
以
下
に
所
枚
さ
れ
た

一
九
四
一
年
六
月
二
七
日
の

『
中
華
日

報
』
に
よ
れ
ば
、
興
業
公
司
は
組
織
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
段
階
で
、

一
部
同
業
者
の
反
射
と
内
部
分
裂
で
質
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

筆
者
の
知
る
興
業
公
司
に
閲
す
る
抗
日
戦
前
最
後
の
記
事
で
あ
る
金
獲

「
乾
繭
之
出
口
鶴
」
(
三
七
年

一
月
二
八
日
付

『申
報
』
)
に
は
、

「
加熱
錫

糸
業
の
巨
頭
醇
長
岡
苫
且
氏
の
経
営
す
る
各
廠
及
び
新
し
く
創
設
し
た
興
業
公

司
も
ま
た
綴
々
多
篠
式
及
び
再
繰
式
の
糸
車
に
改
め
た
」
と
あ
り
、
組
織

の
検
討
段
階
で
潰
れ
た
と
い
う
の
は
明
白
に
誤
り
で
あ
る
。

『中
華
日

報
』
の
記
事
は
日
本
の
侵
略
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
鮎
で

興
味
深
い
事
費
を
示
し
て
お
こ
う
。
『
報
告
』

は
際
家
が
所
有
叉
は
経
営

に
閥
係
し
て
い
た
糸
廠
と
し
て
、

永
一本
・
筆
新

・
永
感

・
裕
生

・
娠
懇

・

振
元

・
鼎
昌

・
鼎
盛

・
一繭
倫

・
永

裕

森

明

・
宏
徐

・
泰
李

・
禾
塑

・
嘉

泰

・
潤
康

・
大
生
他
一

一版、

計
一
八
廠
を
あ
げ
て
い
る
(
八

一
O
頁)。

し
か
し
こ
れ
は
川
堀
江
氏
の
怒
げ
た
糸
廠
名
と

一
致
し
な
い
、

ω日
本
の

侵
略
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
全
壊
し
た
糸
廠

(
一
五
廠
)
が

一つ
も
含
ま
れ
て
い

な
い
の
は
確
率
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。

ω逆
に
全
波
'
糸
廠
の
中
に
は
明
白

な
蒔
家
経
営
糸
廠
(
錦
記
・
民
段
等
)
が
あ
る
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

ω

全
線
を
苑
れ
た
糸
廠
で
摩
げ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
醇
家
閥
係
の
糸
廠

が
存
在
す
る
(
隆
回
目
・
永
潤
等。

『報
告
』

九
四
三
頁
以
下
参
照
)
等
の

鮎
で
不
可
解
で
あ
る
。
で
は
こ
の
一
八
廠
は
何
を
示
す
の
か
。
日
本
に
よ

る
無
錫
占
領
後
、
日
本
側
の
中
支
詔
糸
組
合
、
中
園
側
の
興
華
公
司
の
共

同
出
資
と
い
う
形
で
恵
民
製
糸
公
司
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
が
後
に
華
中
震

糸
株
式
曾
祉
に
吸
牧
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
興
事
十
公

司
が

「
現
一物
出
資
」
し
た

一
五
糸
廠
中
、
五
盟
(
乾
姓
第
一己

・
宏
絡
を

除
く

一
三
廠
が
、
先
に
家
げ
た

一
八
廠
の
振
慈
以
下
に

一
致
す
る
こ
と
で

っ“
噌

A
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あ
る
(
『
報
告
』
八
三
八
頁
〉
。
五
塑
・
宏
緒
も
「
夫
れ
夫
れ
鼎
盛
・
宏
徐

糸
廠
が
繍
張
し
た
も
の
」
(
『
報
告
』
八
四
二
頁
)
と
す
る
な
ら
、
こ
の
一

八
廠
は
明
白
な
蒔
家
所
有
の
永
泰

・
筆
新

・
永
盛
三
廠
と
裕
生
、
プ
ラ
ス

輿
牽
公
司
の
糸
廠
、
他
一
廠
と
な
る
課
で
あ
る
。
そ
し
て
『
報
告
』
八
四

一
頁
は
、
輿
奪
公
司
と
す
べ
き
所
を
興
業
公
司
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
註
帥
五

