
全
-
り
久
局
、
。
ル

第
四
十
七
巻

恐
慌
下
江
南
製
糸
業
の
再
編
再
論

619 

は

じ

め

に

一

中
園
製
糸
業
の
課
題
と
再
編
案

二
江
掘
削
聯
合
糸
廠
計
登

-

営

初

の

計

登

2

計

査

の

鑓

更

3

際
家
永
泰
系
糸
廠
の
離
脱

三

新
江
省
政
府
に
よ
る
聯
合
糸
廠
計
登
の
縫
承
と
挫
折

ー

新
沼
委
主
導
の
再
編

2

連
合
に
参
加
し
た
諸
糸
廠

3

糸
廠
連
合
の
挫
折

回
無
錫
に
お
け
る
再
編
|
興
業
製
糸
公
司
の
成
立
と
解
陸
|

五
上
海
の
糸
廠
の
動
き

六
官
営
と
「
濁
占
」

お

わ

り

に

第
四
挽

奥

卒
成
元
年
三
月
護
行

村

哲

-1-
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t土

じ

め

(
1〉

一
九
三

0
年
代
江
南
の
話
糸
業
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
七
八
年
に
本
誌
上
に
研
究
を
護
表
し
て
い
る
。
し
か
し
十
年
経
過
し
た
現
時
貼
か
ら

振
り
返
る
と
、
指
自
稿
が
首
時
の
皐
界
欣
況
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
史
料
的
制
約
(
嘗
時
は
乏
し
い
断
片
的
な
史
料
し
か
入

(

2

)

 

手
で
き
な
か
っ
た
〉
も
、
も
と
よ
り
そ
の
一
因
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
大
き
い
の
が
、
こ
の
十
年
聞
の
中
園
の
饗
化
で
あ
り
、
我
々
の
中

園
認
識
の
襲
化
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
年
の
中
園
共
産
黛
第

一一

期
三
中
全

舎
で
「
四
つ
の
現
代
化
」
を
高
ら
か
に
掲
げ
て
以
後
、
中
園
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
轄
換
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
こ
の
轄
換
は
新
た
な
歴
史
の

見
直
し
を
要
請
し
、
そ
れ
が
八

一
年
の
六
中
全
舎
に
お
け
る
「
建
園
以
来
の
禁
の
若
干
の
歴
史
的
問
題
に
つ
い
て
の
決
議
」
を
生
ん
だ
。
こ
れ

奮
稿
執
筆
嘗
時
は
、
中
園
は
未
だ
「
文
化
大
革
命
」
を
も
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

に
よ
っ
て
、
未
だ
不
十
分
と
は
い
え
、
毛
揮
東
の
相
封
化
を
含
む
新
た
な
歴
史
像
が
提
示
さ
れ
た
。
更
に
八
七
年
の

一
三
回
大
曾
で
は
、

現

- 2ー

代
中
園
を
枇
禽
主
義
の
初
級
段
階
と
規
定
し
、
以
前
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
き
た
様
々
な
開
放
政
策
を
、
現
代
化

・
生

産
力
設
展
と
い
う
大
義
名
分
の
下
に
、
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
現
買
に
立
脚
す
る
歴
史
撃
も
ま
た
、

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
碍
換
し
つ
つ
あ

る
。
か
つ
て
筆
者
等
が
お
そ
る
お
そ
る
提
起
し
た
園
民
政
府
期
の
再
評
債
も
、
四
五
年
以
前
に
つ
い
て
は
、
中
園
に
お
い
て
も
今
や
何
等
珍
し

(
3〉

い
議
論
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
首
時
の
「
強
固
な
通
説
」
の
壁
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
打
撃
を
興
え
る
た
め
に
、
抗
日
戦
争
直
前
の
経
済
の

回
復
傾
向
と
国
民
政
府
の
経
済
政
策
の
積
極
的
役
割
を
示
そ
う
と
し
た
奮
稿
は
、
既
に
そ
の
役
割
を
終
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
首
時
の
「
通
説
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
嘗
稿
も
、

な
お
重
要
な
貼
で
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
筆
者
は
結
論
と
し
て
、
奮
稿

「
誼
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
『
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
、
日
本
と
の
矛
盾
を
深
め
ざ
る

を
次
の
文
で
括
っ
た
。

を
得
な
か
っ
た
」
。

こ
の
文
章
の
う
ち
、

回
目
頭
の
限
定
は
前
記
の
「
お
そ
る
お
そ
る
」
の
現
れ
で
あ
り
、
嘗
然
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し



こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は

「
早
熟
的
な
『
濁
占
』
を
形
成
し
』
の
部
分
で
あ
る
。

奮
稿
で
は
、
震
糸
業
回
復
の
要
因
を
、
江
蘇
省
は
民
間

資
本
に
よ
る
(
興
業
公
司
)
、

新
江
省
は
政
府
に
よ
る
(
江
獅
聯
合
糸
廠
)

そ
れ
ぞ
れ
の

「濁
占
」
形
成
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
「
濁

占
」
と
「
通
話
」
の
「
官
僚
資
本
」
と
の
関
係
究
明
は
、
後
の
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
事
質
の
上
で
不

正
確
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
早
熟
的
な
集
中

・
濁
占
↓
園
家
濁
占
資
本
主
義
↓
祉
曾
主
義
と
い
う
か
つ
て
の

「通
説
」
の
基
本
軸
を
補
強
し
さ

(

4

)

 

え
す
る
で
あ
ろ
う
。
誤
り
は
早
急
に
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
中
園
近
現
代
史
の
新
た
な
歴
史
像
の
た
め
に
も
、
新
た
な
見
方
を
提
出
し
な

(

5

)

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
る
が
、
紙
撤
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
で
は
封
象
を
製
糸
業
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
、
語

種
・
養
護
・
繭
流
通
・
生
糸
職
出
な
ど
関
連
す
る
部
門
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
奮
稿
や
註
に
掲
げ
る
諸
研
究
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

(
6〉

た
し
。

中
園
製
糸
業
の
課
題
と
再
編
案

- 3ー

一
九
三

0
年
代
に
は
恐
慌
と
レ

ー
ヨ
ン
の
侵
食
に
よ
っ
て
、
中
園
輩
糸
業
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
上
海
糸
の
主
要
職
出
先
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
も
含
め
て
、
世
界
の
生
糸
市
場
は
急
激
に
縮
小
し
た
。
し
か
も
縮
小
し
た
フ
ラ
ン
ス
市
場
に
日
本
生
糸
が
殺
到
し
、
中
園
糸
は
駆
逐
さ

れ
た
。
上
海
港
か
ら
の
器
械
糸
職
出
量
は
、
二
九
年
の
約
五
・
六
高
指
か
ら
三
四
年
に
は
約
一
・
一
寓
捨
に
激
減
し
、
糸
廠
(
製
糸
工
場
)
の

(
7〉

休
業
・
破
産
が
相
櫨
い
だ
。
し
か
し
、
中
園
糸
に
は
絶
望
し
か
蔑
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
誇
で
は
な
い
。
世
界
職
入
量
の
三
分
の
こ
を
占
め
る

ア
メ
リ
カ
市
場
へ
の
轄
換
と
い
う
道
が
あ
る
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
市
場
で
は
、
織
物
部
門
で
の
需
要
は
急
速
に
減
退
し
て
い
た
が
、
靴
下
部
門
の

(
8〉

方
は
な
お
増
加
傾
向
に
あ
り
、
三
七
年
に
は
生
糸
消
費
量
の
三
分
の
こ
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
は
主
に
婦
人
用
フ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス

ト
ッ
キ
ン
グ
の
流
行
に
よ
る
も
の
で
、
レ
ー
ヨ
ン
は
摩
擦
に
弱
い
た
め
に
こ
の
部
門
に
侵
入
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
優
勢
な
日

621 

っ
た
。

こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
高
級
と
は
、
と
り
わ
け
次
の
二
貼
で
あ
る
。

コ
ス
ト
・
ダ
ウ
ン
を
圃
り
つ
つ
高
紐
糸
生
産
へ
轄
換
し
、
靴
下
部
門
に
進
出
す
る
、
こ
れ
が
中
園
糸
が
生
き
残
る
遣
で
あ

一
つ
は
糸
の
太
さ
が
均
質
で
ム
ラ
(
糸
篠
斑
〉
が
な
い
こ
と
(
イ
1
ブ

本
糸
に
劉
抗
し
て
、
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も
う
一
つ
は
小
簡
が
な
い
こ
と
ケ
一
l
ト
ネ
ス
)
。
こ
の
要
求
を
満
た
す
に
は
、
震
種
生
産
か
ら
生
糸
職
出
ま
で
輩
糸
業
の
全
盟
系
の

(
9
)
 

鎚
革
が
求
め
ら
れ
る
。
製
糸
部
門
に
限
れ
ば
、
器
械
の
改
良
と
り
わ
け
多
候
縦
糸
機
の
普
及
が
急
務
で
あ
っ
た
が
、

