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後
縫
者
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
大
臓
に

雨
者
の
関
係
を
言
い
切
っ
た
の
は
著
者
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雨
王
朝

の
連
績
性
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
は
著
者
の
設
は
魅
力
的
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
私
は
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
こ
れ
は
少
し
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
思

う
。
一
つ
は
、
こ
の
爾
王
朝
は
い
ず
れ
も
遊
牧
部
族
連
合
鐙
を
そ
の
根
幹
と
し

て
い
る
が
、
こ
の
遊
牧
部
族
連
合
墜
を
構
成
し
た
部
族
を
比
較
し
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
サ
フ
ァ
グ

ィ
l
朝
部
族
連
合
撞
は
自
羊
朝
部
族
連
合
鐙
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
白
羊
朝
連
合
を
構
成
し
て
い

た
部
族
の
い
く
つ
か
が
、
白
羊
朝
の
瓦
解
後
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
連
合
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(
例
え
ば

ζ
同

az--z・
〉
向
島
町
な
ど
。
)
こ

れ
は
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
黒
羊
朝
か
ら
臼
羊
朝
へ
の
移
行
時
の
パ
タ
ー
ン

と
そ
っ
く
り
同
じ
で
あ
る
。
元
来
は
別
々
に
存
在
し
て
い
た
二
つ
の
部
族
連
合

鐙
の
う
ち

一
方
が
、
抗
争
の
結
果
、
他
方
の
一
部
を
も
組
み
込
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
白
羊
朝
か
ら
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
へ
の
移
行
と
は
、
部

族
連
合
僅
と
い
う
翻
黙
に
限
っ
て
考
え
れ
ば
、
黒
羊
朝
か
ら
白
羊
朝
へ
の
交
代

と
本
質
的
に
何
ら
嬰
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
白
羊
朝
の
王
子
た
ち

を
次
々
と
殺
害
し
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
さ
し
て
不
思
議
で
は
な

い
。
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ
ン
が
黒
羊
朝
諸
王
子
に
到
し
て
行
な
っ
た
の
と
同
じ
こ
と

を
イ
ス
マ

l
イ
I
ル
も
行
な
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
王
朝
的

多
除
去
。
の
法
則
と
見
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
、
気
附
い
た
こ
と
の
い
く
つ
か

を
書
き
綴
っ

て
き
た
が
、
本
垂
直
が
全
陵
と
し
て
は
優
れ
た
劃
期
的
な
研
究
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
十
五
世
紀
と
い
う
時
代

の
持
つ
性
格
に
つ
い
て
一
つ
の
明
確
な
解
答
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

白
羊
朝

史
の
解
明
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
イ
ラ
ソ
遁
史
を
考
え
る
手
掛
り
を
輿
え

た
と
い
う
黙
で
も
本
書
は
高
い
評
債
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
今
後
本
書
が
嘗

該
分
野
に
お
け
る
基
本
的
文
献
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
て
行
く
こ
と
は
確
寅

で
あ
ろ
う
。
も
は
や

「
混
沌
の
時
代
」
は
去
っ
た
の
で
あ
る
。

(
羽
田

正

中
園
民
族
工
業
の
展
開

島

郎

著

昭
和
五
十
三
年
六
月
東
京
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房

A
5
剣
二
三
四
頁
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近
年
、
中
園
現
代
史
に
関
す
る
ま
す
ま
す
多
く
の
研
究
が
、
そ
の
研
究
針
象

時
期
を
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
へ
と
、
そ
し
て
、
二

O
世
紀
の
一

0
年
代
か

ら
二

0
年
代
・
三

0
年
代
へ
と
下
降
さ
せ
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
日
中
戦

争
開
始
直
前
に
至
る
一
九
二

0
・
三

0
年
代
の
中
園
祉
曾
・
経
済
の
研
究
は
、

固
有
の
重
要
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
、

日
本
に
お
い
て

か
つ
て
、
同
時
代
中
園
祉
舎
の
研
究
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
成
果
が
員
正
面
か
ら

受
け
と
め
針
決
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
散
逸
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
防
ぎ
、

か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
た
中
園
研
究
上
の
研
究
主
題
の
空
白
を
埋
め
る
と
い
う

一
つ
の
意
義
に
だ
け
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
濁
自

な
タ
イ
プ
で
は
あ
る
と
し
て
も
確
か
に
「
社
舎
主
義
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
中
園
に
お
い
て
、
外
見
的
に
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
上
・
経
済
政
策
上
の
愛

化
が
み
ら
れ
る
現
在
、
中
園
祉
曾
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
祉
曾
主
義
」
と
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い
う
用
語
や
「
革
命
的
」
と
い
う
形
容
調
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
中