O
六
頁
も
同
様
で
あ
り
、
躍
な
る
誤
績
と
は
思
え
な
い
。
ち
な

み
に
管
見
の
限
り
、
日
本
の
文
献
で
興
業
公
司
な
る
語
が
出
て
く
る
の

は
、
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
〉
。
こ
う
し
た
事
賓
か
ら
、
筆
者
は
次
の
よ

う
に
推
測
す
る
。
興
業
公
司
は
抗
日
戟
ま
で
存
績
し
た
。
日
本
は
無
錫
占

領
後
、
興
業
公
司
傘
下
の
糸
廠
で
全
嬢
を
菟
れ
た
も
の
を
接
枚
し
よ
う
と

し
た
が
、
醇
事霊且
が
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
(
註
凶
に
同
じ
)
し
た
た
め
、
そ

の
ま
ま
の
形
で
は
「
合
法
的
」
に
接
牧
で
き
ず
、
輿
牽
公
司
な
る
企
業
を

デ
ッ
チ
あ
げ
て
興
業
公
司
の
糸
廠
を
「
現
物
出
資
」
さ
せ
る
と
と
も
に
、

興
業
公
司
の
存
在
を
抹
殺
し
た
、
と
。
次
に
見
る
掘
削
江
の
錦
糸
改
良
で
、

中
心
的
な
役
割
を
果
し
た
省
管
の
杭
州
糸
廠
は
、
占
領
後
略
奪
さ
れ
た
上

に
均
さ
れ
て
卒
地
と
化
し
た
(『
上
海
外
貿
史
話
』
同
編
篤
組
編
、
一

九

七
六
、
一
一
一
一
一
頁
)
結
果
、
『
報
告
』
九
八
二
一
良
で
は
抗
日
戦
前
そ
れ
が

存
在
し
た
事
賓
も
抹
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
極
秘
扱
」
の

『
報
告
』
に
も
記
さ
れ
ぬ
「
極
秘
」
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
推
測
は
可
能
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

刷
生
糸
年
度
の
二
九
年
度
に
は
、
緯
成
・
虎
林
雨
廠
で
上
海
港
総
出
廠
糸

の
一
五
・
七
%
を
占
め
て
い
る
〈
興
亜
院
筆
中
連
絡
部
『
中
支
ニ
於
ケ
ル

生
糸
流
通

ニ
閥
ス
ル
調
査
』
一
九
三
九
〉。

附

本

稿

で
は
詳
述
す
る
徐
裕
は
な
く
、
差
笛
り
鷲
糸
業
同
業
組
合
中
央
曾

(
上
原
重
美
氏
執
筆
〉

『
支
那
強
糸
業
大
観
』

一
九
二
九
、
四
三
八
頁
以

下
を
参
照
。
「
製
糸
家
が
斯
る
不
利
な
る
篠
件
で
先
貰
り
を
し
て
居
る
聞

は
到
底
有
終
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
困
難
で
は
あ
る
ま
い
か
」
(
同
書
、

四
四
三
頁
)
。

倒
木
暮
目
、
三
四
頁
は
、
江
蘇
省
が
通
運
貿
易
公
司
を
直
営
し
、
ニ
ュ

l

ヨ
l

p
と
リ
ヨ
ン
に
出
張
所
を
設
け
て
、
生
糸
の
宣
停
販
貿
と
海
外
情
報

の
報
告
を
さ
せ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
該
公
司
は
確
か
に
存
在
し
た