ン
ネ
ス
)
、

」
れ
に
は
多
額
の
資
金
を

要
し
、
政
府
の
バ
ッ

ク

・
ア
ッ
。フ
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
糸
廠
の
再
編
が
不
可
避
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
各
界
か
ら
い
く
つ
か
の
再
編

プ
ラ
ン
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
簡
皐
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

A
.
民
開
資
本
の
集
中
案

無
錫
の
糸
廠
が
深
刻
な
危
機
に
陥
っ
た
三
二
年
、
江
蘇
省
買
業
臆
長
何
玉
書
は
、
園
民
政
府
質
業
部
の
語
照
鴻
と
と
も
に
無
錫
を
訪
れ
、
直

面
し
て
い
る
危
機
に
劃
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
韓
大
舎
で
は
、
直
来
の
イ
タ
リ
ア
式
器
械
の
墨
守
と
務
務
管
理
の
管
車
制
が
製
品
を
不
良
に
し
、
ア
メ
リ
カ
市
場
に

適
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
厳
禁

・
管
車
制
の
底
止
等
と
と
も
に
、
器
械
改
良
の
必
要
が
強
調

さ
れ
た
。

更
に
、
そ
の
た
め
に
は
数
十
寓
乃
至
百
寓
元
以
上
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
(
蛍
時
の
一
糸
廠
の
公
稽
資
本
は
数
高
元
〉
、

(

ω

)

 

の
銭
鳳
高
は
数
廠
乃
至
十
数
廠
を
連
合
し
て
一
廠
と
し
て
資
本
を
集
中
す
る
こ
と
を
主
張
し
、

命
同
員
に
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。

主
席

- 4 ー

B
.
糸
廠
園
替
案

無
錫
よ
り
打
撃
は
深
刻
で
あ
る
が
、

工
場
が
分
散
し
て
い
る
た
め
無
錫
よ
り
資
本
集
中
が
困
難
な
漸
江
で
は
、

よ
り
衝
撃
的
な
。
フ
ラ
ン
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
三
二
年
、

淑
江
糸
廠
同
業
公
舎
は
園
民
政
府
に
射
し
て

糸
廠
園
営
案
を
提
起
し
た
。

そ
れ
は
糸
廠
業
の
苦
境
を
述

ベ
、
も
は
や
生
糸
輪
出
税
の
菟
除
や
補
助
金
程
度
の
政
府
の
救
済
策
で
は
焼
石
に
水
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
そ
こ
で
我
が
同

業
舎
は
二
つ

の
策
を
建
て
、
政
府
の
御
採
揮
を
願
う
次
第
で
す
。
そ
の
一
は
生
糸
製
造

・
販
買
の
事
業
を
永
遠
に
園
管
に
蹄
し
、

か
つ
民
営
の

各
工
場
を
園
管
に
掃
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
二
は
、
現
在
あ
る
糸
・
繭
を
全
て
闘
家
が
牧
め
て
専
賓
と
し
、

こ
れ
ま
で
ど
お

(

日

)

り
工
場
の
資
本
家

(廠
商
)
に
製
糸
工
作
の
責
を
負
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
で
す
」
。
こ
の
請
願
は
無
視
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

提
案
者
の
側
も
以
後
同
じ
請
願
を
繰
り
、返
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
新
江
の
糸
廠
が
ど
の
程
度
一
致
し
た
員
創
な
提
案
で
あ
っ
た



か
は
疑
わ
し
く
、
政
府
と
金
融
界
に
事
態
の
深
刻
さ
の
認
識
と
本
腰
を
い
れ
た
救
済
を
求
め
た
ア
ド
バ
ル

ー
ン
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
同
様
の
提
案
は
他
に
も
み
ら
れ
、
同
年
、
『
紡
織
周
刊
』
の
編
者
も
巻
頭
に

「誼
糸
園
管
論
」
な
る
文
章
を
掲
載
し
、
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
「
現
在
の
糸
廠
業
の
不
振
・
糸
市
の
疲
弊
に
、
識
者
は
も
う
妙
薬
は
な
い
と
-認
識
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
園
計

民
生
に
関
わ
る
最
も
重
大
な
事
業
に
劃
し
て
、
園
家
が
手
を
こ
ま
ね
き
放
置
す
る
理
由
は
断
じ
て
な
い
と
思
う
。
我
々
は
更
に
、
こ
の
事
業
の

整
理
と
再
興
は
園
家
の
カ
を
借
り
る
以
外
に
不
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
故
に
我
々
は
糸
廠
園
管
を
主
張
す
る
」、
と
。
具
睦
的
に
は
、
全
糸
廠