園
共
産
誕
の
革
命
史
や
そ
れ
に
肯
定
的
に
反
悠
し
た
祉
曾
盾
の
動
き
を
た
ど
る

だ
け
で
は
、
社
曾
主
義
政
権
成
立
後
も
鑓
化
せ
ず
に
存
絡

す
る
か
、
あ
る
い

は、

「
祉
曾
主
義
」
化
政
策
に
射
し
て
強
力
的
に
反
臨
し
つ
つ
あ
る
祉
曾
シ
ス

テ
ム
の
諸
要
素
(
家
族
、
農
村
や
都
市
の
諸
枇
曾
組
織
)
や
人
閲
的
要
素
の
、

濁
自
な
、
積
極
的
作
用
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
、
等
が
明
ら
か
と
な
る
に

つ
れ
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、
従
来
見
の
が
さ
れ
て

き
た
「
反
革
命
的
」
側
面
や
佐
倉
の
「
停
統
的
」
な
・
「
不
嬰
」
な
部
分
を
調

べ
て
み
る
こ
と
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の

「
反
革
命
的
」
側
面
や
「
祉
舎
主
義
的
改
造
」
以
前
の

「
俸
統
的
」
部
分
の
理

解
に
と
っ
て
、
日
中
職
争
前
一
九
二

0
・
三
0
年
代
の
中
図
杜
禽
は
一
つ
の
手

が
か
り
を
奥
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
周
囲
の
、
設
淫
し
た
工
業

諸
園
の
外
堅
下
に
存
績
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
一
つ
の
杜
曾
と
し
て
、
「
社
曾

主
義
」
的
な
工
業
化
政
策
が
、
数
億
の
人
聞
の
衣
食
住
を
一

際
満
た
し
、
い
ま

や
世
界
の
政
治
地
図
の
上
で
一
一
伎
を
占
め
う
る
地
位
に
ま
で
中
園
杜
晶
闘
を
押
し

あ
げ
た
こ
と
を
許
償
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
位
制
下
に
生
起
す
る
「
資
本
主

義
」
的
な
諸
問
題
や
「
資
本
主
義
諸
園
と
共
通
す
る
」
諸
問
題
の
原
因
と
解
決

の
展
望
に
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
工
業
化
政
策
が
そ
の
出
設
結
と
な

っ
た
祉
舎
を
ど
う
製
革
し
た
の
か
、
逆
に
、
社
舎
は
ど
う
帥
製
革
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
課
題
に
謝
し
て
、
日
中

戦
争
前
の
中
華
民
園
図
民
政
府
(
園
民
議
政
府
)
統
治
下
の
中
園
の
佐
倉
経
済

状
態
の
認
識
と
、
こ
の
政
府
が
行
な
っ
た
工
業
化
政
策
の
研
究
と
が
一
定
の
有

数
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
時
期
の
中
園
社
禽

・
経

済
を
研
究
す
る
こ
と
の
第
二
の
意
義
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

島

一
郎
『
中
園
民
族
工
業
の
展
開
』
(
一
九
七
八
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
后
)

は
、
こ
の
分
対
に
お
け
る
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
島
氏
の
場
合
、
研
究

は
、
日
中
戦
争
時
期
に
お
け
る
日
本
人
の
中
園
理
解
が
一
九
四
九
年
革
命
に
よ

っ
て
動
揺
し
、
革
命
史
理
解
が
必
要
と
感
ぜ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
か
ら
出

鼓
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〈
あ
と
が
き
、
三
一

一一
一J
一一
一一一一一一ペ

ー
ジ
)
。
し
か
る

に
、
著
者
は
、
す
ぐ
さ
ま
中
園
共
産
黛
に
よ
る
革
命
史
や
、
革
命
に
反
感
し
た

枇
曾
層
と
彼
ら
に
よ
る
位
曾
経
済
鐙
制
の
雌
皮
革
を
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
革

命
を
X

臨
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
解
放
以
前
の
中
園
杜
曾
、
と
り
わ
け
、
反

革
命
勢
力
と
革
命
勢
力
の
閲
で
動
揺
し
つ
つ
も
、
結
局
、
新
民
主
主
義
革
命
に

同
調

・
参
加
す
る
に
い
た
っ
た
民
族
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
l
の
経
済
的
基
盤
た
る
民

族
工
業
を
と
り
あ
げ
た
。
し
か
も
、
著
者
は
、
戦
後
日
本
の
必
ず
し
も
好
僚
件

と
は
い
え
ぬ
研
究
情
況
の
中
で
、
ほ
ぼ
凋
力
で
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
精
力
的

に
す
す
め
ら
れ
、
戦
前
の
日
本
・
中
園
と
戦
後
中
国
で
の
研
究
成
果
を
受
け
と

め
て
消
化
し
、
か
っ
、
貧
誼
的
に
手
堅
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

本
書
は
、
一
九
二

0
・
三
0
年
代
中
園
祉
曾
・
経
済
(
と
く
に
工
業
)
に
つ
い

て
の
無
理
の
な
い
像
を
輿
え
て
く
れ
る
。
以
下
に
、
本
書
の
簡
単
な
紹
介
を
行

な
い
た
い
。

全
鐙
は
、
序
説
お
よ
び
七
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
説
一
九
三