が
、
生
糸
貿
易
改
善
の
必
要
を
論
じ
た
他
史
料
(
例
え
ば
李
善
初
「
華
糸

販
路
繍
張
郷
議
」
『
中
園
建
糸
』
第
二
容
第
一
一
腕
、
一
九
三
七
。
但
し

『
報
告
』
一
六
七
四
頁
以
下
。
或
い
は
『
十
年
』
八
頁
以
下
等
〉
に
見
え

ず
、
省
の
直
営
と
い
う
の
は
誤
り
と
恩
わ
れ
る
。

間
『
十
年
』
八
頁
以
下
。

帥
註
刷
に
同
じ
。
三
六
年
度
は
二
二
四
八
一
俵
。

側
前
鍋
『
中
園
近
代
工
業
史
資
料
』
第
三
輯
下
谷
、
一

O
九
二
頁
。

附
佐
伯
有
一
・
田
中
正
俊
ご
六

・
七
世
紀
の
中
園
農
村
製
糸
・
絹
織

業
」
〈
『
世
界
史
講
座
』
I
、
東
洋
経
済
新
報
祉
、
一
九
五
五
)
江
蘇
も

蘇
州
付
近
は
淑
江
に
類
似
し
た
紋
況
で
あ
る
。

刊
前
掲
『
支
那
彊
糸
業
大
観
』

一
七
三
頁
以
下
。

問
註
闘
に
同
じ
。
一
九
頁
。

悶
『
支
那
溜
糸
業
大
観
』

三
五
九
頁。

同
沈
九
如
「
掘
削
江
省
新
種
業
之
過
去
現
在
及
将
来
」
(
『
中
園
溜
糸
』
第
二

省
第
八
、
九
腕
、
一
九
三
七
。
但
し
『
報
告
』
一
六
一
一
一
一
頁
以
下
)
、
三

五
年
春
の
病
素
率
は
六
・
二
%
で
あ
る
。

問
沈
九
如
「
十
年
来
之
淑
江
彊
糸
業
」
(
『
祈
江
省
建
設
月
刊
』
第
一

O
谷

第
一
一
一
期
、

一
九
三
七
)
同
論
文
に
は
三
六
年
の
被
指
導
戸
激

・
枚
数
も

あ
げ
て
い
る
が
、

調
査
不
備
で
あ
る
た
め
、
採
用
し
な
か

っ
た
。

。ο
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同
例
え
ば
三
四
年
春
期
の
「
幅
削
江
省
統
制
繭
行
暫
行
線
法
」
〈『
報
告
』
二