を
買
放
し
て
園
管
と
し
、
奮
所
有
者
に
は
園
町
内昌
糸
廠
の
債
券
を
興
え
て
、
利
盆
が
あ
っ
た
時
に
利
息
を
支
給
す
る
。
経
営
は
、
園
家
任
命
の
専

(

辺

)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

門
家
や
債
券
所
持
者
と
金
融
界
が
推
薦
す
る
そ
れ
ぞ
れ
若
干
名
で
構
成
す
る
委
員
舎
が
行
な
う
、

c
.官
民
合
耕
の
ト
ラ
ス
ト
案

無
錫

・
斯
江
そ
れ
ぞ
れ
の
糸
廠
業
開
業
公
舎
の
動
き
を
背
景
に
、
南
者
を
折
衷
し
た
よ
り
具
瞳
的
な
提
案
も
現
れ
た
。
二

0
年
代
の
初
め
頃

(

日

)

に
上
海
の
糸
廠
経
営
で
活
躍
し
た
莫
鱒
清
が
そ
の
提
案
者
で
あ
り
、
翌
一
一一一一
一
年
、
輩
糸
改
良
委
員
禽
の
前
身
た
る
江
新
盤
業
聯
合
統
制
委
員
舎
に

お
い
て
、
大
約
以
下
の
よ
う
に
主
張
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
破
ら
ね
ば
な
ら
ず
、そ
の

た
め
に
は
江
蘇
・
断
江
・安
徽
の
輩
糸
業
者
と
政
府
が
一
致
園
結
す
る
以
外
に
な
い
。
即
ち
官
民
合
餅
で
規
模
祉
大
な
糸
業
ト
ラ
ス
ト
、
偲
稽
「
中
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園
江
漸
院
縦
糸
貿
易
有
限
公
司
」
を
設
立
し
、
意
種
か
ら
生
糸
販
貰
ま
で
こ
の
地
の
語
糸
業
を
濁
占
的
に
請
負
わ
し
め
、
技
術
の
改
善
を
園
る
べ

き
で
あ
る
と
し
た
。
莫
に
よ
れ
ば
、
資
本
七
五

O
高
元
の
う
ち
五

O
O寓
元
は
政
府
の
公
債
設
行
に
よ
り
、
二
O
O高
元
は
糸
廠
が

一
釜
嘗
り
四

O
元
接
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
残
り
の
五

O
高
元
は
糸
廠
の
職
員
そ
の
他
各
界
の
出
査
を
仰
ぐ
と
い
う
。
こ
の
莫
の
提
案
は
一
該
委
員
曾
の

一
致

賛
同
を
得
、
関
係
方
面
で
具
盟
化
の
検
討
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
多
く
の
経
済
雑
誌
が
彼
の
提
案
を
掲
載
し
て
お
り
、
反
響
の
大
き

(
H〉

さ
が
窺
え
る
。
以
上
は
既
存
糸
廠
の
再
編
案
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
、
後
に
み
る
よ
う
な
製
糸
合
作
祉
の
普
及
を
主
張
す
る
人
々
も
い
た
。
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こ
れ
ら
の
議
論
に
共
通
す
る
の
は
、
も
は
や
従
来
の
形
の
ま
ま
で
は
滅
亡
す
る
し
か
な
く
、
糸
廠
の
思
い
切
っ
た
整
理
・
再
編
を
す

る
し
か
生
き
残
る
遁
は
な
い
と
い
う
、
深
刻
な
危
機
一
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
そ
の
再
編
を
主
導
す
る
も
の
を
園
家
に
求
め
る
の
か

さ
て
、
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民
間
自
睦
に
求
め
る
の
か
と
い
う
、
志
向
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
立
場
も
、
現
役
の
糸
廠
経
営
者
、
挫
折
し
た
元
有
力
経
営
者
、
経

営
に
は
直
接
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
知
識
人
・
技
術
者
な
ど
多
様
で
あ
り
、
同
じ
現
役
経
営
者
で
も
状
況
の
異
な
る
無
錫
と
祈
江
で
は
、
志
向
は

針
照
的
で
あ
っ

た
。
誼
糸
改
良
は
、
こ
う
し
た
様
々
な
人
々
の
様
々
な
思
想
と
利
害
の
ぶ
つ
か
り
の
中
で
、
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