0
年
代
中
園
氏
族
工
業
研
究
の
意
義

・
課
題
と
分
析
視
角

第
二
早
民
族
工
業
の
特
徴
と
再
生
産
構
造

第
二
章
綿
工
業
の
設
展
と
衰
退

第
三
章
製
糸
工
業
と
世
界
恐
慌

第
凶
章
羊
毛
工
業
の
展
開
そ
の
生
産
隠
換
|

第
五
掌
タ
バ
コ
工
業
と
租
税
|
統
税
の
重
慶
|

第
六
章
軽
工
業
と
原
料
問
題
原
料
作
物
の
生
産
と
流
通

l
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第
七
掌
製
粉
工
業
と
市
場
問
題
|
土
着
製
粉
と
の
競
合
|

あ
と
が
き

著
者
は
序
設
に
お
い
て
、
一
九
三

0
年
代
の
民
族
工
業
研
究
の
意
義
を
、

付
、
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
新
民
主
主
義
革
命
に
参
加
し
、
新
中
園
の
経
済

建
設
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
事
情
の
解
明
、
口
、
日
本
の
侵

略
強
化
が
民
族
工
業
の
停
滞
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
、

目
、
新
植
民
地
主
義
の
解
明
、
の
三
貼
に
ま
と
め
、
現
在
に
お
い
て
こ
の
問
題

の
研
究
が
小
さ
く
な
い
債
値
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
つ
い
で
、
従
来
の
研

究
史
の
紹
介
と
と
も
に
分
析
調
角
が
一
が
さ
れ
、
著
者
が
、
こ
の
時
期
の
中
園
批

舎
を
牢
封
建
半
植
民
地
社
舎
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
序
説

は
、
そ
の
詳
し
い
附
注
と
研
究
史
の
整
理
に
よ
っ
て
、
社
曾
経
済
史
的
側
面
よ

り
中
園
現
代
史
研
究
に
入
る
場
合
の
好
個
の
ガ
イ
ド
に
も
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
民
族
工
業
の
外
相
倒
的
特
徴
と
し
て
、
付
、
函
民
経
済
中
に
占

め
る
工
業
部
分
、
と
り
わ
け
、
機
械
制
工
業
部
分
の
微
弱
な
こ
と
、
口
、
そ
の

中
で
も
消
費
財
生
産
部
門
の
慶
倒
的
優
勢
、
目
、

沿
岸
都
市
へ
の
工
場
の
集
中

伺
、
経
営
の
小
規
模
性
、
旬
、
外
園
資
本
工
場
の
優
勢
、
の
五
貼
が
あ
げ
ら
れ
、

そ
う
し
た
現
象
を
も
た
ら
す
民
族
工
業
の
再
生
産
上
の
特
徴
が
、
村
、
資
本
の

紋
乏
、
同
、
機
械
・
設
備
の
不
備
、
目
、
原
料
獲
得
に
お
け
る
外
園
依
存
と
そ

の
諸
原
因
、
胸
、
低
賃
金
と
低
能
率
、
旬
、
製
品
市
場
の
狭
陸
さ
、
の
五
黙
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
民
族
工
業
自
慢
の
も
つ
諸
性
質
が

相
互
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
、
全
鐙
と
し
て
工
業
愛
媛
の
遅
滞
と
い
う
外
観

的
特
徴
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
、
中
園
の
牢
封
建
半

纏
民
地
社
舎
た
る
こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
章
以
下
で
は
、
綿
工
業
、
製
糸
工
業
、
羊
毛
工
業
、
タ
バ
コ
工
業
、
製

粉
工
業
と
い
っ
た
、
一
九
三

0
年
代
の
代
表
的
な
工
業
を
順
に
と
り
あ
げ
、
各

工
業
の
沿
革
と
、
夜
尿
・
停
滞
の
獲
動
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
各
工
業
の
停

滞
・
波
落
に
も
っ
と
も
闘
係
の
深
い
牢
封
建
牢
植
民
地
的
要
因
の
作
用
と
、
そ

れ
に
よ
る
民
族
工
業
設
展
の
ゆ
が
み
(
半
封
建
牢
植
民
地
的
特
徴
)
を
具
僅
的

に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
章
の
綿
工
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の

設
展
経
過
を
通
じ
て
外
園
資
本
の
墜
力
が
き
わ
立
た
せ
ら
れ
、
ま
た
第
一
章
で

一
示
さ
れ
た
民
族
工
業
の
諸
特
徴
が
綿
工
業
の
資
本
、
設
備
、
努
働
能
率
、
生
産

費
に
つ
い
て
具
鐙
的
に
例
設
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
の
製
'um
工
業
に
つ
い
て
は
、