一一

八
頁
以
下
)
。

開

註

悶

に
同
じ
。

間
同
期
の

「祈
江
省
管
理
枚
繭
暫
行
緋
法
」

(
『
報
告
』
二
=
=
頁
以

下
)
。

問

『

十
年
』

一
四
頁。

木
暮
日
に
よ
れ
ば
、
同
僚
の
理
由
で
三
二
年
秩
に

も
、
生
繭
約
五
千
備
を
購
入
し
た
と
い
う
こ
九
頁
)
。

側

三
五
年
の
賀
桑
改
良
は
、
掘
削
江
省
建
設
脱
鐙
糸
統
制
委
員
曾
編
『
掘
削江

省
建
設
悦
二
四
年
改
良
鐙
桑
事
業
公
報
』

一
九
一
一
一
六
(
以
下

『
奨
報
』
と

略
)
に
詳
し
い
。

制

『

食

報
』
章
則
三
-負。

間

『
致
報
』
「
春
期
統
制
管
理
牧
繭
経
過
概
況
」
の
表
よ
り
計
算
。

仰

向
「
秋
期
統
制
管
理
牧
繭
経
過
概
況
」
よ
り
。

仰

木

暮

田
一

九
頁
以
下
。

関
同
年
六
月
二
日
付

『
申
報
』
。

倒
木
暮
回
二

O
頁。

制

『
報
告
』
一
一
一

四
一

頁。

側

「
得
議
創
組
糸
楽
托
練
斯
」
(『
銀
行
週
報
』
第
一
七
谷
第
七
期
、

一
九

三
三
)
、
思
様
「
談
糸
業
托
妹
司
」
(『
銭
業
月
報
』
第

一一一一
容
第
三
期、

一
九
一二
三
)
等
。

側

『
全
園
経
務
委
員人間同
曾
該
紀
要
』
第
四

集

(
『
編
諜
故
報
』
第
八
編
、

一
九
四

O
)
三
七
頁。

側
「
江
川
川
迎
合
'vm
廠
協
商
進
行
」
(
E
-

工
所
中
十
月
刊
』
第
六
谷
第
二

O
脱、

一
九
三
四
)
。

制

「

綬
委
合
同
置
糸
改
良
禽
積
極
議
組
江掘
削
連
合
糸
廠
」

(『
工
商
中
十
月
刊』

第
七
各
第
四
践
、
一
九
三
五
〉。

仰

向

上

。
木
暮
臼
二
七
頁
は
、

「
江
蘇
省
に
三
百
肇
」

と
あ
る
が
諜
り
と

思
わ
れ
る
。

仰

「

改

良
撃
中
之
全
圏
諸
糸
近
況
」
(『
園
際
貿
易
導
報
』
第
七
各
第
九

腕
、
一

九
三
五
三

『
十
年
』
三
頁
は
総
成
も
寧
げ
て
い
る
が
、

誤
り
で

あ
る
。

例

以
上
は
註
制
及
び

『
十
年
』
三
頁
。
『
十
年
』
で
は
貸
輿
先
の
糸
廠
名

に
い
ず
れ
も
「
等
」
が
つ
い
て
い
る
が
、
数
量
か
ら
し
て
摩
げ
た
糸
廠
に

限
定
さ
れ
る
と
思
う
。
ま
た
註
削
で
は
、
枕
州
糸
廠
に
貸
興
し
た
額
を
一

高
五
千
元
と
し
て
い
る
が
、
二
高
五
千
元
で
な
け
れ
ば
計
算
が
あ
わ
な
い

(時
間
師
岡

「
認
糸
衰
落
中
之
杭
州
繰
糸
廠
」
『
所
江
省
建
設
月
刊
』
第
九

谷
第
三
期
、

一
九
三
五
、

に
よ
る
)
。

制

『
索
報
』
章
則
九
頁
。

側

『
十
年
』
三
頁。

例

同

書
一

八
頁
。

帥

『
実
報
』

曾
議
紀
銀
四
頁
。
但
し
賞
際
の
代
繰
糸
廠
は
、
開
源
・
緯
成

抽附記

・
振
惑
が
抜
け
、
綿
成

・
女
惣
が
加
わ
っ
た
七
糸
廠
で
あ
る
(
同
八

頁)。

側
沈
九
如
「
八
年
来
祈
江
省
救
済
建
糸
事
業
之
概
述
」
(『新
江
省
建
設
月

刊
』
第
九
轡
第
三
期
、
一
九
三
五
)
。

側

註
側
、
四
頁
。

刷

こ
の
八
糸
白
紙
の
他
、
伯仲成

・
女一
強
も
加
わ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

附

註
闘
に
同
じ
。

刷
曾
養
甫
「
中
園
滋
糸
統
制
政
策
の
切
要
と
祈
江
抵
糸
統
制
の
成
績
」

(『
中
園
強
糸
』
第
二
容
第
四
腕
、
一

九
三
六
。
但
し

『報
告
』
二
ハ
九

-114ー
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四
頁
〉
。

剛
「
漸
江
省
建
設
鹿
統
制
下
の
一
五
家
の
連
合
糸
廠
に
い
た
っ
て
は
、
今

年
の
も
う
け
は
極
め
て
大
き
い
。
該
廠
等
の
今
年
の
原
料
は
全
て
統
制
曾

の
供
給
し
た
も
の
で
あ
り