江
新
聯
合
糸
廠
計
霊

1 

首

初

の

計

霊

一
九
三
四
年
、
全
園
経
済
委
員
舎
の
下
に
誼
糸
改
良
委
員
禽
(
以
下
惣
改
委
)
が
組
織
さ
れ
、

鑑
糸
改
良
の
中
心
機
関
と
し
て
の
任
を
負
わ

さ
れ
た
。
ま
た
江
川
川
南
省
の
買
業
鹿

・
建
設
醸
の
下
に
、

そ
れ
ぞ
れ
江
蘇
省
盟
業
改
準
管
理
委
員
合
同
(
以
下
蘇
務
委
〉

・
新
江
省
軍
糸
統
制
委
員

委
の
委
員
長
曾
養
甫
は
新
盟
委
の
委
員
長
も
粂
ね
て
い
る
。

」の
う
ち
製
糸
家
代
表
の
柑
隣
諸
萱
は

製
糸
家

・
輩
種
業
者

・
銀
行
家
・
技
術
者
の
代
表
と
官
僚
で
あ
り
、

無
錫
約
五

O
糸
廠
の
う
ち
永
泰
(
本
社
に

章
改

- 6ー

舎
(
以
下
市
川
忽
委
)
が
置
か
れ
た
。

こ
れ
ら
機
関
の
常
務
委
員
は

相
蛍
)
・
華
新
・
永
盛

・
錦
記

・
隆
昌
の
各
糸
廠
を
所
有

・
経
営
し

更
に
民
盟
糸
廠
を
借
入
経
営
し
て
、

そ
の
経
営
す
る
器
械
設
備
は
無
錫

全
位
の
五
分
の

一
に
相
賞
し
て
い
た
。
ま
た
呉
申
伯
は
上
海
を
代
表
す
る
瑞
愉
糸
廠
を
所
有

・
経
営
し
、
無
錫
で
も
そ
の
分
工
場
を
経
営
し
て

い
た
。
こ
の
二
人
は
、

三
機
関
全
て
の
常
務
委
員
を
粂
ね
て
お
り
、
従
っ
て
、
製
糸
部
門
の
改
良
計
霊
に
閲
し
て
は
、
彼
ら
の
護
言
権
が
大
き

(

日

)

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
誼
改
委
は
設
足
し
て
す
ぐ
に
、

(

国

)

霊
を
打
ち
出
し
た
。
計
章
作
成
の
任
に
嘗
っ
た
の
は
醇
と
果
で
あ
り
、
三
四
年
四
月
に
提
出
さ
れ
た
案
に
よ
れ
ば
、
江
蘇

・
祈
江
の
糸
廠
を
連

合
さ
せ
て
、
共
同
牧
繭

・
技
術
合
作

・
管
理
合
作

・
器
械
改
良
を
行
な
う
こ
と
と
し
て
い
る。

し
か
し
牧
繭
の
共
同
に
は

「政
府
の
規
定

・
候

「
生
糸
を
統
一

し
園
際
需
要
に
遁
臆
さ
せ
て
中
園
糸
轍
出
の
増
加
」
を
固
る
た
め
、
江
断
聯
合
糸
廠
計

件
に
従
」
う
と
い
う
語
、
が
附
け
加
わ
っ
て
い
る
以
外
に
具
桂
的
規
定
は
な
く
、
技
術
・
管
理
の
合
作
の
中
身
も
相
互
協
力

・
交
流
以
上
の
も
の



ま
た
器
械
改
良
の
資
金
と
し
て
十
寓
五
千
元
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
各
糸
廠
が
自
主
的
に
器
械
改
良
を
行
な
う

際
、
必
要
と
さ
れ
る
資
金
の
半
額
を
融
資
す
る
の
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
蕗
ら
の
嘗
初
の
計
霊
は
、
民
間
糸
廠
が

は
み
ら
れ
な
い
。

ご
く
緩
や
か
に
連
合

・
協
力
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
以
上
に
、
全
経
委
か
ら
の
改
良
資
金
の
受
け
皿
と
な
る
機
闘
を
設
立
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
民

間
主
導
の
消
極
的
な
再
編
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
嘗
時
糸
債
は
ド
ン
底
で
経
営
の
見
通
し
は
暗
く
、
積
極
的
に
器
械
を
改
良
す
る
た

め
に
貸
付
を
希
望
す
る
糸
廠
は
少
な
か
っ
た
。
単
な
る
相
互
協
力
を
訴
え
た
だ
け
の
計
霊
は
、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

2 

計

重

の

捷

更

八
月
以
降
、
新
盟
委
の
動
き
が
活
滋
に
な
る
。
こ
れ
以
前
、
醇
と
呉
の
計
置
が
提
出
さ
れ
た
直
後
の
春
謹
で
、
新
護
委