斯
業
の
世
界
市
場
依
存
性
に
関
連
し
て
、
中
園
に
お
け
る
世
界
恐
慌
の
波
及
の

特
殊
性
(
初
期
の
繁
栄
や
銀
恐
慌
)
が
設
明
さ
れ
た
の
ち
、
製
糸
業
の
設
展
経

過
と
一
九
二

0
年
代
の
そ
の
生
産
・
流
通
機
構
の
特
徴
、
さ
ら
に
恐
慌
が
製
品
小

業
に
輿
え
た
作
用
が
具
鐙
的
に
絞
述
さ
れ
る
。
第
四
掌
の
羊
毛
工
業
で
は
、
外

屋
(
外
園
削
減
ロ
間
流
入
、
外
図
資
本
工
場
に
よ
る
生
産
)
に
よ
っ
て
、
斯
業
の
盛

況
と
停
滞
が
く
り
か
え
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
生
産
部
門
も
外
墜
に
臨
応

じ
て
、
あ
る
時
は
駁
紙
、
あ
る
時
は
硫
毛
織
物
、
編
物
毛
糸
へ
と
穂
換
し
た
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
第
五
章
の
タ
バ

コ
工
業
に
お
い
て
は
、
園
民
政
府
財
政
に
お

け
る
統
税
の
意
義
を
説
明
し
た
の
ち
、
タ
バ
コ
工
業
の
沿
革
、
一
九
三

0
年
代

の
経
営
吠
態
と
と
も
に
統
税
の
阻
害
作
用
を
、
購
買
力
縮
少
、
所
要
資
金
の
増

大
、
激
し
い
債
格
競
争
ゆ
え
に
税
負
揺
を
消
費
者
に
縛
嫁
で
き
ぬ
こ
と
、
外
因

資
本
に
有
利
な
税
制
、
の
四
黙
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
第
六
章
は
、
農
村
に
お

け
る
学
封
建
制
(
土
地
所
有
の
集
中
、
零
細
経
営
、
小
作
農
に
制
到
す
る
苛
酷
な

牧
奪
、
農
民
の
窮
迫
)
と
商
業
資
本
に
よ
る
流
通
支
配
・
牧
奪
ゆ
え
に
、
原
料

作
物
の
生
産
が
停
滞
し
、
品
質
が
慈
化
し
、
そ
の
債
絡
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
を

述
べ
、
第
七
章
は
製
粉
工
業
に
つ
い
て
、
機
械
製
粉
業
の
設
展
経
過
、
少
数
都

市
へ
の
工
場
の
集
中
、
そ
の
小
規
模
性
に
つ
い
て
の
具
鐙
的
叙
述
の
の
ち
、
そ

れ
が
奮
式
製
粉
業
で
あ
る
磨
坊
や
農
家
の
自
家
製
粉
を
駆
逐
で
き
な
か
っ
た
事
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情
が
、
大
都
市
ハ
上
海

・
漢
口
・
天
津
・
北
京
)
・
地
方
都
市
(
太
原
)
・
農
村

の
各
ケ
l
ス
に
つ
い
て
誘
明
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
各
章
は
、
各
工
業
に
つ
い
て
、
第
一
章
で
述
べ
た
民
族
工
業
の

一
般
的
特
徴
を
例
設
し
つ
つ
、
そ
の
設
展
の
様
態
を
た
ど
る
な
か
で
、
外
園
商

品
の
流
入
や
外
園
資
本
工
場
に
よ
る
生
媛
、
ま
た
農
村
に
お
け
る
竿
封
建
制
、

商
品
流
通
機
構
の
複
雑
性
、
政
府

・
軍
閥
に
よ
る
課
税
、
等
に
よ
る
阻
害
作
用

を
説
明
し
て
、
民
族
工
業
が
必
然
的
に
停
滞

・
波
落
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
こ

と
が
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
し
て
新
民
主
主
義
革
命
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
著
者
の
結
論
へ
と
導
く
具
慢
的
設
明
と
な
っ
て
い
る
。

き
て
、
本
書
は
、
解
放
後
新
中
園
で
出
版
さ
れ
た
資
料
を
中
心
に
、
解
放
前

に
設
表
さ
れ
た
数
多
く
の
調
査
報
告
書
・
研
究
論
文
類
を
騒
使
し
て
民
族
工
業

像
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
利
用
の
手
堅
さ
に
よ
り
、
毛

湾
東
の
「
半
封
建
半
植
民
地
祉
曾
健
制
論
」
や
『中
園
近
代
園
民
経
済
史
講
義
』

(
湖
北
大
準
政
治
経
務
準
教
研
室
編
、
一
九
五
八
年
〉
な
ど
に
よ
っ
て
す
す
め

ら
れ
て
き
た
中
園
近
・
現
代
史
研
究
を
、
民
族
工
業
の
解
明
に
お
い
て
い
っ
そ

う
塑
富
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
日
本
で
は
祉
禽

・
経
済
史
分
野

の
研
究
が
乏
し
い
う
え
に
、
と
く
に
工
業
の
研
究
は
い
ち
じ
る
し
く
た
ち
お
く

れ
て
い
た
。
民
族
工
業
の
紋
陥
を
抽
象
的

・
一
般
的
に
論
じ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
各
部
門
ご
と
に
生
産