、
繰
糸
機
も
ま
た
最
新
式
だ
か
ら
製
品
も
均
一

で
、
販
寅
方
面
で
も
」
掘
削
鷲
委
が
科
摩
的
に
や
っ
て
「
い
る
か
ら
で
あ

る
」
(
「
漸
統
制
強
糸
反
響
」
『
農
皐
月
刊
』
第
一
容
第
三
期
、
一
九
三

五
)
。
質
際
は
「
全
て
」
で
は
な
い
。

剛
「
断
彊
糸
統
制
曾
決
設
江
掘
削
連
合
糸
廠
」
(
『
且
民間竿月
刊
』
第
二
省
第
四

期
、
一
九
三
六
〉
。

剛
註
酬
に
同
じ
。
『
経
済
研
究
』
第
一
容
第
九
期
、
一
九
四
O
、
二
ハ
七

頁
も
参
照
。

側

三

O
年
は
李
安
「
調
査
掘
削
江
震
糸
業
以
後
」
(
『
図
際
貿
易
導
報
』
第
一

省
第
五
鋭
、

一
九
三

O
〉
に
よ
る
。
三
七
年
は
沈
九
如
「
十
年
来
之
掘
削
江

窓
糸
業
」
(
『
掘
削
江
省
建
設
月
刊
』
第
一

O
単
位
第
一
一
一
刻
、
一
九
三
七
〉
に

よ
る
。

側
『
経
済
研
究
』
第
一
谷
第
九
期
。

一
四
三
頁
。

剛
註
酬
に
同
じ
。

川
三
六
年
六
月
一

O
日
付

『申
報
』
。
大
部
分
は
前
年
と
前
じ
く
、
洋
行

を
通
し
て
輸
出
し
た
と
い
う
。
叉
『
十
年
』
八
頁
に
よ
れ
ば
、
代
繰
の
生

糸
だ
け
で
な
く
、
各
廠
の
生
糸
も
代
っ
て
直
接
輪
出
し
た
と
い
う
。
と
も

か
く
こ
の
年
は
試
験
の
意
味
が
強
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

川
註
制
に
同
じ
。

倒
木
官
接
国
三
四
頁
以
下
。

削
指
削
滋
委
主
席
の
曾
養
甫
が
、
務
改
委
の
主
席
を
粂
ね
て
い
る
。

川
三
六
年
二
月
、
斯
賞
委
は
建
設
廃
を
離
れ
て
省
政
府
直
属
と
な
っ
た

主
席
酬
沈
九
如
論
文
)
。

刷
許
線
新
『
官
僚
資
本
論
』

一
九
四
九
、
六
五
頁
。

附
註
刷
参
照
。
叉
、
全
経
委
の
費
改
委
「
が
各
廠
を
連
合
し
て
組
織
し
た

連
合
糸
廠
は
、
新
式
の
地
球
印
糸
車
五
百
釜
を
購
入
・
設
置
し
て
後
、
生

糸
を
出
品
し
た
が
、
そ
れ
に
封
し
て
外
商
は
極
め
て
満
足
し
、
輝
か
し
い

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
(
一
九
三
六
年
二
月
六
日
付
『
申
報
』
)

O

M

註
鵬
李
善
初
論
文
。

附
註
制
金
聾
論
文
。

川
一
九
三
五
年
一

O
月
二

O
日
付

『時
事
新
報
』
(
但
し
註
帥
よ
り
〉
。

剛
以
上
は
註
酬
に
同
じ
。

間
註
酬
に
同
じ
。
一
五
四
頁
。

間
一
九
三
七
年
五
月
二
二
臼
付
『
新
間
報
』
。

倒
木
暮
回
、
二
八
頁
。

川
『
十
年
』
八
頁
。

問
「
無
錫
糸
市
活
躍
L

(

『
耐
震
皐
月
刊
』
第
一
容
第
三
期
、
一
九
三
五
〉
、

『
十
年
』
一

O
頁
、
等
。

問
第
二
表
参
照
。
生
糸
年
度
で
は
抗
日
戦
前
最
後
の
年
と
な
る
一
一
一
六
年
度

は
、
前
年
度
よ
り
微
増
で
ア
メ
リ
カ
向
け
が
増
え
て
い
る
。

間
恐
慌
前
の
比
較
と
し
て
は
、
二
九
乃
至
三

O
年
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る

(
南
京
政
府
成
立
後
、
無
錫
・
福
山
江
で
糸
廠
が
急
増
し
て
い
る
)
が
、
手

頃
な
史
料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

凶
『
報
告
』
七
七
二
頁
。

側
向
上
、
一
五
二
頁
。

側
同
上
、

一五
四
頁
。

剛
同
上
、
一
五
七
頁
。
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側

同

上、

六
七
七
頁
以
下
の
サ
ン
プ
ル
明
細
表
。

刷

向

上、

六
五
四
頁
。

附

向
上
、
九
八
九
頁
。

附

東
亜
研
究
所

(秦
玄
抱
氏
執
筆
)