〈

げ

〉

は
自
ら
経
営
す
る
杭
州
糸
廠
の
除
剰
繭
を
、
新
江
の
慶
雲

・
恵
論
・
緯
成
鶴
記
の
三
糸
廠
に
委
託
し
て
代
理
繰
糸
(
以
下
代
縦
)
さ
せ
て
い
た
。

そ
し
て
、
秋
繭
を
控
え
な
お
糸
債
低
落
の
た
め
新
江
産
繭
の
購
入
量
が
減
少
す
る
と
見
込
ん
だ
新
茸
委
は
、
自
身
が
全
部
の
繭
を
買
付
け
、
そ

こ
の
朕
況
の
中
で
、

の
一
部
を
淑
江
省
の
糸
廠
に
梯
い
下
げ
、
残
り
を
設
備
の
優
良
な
糸
廠
に
代
繰
さ
せ
、
統
一
販
買
す
る
と
い
う
計
童
を
瑳
表
し
た
の
で
あ
る
。

- 7 ー

こ
れ
に
醸
じ
て
祈
江
の
杭
州

・
慶
雲
・
恵
論
・
開
源

・
緯
成
(
鶴
記
?
〉

・
東
郷
の
六
糸
廠
が
、
江
祈
聯
合
糸
廠
へ
の
加
入
と
器
械
改
良
資
金
の

貸
輿
を
希
望
し
た
。
但
し
経
営
不
振
に
悩
む
こ
れ
ら
の
糸
廠
に
は
、
本
来
自
力
で
捻
出
す
べ
き
改
良
資
金
の
残
り
字
分
も
工
面
で
き
な
い
た

め
、
全
額
の
貸
興
を
希
望
し
た
。
こ
れ
は
首
初
計
重
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
新
江
の
勢
い
に
押
さ
れ
、
計
重
の
方
が
手
直
し
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
蟹
委
は
既
に
八
月
一

一
日
、
上
海
の
嚢
球
鍛
工
廠
と
多
僚
機
や
揚
返
車
の
購
入
契
約
を
済
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鷲

改
委
の
工
作
報
告
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
新
江
省
の
窓
糸
統
制
事
業
は
こ
の
と
き
既
に
猛
進
し
て
お
り
、
新
式
の
多
様
縦
糸
機
は

速
や
か
に
購
入
契
約
を
し
な
け
れ
ば
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
庭
用
で
き
な
い
こ
と
を
恐
れ
」
た
、
と
。
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一
O
月
六
日
、
醒
書
萱
を
主
任
と
す
る

一
一
名
の
江
漸
聯
合
糸
廠
指
導
委
員
舎
が
成
立
し
、

加
入
糸
廠
は
以
下
の
通
り
。

一
一
一
月
一
日
、
江
湖
聯
合
糸
廠
が
成
立
し
た
。
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断
江
:
:
:
杭
州
・
慶
雲
・
恵
論

・
開
源
・
緯
成
鶴
記

江
蘇
:
:
:
永
泰

・
華
新
・
永
盛

・
隆
昌
・
民
盟
(
以
上
は
醇
詩
萱
系
)
・
瑞
輪
(
呉
申
伯
の
糸
廠
〉

・
元
大

他
に
折
、
江
の
長
安

・
帯
謀
、

江
蘇
の
乾
姓
が
申
詰
し
、
審
査
中
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、

と
も
か
く
江
新
聯
合
糸
廠
の
江
蘇
側
は
、
無
錫
の
醇
家

つ
い
で

一一

一
月
一
三
日
、
話
改
委
は
器
械
の
改
良
資
金
に
つ
い
て
、
嘗
初
ど
お
り
の
牢

額
貸
し
付
け
る
方
式
(
以
下
貸
款
方
式
)
と
と
も
に
、
前
鑑
委
の
主
張
す
る
躍
改
委
自
睦
が
器
械
を
買
い
入
れ
て
そ
れ
を
糸
廠
に
賃
貸
す
る
方
式

永
泰
系
の
糸
廠
が
主
韓
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

貸
款
方
式

(
以
下
租
用
方
式
〉
を
併
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
主
要
規
定
は
以
下
の
と
お
り
。

租
用
方
式

」
こ
で
注
意
す
べ
き
は

①
年
利
二
%
、
新
器
械
設
備
を
捨
保
と
す
る
。

②
四
年
目
か
ら
牢
年
毎
に
四
分
の

一
ず
つ
返
済
す
る
。

③
三
年
以
内
に
長
期
休
業
す
る
か
連
合
か
ら
脱
退
す
る
場
合
、
元
本
利
息
と
も

一
括
返
済
す
る
。

④
返
済
完
了
ま
で
は
器
械
設
備
の
所
有
権
は
謡
改
委
に
あ
り
、
返
済
後
も
指
導
を
受
け
る
。

- 8 ー

①
賃
貸
料
は
毎
年
購
入
賀

・
据
附
費
総
額
の
六
%
(
う
ち
二
%
は
利
息
、
四
%
は
減
債
償
却
)
と
し
、
三
箇
月
毎
に
支
排
う
。

②
三
年
後
、
総
額
か
ら
既
に
排
っ
た
減
債
償
却
費
を
引
い
た
額
を
貸
付
金
に
切
り
替
え
、
企
↑
年
毎
に
四
分
の
一
を
返
済
し
、