・
原
料
調
達
・
販
路

・
競
争
な
ど
を
具
鐙
的

に
示
し
た
研
究
は
き
わ
め
て
数
少
か
っ
た
。
本
書
は
こ
の
意
味
で
、
民
族
工
業

研
究
の
基
礎
を
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

だ
が
、
他
面
、
本
書
は
、
数
多
く
の
資
料
か
ら
素
直
に
民
族
工
業
像
を
作
り

あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
あ
ま
り
、
そ
の
民
族
資
本
の
把
握
に
お
い
て
鐙
系
性
・

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
飲
け
、
卒
板
な
、
現
象
叙
述
的
な
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
近
代
資
本
主
義
は
、
そ
れ
が
有
す
る
一
定
の
合
理

性
ゆ
え
に
前
近
代
的
な
祉
曾
関
係
を
費
革
し
自
ら
を
績
大
再
生
産
し
て
ゆ
く
性

質
を
も
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
西
欧
に
お
い
て
は
近
代
資
本
主
義
が
そ
う
し

た
作
用
を
も
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
中
園
に
お
け
る
資
本
主

義
が
、
枇
舎
的
分
業
の
内
的
設
展
か
ら
自
生
的
に
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
洋
務

運
動
以
来
の
上
か
ら
の
資
本
制
的
生
産
様
式
の
移
植
、
な
ら
び
に
そ
れ
と
相
互

補
完
的
に
な
さ
れ
た
商
人
や
地
主
に
よ
る
機
械
制
工
業
へ
の
投
資
に
よ
っ
て
成

長
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
増
殖
力
は
、
た
と
え
ば
第
一
次

大
戦
時
期
の
機
械
制
工
業
の
飛
躍
的
設
展
に
み
る
よ
う
に
、
一
際
は
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
本
主
義
の
自
己
増
殖
過
程
が
ど
こ
か
で
停
止
す
る

か
動
指
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
阻
止
諸
要
因
と
資
本
主
義
そ
の
も
の
と
の

相
互
関
係
に
お
い
て
、
緊
張
的
均
衡
あ
る
い
は
不
断
の
調
整
的
努
動
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
中
園
の
資
本
主
義
、
と
り
わ
け
民

族
工
業
に
停
滞
が
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
停
滞
を
単
に
工
業
資
本
側
の
内
部

紋
陥
や
外
的
阻
害
因
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
で
設
明
し
え
た
と
す
る
の
で
は
な

く
、
民
族
工
業
資
本
が
そ
の
環
境
の
中
で
ど
の
よ
う
に
ゆ
が
め
ら
れ
た
か
、
逆

に
、
一
定
の
ゆ
が
み
を
も
つ
こ
と
で
、
は
じ
め
て
中
園
に
お
け
る
資
本
主
義
と

し
て
存
在
可
能
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
、
そ
の
相
互
作
用
関
係
を
解
き
ほ
ぐ

し
て
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
一
九
三

0
年
代
の
中
園
資
本
主
義

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
示
す
除
裕
が
な
い
ゆ
え
、
さ
し
あ
た
り
、
本
書
と

の
関
係
で
問
題
と
思
わ
れ
る
数
黙
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
し
ば
し
ば
「
投
機
的
」
と
得
さ
れ
る
民
族
工
業
資
本
お
よ
び
商
業

資
本
、
銀
行
資
本
の
行
動
の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
工

業
資
本
は
商
業
資
本
や
銀
行
資
本
等
と
あ
る
程
度
共
通
な
出
所
を
も
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
、
中
園
に
お
い
て
は
、
増
殖
を
求
め
る
資
本
が
ど
こ
に
投
資
さ
れ
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ょ
う
と
、
そ
れ
は
で
き
る
だ
け
最
大
の
、
か
つ
安
全
な
増
殖
を
求
め
る
こ
と
も

共
通
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
「
投
機
的
行
動
」
も
、
中
園
全
慢
の
経
済
・
祉
曾

堕
制
の
中
で
民
族
工
業
資
本
・
商
業
資
本
・
銀
行
資
本
に
濁
し
て
強
制
さ
れ
た

一
個
の
定
着
し
た
行
動
様
式
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
を
陸
制
と
の
関
連
抜
き
に
、
皐
に
「
投
機
的
」
と
し
て
依
陪
の
一
つ

に
数
え
あ
げ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
民
族
工
業
資
本
を
と
り
ま
く
経
済
強
制
に
目
を
う
っ
す

な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
流
通
機
構
の
分
断
性
・
孤
立
性
も
、
商
業
資
本

に
強
制
さ
れ
た
活
動
の
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
経
済
に
お
い
て
は
奥
地

を
除
き
、
事
寅
上
、
商
人
聞
に
激
し
い
競
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
存
績
を
め
ぐ
る