『
支
那
生
糸
の
世
界
的
地
位』

一
九

四
二
、
一

七一貝。

附

向

上
。

側
「
日
本
生
糸
の
高
値
な
る
こ
と
は
、

米
関
業
者
を
し
て
支
那
糸
に
漸
次

目
を
向
け
し
め
る
原
因
と
な
っ
た
」
(
向
上
〉
。

同

『

報

告
』
例
言
。

間

『

報

告
』
八
九
頁
。

川

向

上、

六
頁
。

刷

向

上

、

二
ハ

O
頁
以
下
。

仰

向

上

、
二
二
O
七
頁
、
「
質
業
部
管
理
手
工
製
糸
業
暫
行
緋
法
」
。

刷

向

上

、
二
一
九
四
頁
、

「
中
支
那
工
業
指
導
要
綱
」
。

川
向
上
、

二
一
八
七
頁
、

「溜
糸
事
業
統
制
-
一
閥
ス

ル
指
導
要
領
ノ
件
、

附

筆

中

認
糸
公
司
に
つ
い
て
の
戦
後
の
研
究
は
、
註
同
井
上
、
宇
佐
美
雨

氏
の
業
績
の

他
は
、
小
林
英
夫

『「
大
東
亜
共
策
閣
」
の
形
成
と
樹
嬢
』

一
九
七
五
、一

一二
三
|
七
頁
、
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

〔
追
記
〕

木
稿
と
闘
速
の
深
い
経
済
建
設
に
闘
し
て
、
石
島
紀
之

「
南
京
政
機
の
綬
済
建
設
に
つ

い
て
の
一
試
論
」
(『
茨
城
大
皐
人
文
察
部
紀
要

《文
皐
科
論
集
》

第

一
一
鋭
、

一
九
七
八
)
が
護
表
さ
れ
た
が
、
本
稿
脱
稿
後
で
あ
り
、
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
筆
者
も
園
家
資
本
主
義
論
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
て

い
る
が
、
市
圏
主
義
の
動
向
や
「
官
僚
資
本
主
義
へ
の
純
化
」
の
問
題
等
、
な
お
理
論
的
な
深
化
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。



A Re-organization of Sericulturein Kiang-Che under

　　　　　　　　　　　　

the World Crisis

Okｕｍｕｒａ Ｓａtｏｓhi

　　

Previous studies of the Chinese economy (luring the 1930s have ｅｍ･

phasized the weakness resulting from Japanese aggression　and the threat

of war, and the entrapment of the people in the“ bureaucratic capitalism ”

of Chiang Kai-shek. Thus the feudal aspects and the acquiescence in

imperialism of the Kuomintang government are stressed, and the entire

process is viewed as the nipping in the bud of Chinese capitalism and the

suppression of“ nationalistic capitalism.”In this essay, I shall criticize

this view with reference to sericulture in the Kiangsu and Chekiang areas｡

　　

The improvement of sericulture, which was one part of the Kuomin-

tang policy of economic reconstruction aimed at raising the technical level

of the silk industry, then in decline under the threat of war, with a view

to competing with Japanese silk, then completely dominant on the world

market. As ａ result, the private Family of Hsiieh 蒔ｉｎ Wu-hsi 無錫became

dominant in Kiangsu, while the provincially-run industries formed the

basis of production in Chekiang.　These monopolies improved the quality

of the silk, organized the peasants in production co-operatives, and using

the power of government control produced raw silk of superior quality

and low price｡

　　

By using new machinery the quality of the finished silk was further

improved, and the cost lowered. Inroads were made on the raw silk

market･domin・ted by foreign companies. In this way the mechanized

silk industry of the area was not only able to overtake Shanghai, which

had been the centre of the industry in the 1920s, but proved competitive

with Japanese silk on the American market.

－４－