利
息
は
四
%
と
す
る
。

③
完
済
ま
で
器
械
の
所
有
権
は
露
改
委
に
あ
る
。

④
賃
貸
期
間
に
器
械
購
入
を
希
草
す
る
場
合
、
綿
額
に
年
利
二
%
を
加
え
、
二
年
以
内
に
完
済
す
る
。

⑤
完
済
後
も
指
導
を
受
け
る
。

租
用
方
式
で
も
器
械
の
所
有
権
は
最
終
的
(
六
年
目
)
に
は
糸
廠
に
移
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は

こ
れ
ま
た
民
聞
の
器
械
改
良
援
助
の

一
形
態
で
あ
り
、
雨
方
式
の
大
き
な
遣
い
は
、

質
質
的
に
は
糸
廠
の
-
初
年
度
負
捨
額
の
大
小
に
過
ぎ
な
い

(
凶
)

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
貸
款
方
式
は
資
金
力
の
あ
る
糸
廠
、
租
用
方
式
は
資
金
力
の
な
い
糸
廠
を
封
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



多
僚
機

五
O
O蓋
×
一

O
O元
H

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
蟹
更
に
基
づ
い
て
、
諜
算
も
綿
額
一
三
高
五
二
四

O
元
と
な
り
、
次
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
た
。

(
新
江
:
:
:
杭
州
・
慶
雲

・
恵
倫

・
関
源

・
緯
成
鶴
記
)

租
用

貸
款

五
O
O蓋
×

六
O
元
H

八
一
六
蓋
×
三

O
元
+
二
日
一
二
、
二
四

O
元

揚
返
車

貸
款

煮
繭
機

貸
款

五
蓋
×
一
、
五

O
O元
H

石
炭
節
約
設
備

聯
合
糸
廠
経
費
補
助

貸
款

聯
合
糸
廠
指
導
委
員
曾
と
新
式
絹
織
物
研
究
費

杭
州
糸
廠

五

O
、
0
0
0元

三

O
、
0
0
0元

七
、
五

O
O元

七
、
五

O
O元

二、

0
0
0元

一、

0
0
0元

二
五
、

0
0
0元

(
江
蘇
・
・
・
華
新
・
永
感
・
瑞
給
。
前
二
者
は
降
、
後
者
は
突
の
糸
廠
)

(
新
江
:
:
:
杭
州

・
慶
雲
・
恵
給
・
開
源
・
緯
成
偽
記
、

計
三
三
六
護
。

江
蘇
:
:
:
華
新
・
永
盛
・
民
盤
、

計
二
九
O
肇
。
す
べ
て
醇
系
。
残
り

一九
O
憂
は
未
定
〉

(
掘
削
江
:
:
:
杭
州

・
慶
雲

・
恵
給
・
緯
成
鶴
記
。

江
蘇
・
・
・
・
・
・
女
認
、

非
耳事

系〈
幅
削
江
:
:
杭
州

・
悪
給
・
開
源

・
緯
成
鶴
記
)

- 9 ー

改
良
資
金
が
江
蘇
省
管
の
女
語
を
除
い
て
聯
合
糸
廠
に
供
給
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
漸
江
の
糸
廠
に
や
や
厚
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
殊
に
資

金
の
大
半
を
占
め
る
多
様
機
に
お
い
て
、
新
江
の
糸
廠
に
の
み
租
用
方
式
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
漸
江
の
糸
業
改
良
の
中
心

機
関
と
し
て
、
省
管
の
杭
州
糸
廠
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
特
別
に
二
高
五
千
元
が
貸
興
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
江
蘇
の
糸
廠
は
全
て
貸
款
方
式
で

あ
り
、
新
江
の
糸
廠
と
の
寅
力
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
「
共
同
牧
繭
」

(
こ
の
場
合
新
沼
委
自
身
の
繭
買
付
け
〉
と
器
械
改
良
が
な
さ
れ
る
と
、
残
る
も
の
は
「
技
術
合
作
」
と
「
管

627 

理
合
作
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
相
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
斯
輩
委
の
繭
の
代
縦
で
あ
り
、
聯
合
糸
廠
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
糸
廠
に
委
託
さ
れ