激
し
い
競
争
ゆ
え
に
個
々
の
商
人
は
、
私
的
な
信
用
・
保
詮
関
係
と
リ
ス
ク
に

見
合
う
手
数
料
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
権
力
に
庇
護

を
求
め
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
こ
う
し
た
行
動
は
、
治
安
が
保
鐙
さ
れ
ず
、
か

っ
、
商
人
が
過
度
に
自
由
な
生
存
競
争
を
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
た
だ
経
済
的

財
貨
と
権
力
だ
け
が
頼
る
べ
き
も
の
と
な
る
佐
倉
で
は
、
不
可
避
の
存
立
要
件

と
し
て
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
本
蓄

が
、
流
通
機
構
の
前
近
代
性
〈
あ
る
い
は
半
封
建
性
)
と
し
て
述
べ
る
事
情

も
、
寅
は
中
園
の
資
本
主
義
の
一
環
と
し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

，刀

第
三
に
、
し
た
が
っ
て
、
軍
関
鐙
制

(
4
2
Z
L
2
B
)
も
畢
な
る
前
近
代

の
遺
物
で
は
な
く
、
い
か
な
る
共
同
鐙
的
規
制
か
ら
も
自
由
な
む
き
だ
し
の
生

存
競
争
的
経
済
活
動
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
地
域
的
に
分
断
さ
れ
た
経
済
閣
に
基

礎
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
存
績
を
は
か
る
祉
舎
的
存
在
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
本
書
で
は
頻
繁
に
「
牢
封
建
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
軍
閥
や
農
村
の
枇
曾
関
係
に
は
た
し
て
、

「
封
建
的
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
す
べ
き
ど
う
い
う
固
有
の
内
容
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
こ
う
し
た
分
断
的
流
通
構
造
お
よ
び
軍
閥
睦
制
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
中
園
の
「
庚
さ
」
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
で
は
、
分
断
性
・

孤
立
性
は
あ
く
ま
で
も
箪
閥
や
商
人
の
牟
封
建
的
な
行
動
の
結
果
と
し
て
の
人

魚
的
な
分
断
性
・
孤
立
性
で
あ
り
、
欲
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
園
民
圏
家
と
園
民
的

経
済
閣
が
形
成
さ
れ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
流
通
網
を
分
断
し
、

多
く
の
地
方
軍
閥
を
存
績
さ
せ
、
中
央
政
府
の
政
策
の
波
及
を
無
数
に
し
た
原

因
の
一
つ
は
、
箪
に
地
理
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て

き
た
中
園
の
貸
さ
と
生
産
・
生
活
様
式
の
多
様
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
一
つ
の
閣
民
経
済
に
ま
と
め
る
に
は
、
莫
大
な
交

通
・
通
信
建
設
を
行
な
う
か
、
祉
曾
的
に
強
力
な
統
合
力
を
用
い
て
園
民
を
動

員
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
ゆ
え
に
、
急
速
な
統
一
を
め
ざ
し
た
園
民
政

府
が
か
え
っ
て
政
権
基
盤
の
動
揺
と
行
政
機
構
の
形
骸
化
を
招
き
、
そ
れ
が
そ

の
政
権
崩
援
の
遠
因
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
事
情
が
過
小
評
領
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

第
五
に
、
こ
の
よ
う
な
軍
閥
が
並
存
し
て
い
る
下
で
の
私
的
競
争
経
済
に
、

ほ
と
ん
ど
封
等
な
競
争
僚
件
で
外
園
資
本
主
義
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
自
ず
か
ら
競
争
力
の
あ
る
外
園
製
品
と
外
園
資
本
と
は
中
園
経
済
に

強
大
な
地
歩
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
農
家
の
自
給
志
向
性
・
土
地
執
着
性
と

あ
い
ま
っ
て
、
民
族
工
業
は
、
い
わ
ば
、
外
圏
勢
力
と
、

農
村
自
給
経
済
や
流

通
機
構
の
分
断
性
に
も
と
づ
い
て
半
ば
完
結
し
て
い
る
地
方
経
済
(
手
工
業
を

含
む
〉
と
の
閲
隙
に
棲
息
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
民
族

資
本
は
こ
の
狭
い
棲
息
領
域
で
存
績
を
は
か
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
投
機
的
・

剰
那
的
な
経
営
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
こ
に
民
族
工
業
の
停
滞
を
結
果
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す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
、
民
族
工

業
の
「
民
族
性
」
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
嘗

然
、
民
族
資
本
と
「
質
排
資
本
」
や
「
官
僚
資
本
」
と
の
区
別
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
時
に
は
外
園
勢
力
や
官
僚
統
制
に
反
裂
し
、
ま
た
時

に
は
す
す
ん
で
そ
の
援
助
と
保
護
を
求
め
る
中
園
の
工
業
資
本
を
、
患
に
資
本

の
出
所
や
質
質
的
な
経
営
者
の
園
籍
・
来
歴
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
で
は
た

し
て
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
特
定
の
著
書
の
中
で
政
治
的
な
考
慮
に
も
と
ずつ
い
て

定
義
さ
れ
た
「
民
族
資
本
」
と
い
う
規
定
を
経
機
的
な
規
定
に
と
り
か
え
る
こ

と
が
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
し
て
、
中
園
で

は
、
開
港
都
市
を
起
貼
と
し
て
全
園
に
樹
校
吠
に
伸
び
る
商
品
流
通
構
造
が
、

個
々
の
商
人
の
活
動
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
非
経
済
的
な

面
で
な
ん
ら
か
の
「
園
民
」
祉
舎
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
前
提
な
し
に
無
僚
件
に
「
民
族
資
本
」

と
い
う
概
念
を
使

用
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。

第
六
に
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
諸
疑
問
が
生
じ
る
理
由
は
、
「
牢
封
建

学
植
民
地
位
曾
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
展
開
不
足
に
あ
る
。
本
書
全
鐙
を

通
し
て
讃
め
ば
、
各
工
業
の
設
展
過
程
の
叙
述
の
内
に
、
そ
の
設
展
を
と
ど
め

し
め
た
諸
制
約
が
中
園
経
済
を
規
定
す
る
諸
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が

感
じ
と
れ
る
。
そ
の
兵
組
例
は
、
外
園
製
品
の
流
入
、
外
図
資
本
に
よ
る
原
料

買
い
付
け

・
生
産

・
販
賀
そ
の
他
や
、

農
家
の
窮
迫
、
商
人
に
よ
る
品
質
慈
化

・
償
格
吊
り
上
げ

・
投
機
、
銀
行
に
よ
る
貸
し
付
け
の
投
機
性

・
高
利
性
、
軍

閥
や
政
府
に
よ
る
軍
隊
維
持
の
た
め
の
税
徴
枚
、
等
と
し
て
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど

に
一
が
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
鐙
系
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な

い
。
少
く
と
も
初
皐
者
の
た
め
に
、
も
う
少
し
ま
と
ま
っ
た
説
明
が
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。

資
料
に
忠
貧
な
こ
と
か
ら
く
る
も
う
ひ
と
つ
の
紋
陥
は
、
解
放
後
中
園
で
編

纂
さ
れ
た
資
料
の
多
く
が
前
提
し
て
い
る
「
民
族
工
業
褒
展
の
徐
地
の
な
い
こ

と
」
あ
る
い
は
「
民
族
工
業
の
た
ち
お
く
れ
強
調
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で

い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
統
計
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
時
期
の

設
展
(
た
と
え
ば
一
九
三
六
年
の
経
済
諸
指
標
)
を
も
っ
て
こ
う
し
た
停
滞
・

段
落
設
の
反
設
と
す
る
こ
と
も
意
義
な
く
は
な
い
が
、
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と

は
、
民
族
工
業
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
中
園
経
済
全
陸
の
と
ら
え
方
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
民
族
工
業
を
と
り
ま
く
不
疫
の
外
的
阻
害
要
因
や
民
族
資
本
自
鐙

の
紋
陥
を
数
え
あ
げ
る
だ
け
で
は
民
族
工
業
の
停
滞
・
泊
以
落
を
一
示
す
に
十
分
で

は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
民
族
工
業
資
本
も
確
か
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い

え
資
本
主
義
の
増
殖
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
民
族
資
本
自
腹
の
飲
陥

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
要
因
は
こ
う
し
た
中
園
の
工
業
資
本
の
、
外
的
保

件
へ
の
適
合
・
緊
張
的
均
衡
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
は
す
で
に
述
べ
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
相
互
作
用
関
係
が
全
慢
的
に
幾
化
す
る
場
合
は
、
民
族
工
業

を
と
り
園
む
鐙
制
全
喧
か
掛
炭
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
製
化
を
無
視

す
る
と
そ
れ
に
伴
う
工
業
設
展
の
質
的
に
新
た
な
性
格
を
見
逃
す
こ
と
に
な
ろ

》つ。
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こ
の
黙
に
つ
い
て
特
に
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
一
九
二

0
年

代
よ
り
進
ん
で
い
る
園
民
園
家
形
成
と
園
民
経
済
建
設
の
趨
勢
で
あ
る
。
こ
の

動
き
は
園
民
革
命
を
経
て
圏
民
政
府
に
よ
る
圏
内
統
一
・
経
済
建
設
と
し
て
具

鐙
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
後
進
園
に
み
ら
れ
る
、
先
進
園
の
外
墜
の
下

で
の
、
政
府
に
よ
る
工
業
化
促
進
政
策
の
一
種
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
二
七
|
三
七
年
に
園
民
政
府
が
す
す
め
た
圏
内
統

一
の
進
展
(
地
方
軍
閥
の
中
央
化
)
、
公
路
建
設
、
水
利
工
事
、
棉
花
・
賓
糸
・

茶
葉
の
品
質
改
良
、
財
政
改
革
(
関
税
率
の
改
訂
・
幣
制
改
革
)
、
農
村
合
作
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祉
の
奨
励
と
農
村
復
興
政
策
ハ
江
西
・
西
北
〉
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
有
し

た
。
こ
う
し
た
政
策
に
よ
っ
て
、
世
界
恐
慌
の
波
及
、
東
北
地
方
の
喪
失
、
一

九
三
一
年
・
一
九
三
三
年
の
自
然
災
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
園
経
済
は
出
倒
壊

を
あ
る
程
度
く
い
と
め
ら
れ
、
部
分
的
な
愛
展
さ
え
み
た
の
で
あ
っ
た
。
政
府

に
よ
る
園
民
園
家
形
成
・
工
業
化
促
進
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
情
況
の
製
化
に

劃
し
て
、
な
お
も
民
族
工
業
の
停
滞
・
由
民
落
を
顎
得
的
に
論
歪
す
る
た
め
に
は
、

政
府
の
政
策
の
数
果
を
減
殺
さ
せ
、
全
健
と
し
て
停
滞
・
波
落
に
腸
着
さ
せ
る

よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
陳
伯
達
(
『
中
園
四
大
家
族
』
一
九
四
六
年
)
が
示
し
た
よ
う
に
経
済

建
設
が
嘗
初
か
ら
圏
内
の
政
治
・
経
済
の
中
極
部
分
を
濁
占
せ
ん
と
す
る
高
級

官
僚
・
四
大
家
族
の
意
固
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

主
と
し
て
、
中
園
自
鐙
の
祉
曾
経
済
健
制
に
規
定
さ
れ
て
、
経
済
建
設
の
数
果

を
減
殺
し
、
園
内
統
一
を
空
洞
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

寅
際
、
少
く
と
も
一
九
二
七
年
の
成
立
嘗
初
に
は
園
民
政
府
は
イ
ン
テ
リ
の
輿

撃
を
据
い
、
一
九
三

0
年
代
の
初
期
に
は
、
銀
行
家
、
質
業
家
、
技
術
者
、
一

部
知
識
人
を
経
済
建
設
に
動
員
し
え
た
の
で
あ
っ
た
〈
一
九
二
八
年
金
園
経
済

曾
議
、
一
九
三

O
年
金
園
工
商
禽
議
、
一
九
一
三
年
閤
民
舎
議
、
一
九
一
一
一
一
年

J
三
四
年
金
園
経
済
委
員
舎
な
ど
〉
。
し
か
る
に
、
こ
の
諸
祉
品
目
屠
の
動
員
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
隊
と
私
的
下
部
組
織
に
権
力
の
基
礎
を
お
い
た
蒋
介
石
に

よ
る
政
権
の
濁
占
が
進
行
し
、
急
が
れ
す
ぎ
た
形
式
的
圏
内
統
一
と
経
済
建

設
・
統
制
は
こ
の
政
権
に
近
い
祉
舎
勢
力
に
利
盆
を
む
さ
ぼ
ら
せ
る
も
の
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

外
闘
資
本
主
義
の
堅
迫
下
に
中
園
祉
舎
を
工
業
化
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
薗
民
政
府
の
経
済
建
設
は
、
結
局
、
日
本
の
侵
略
・
占
領
と
、
政
策
自
佳
の

は
ら
ん
で
い
た
不
十
分
性
ゆ
え
に
挫
折
し
た
。
民
族
工
業
設
展
の
可
能
性
が
は

っ
き
り
と
失
わ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
挫
折
の
の
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

書
の
め
ざ
し
て
い
る
、
民
族
工
業
研
究
に
よ
っ
て
民
族
プ
ル
ジ
曾
ア
ジ
l
の
新

民
主
主
義
革
命
参
加
の
必
然
性
の
十
分
な
理
解
の
た
め
に
は
、
日
中
戦
争
期
の

民
族
資
本
の
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
日
中
戦
争
期
お
よ
び
職
後
の
腐
敗
に
よ

っ
て
政
権
を
失
っ
た
園
民
政
府
に
か
わ
り
、
共
産
禁
政
権
が
戦
争
で
破
壊
さ
れ

た
経
済
と
、
一
九
三

0
年
代
と
は
一
獲
し
た
園
際
的
環
境
の
下
で
工
業
化
を
す

す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
政
権
の
下
で
、
か
つ
て
一
九
三
。
年

代
に
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
十
分
に
貧
行
し
え
な
か
っ
た
工
業
化
政
策
H
経
済
建

設
が
、
民
族
工
業
資
本
と
技
術
者
た
ち
、
さ
ら
に
は
農
民
を
も
動
員
し
て
開
始

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
な
お
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
『
史
林
』

第
六
二
巻
第
三
時
抗
に
吉
田
訟
一
氏
の
書
評
が
あ
る
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
J

〈
川
井
悟
〉

-131ー