た
が
、
そ
の
際
、
新
江
省
管
の
杭
州
糸
廠
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
検
験
員
が
技
術
の
、
督
察
員
が
管
理
の
指
導
を
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
委
託
代
繰
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(

悶

)

糸
廠
は
次
の
と
お
り
。

断
江
:
:
:
慶
雲

・
恵
論

・
開
源

江
蘇
:
:
:
華
新

・
永
盛
(
い
ず
れ
も
醇
系
)
:
:
:
同 乾

繭
二

O
一
六
捨

五
六

O
八
捨

3 

蒔
家
永
泰
系
糸
廠
の
離
脱

し
か
し
江
新
聯
合
糸
廠
は
、

順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
後
の
『
申
報
』
は
、

「(諸
改
委
に
は
)
以
前
・
:
:
江

次
の
よ
う
に
博
え
て
い
る
。

(

m

)

 

前
聯
合
糸
廠
を
組
織
せ
ん
と
す
る
計
霊
が
あ
っ
た
が
、
後
、
種
々
の
閥
係
か
ら
進
行
を
停
止
し
た
L

。
こ
の
記
事
は
「
種
々
の
関
係
」
を
明
ら
か

に
し
て
は
い
な
い
が
、
筆
者
は
瓶
詰
委
と
江
蘇
製
糸
界
の

E
頭
醇
室
町
萱
と
の
針
立
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
そ
の
欣
況
誼
践
は
以
下
の
と
お
り
。

(

1

)
 

三
五
年
度
漸
讃
委
第
九
次
常
務
委
員
禽
禽
議
録
に
、
雨
者
の
封
立
を
窺
わ
せ
る
次
の
記
事
が
あ
る
こ
と
。

(討
論
事
項
)
八
、

永
泰
糸
廠
が

(
民
園
)
二
三
年
秋
期
に
糸
を
買
っ
て
納
め
た
残
り
の
一
高
元
の
立
替
金
を
返
す
よ
う
要
求
し
て
い
る

- 10ー

そ
の
金
は
一
該
廠
が
本
禽
(
湖
沼
委
)
の
二
三
年
秋
期
糸
版
買
代
金
を
補
償
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

〈

幻

)

決
し
て
立
替
金
で
は
な
い
か
ら
、
嘗
然
返
還
で
き
な
い
。

が
、
返
す
べ
き
か
ど
う
か
の
件
。
決
議

こ
の
記
事
は
あ
ま
り
に
簡
皐
で
剣
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
三
四
年
(
民
園
二
三
年
)
秋
期
に
は
、

先
の
よ
う
に
醇
家
永
泰
糸
廠
系
の
筆
新

・

永
盛
雨
糸
廠
が
聯
合
糸
廠
の
一
員
と
し
て
新
説
委
の
代
綿
糸
廠
を
務
め
て
お
り
、

そ
の
際
の
ト
ラ

e

フ
ル
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
聯
合
糸
廠

計
霊
は
、

ス
タ
ー
ト
し
て
す
ぐ
に
、
最
大
の
民
間
資
本
家
と
利
害
の
封
立
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
か

(
2〉

三
五
年
六
月
五
日
か
ら
こ
の
時
ま
で
に
、
九
回
の
新
語
委
常
務
委
員
禽
が
聞
か
れ
て
い
る
が
、
同
禽
の
常
務
委
員
で
も
あ
る
醇
詩

萱
は
、
自
己
の
利
害
の
関
わ
る
議
題
の
あ
る
上
記
の
九
次
委
員
舎
を
含
め
て
、

〈

幻

)

の
呉
申
伯
は
比
較
的
よ
く
出
席
し
て
い
る
(
六
回
、
別
に
代
理
一
回
)
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

一
度
も
出
席
せ
ず
代
理
さ
え
も
涯
遣
し
て
い
な
い
。
同
じ
立
場

酵
の
不
参
加
は
一意
図
的
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
よ
う

に
も
思
え
る
。



更
に
推
測
を
達
し
く
す
れ
ば
、
封
立
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
上
記
(
1

)

の
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
輩
糸
業
再
編
の
方

向
に
お
け
る
擢
力
側
(
以
下
官
と
表
現
す
る
〉
と
有
力
民
間
と
の
利
害
が
絡
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
先
述
の
よ
う
に
、
嘗
初
の
計
霊
は
い

わ
ば
民
間
主
導
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
新
輩
委
の
強
引
と
も
思
え
る
再
編
策
が
提
示
さ
れ
た
。
先
の
珠
算
配
分
と
代
縦
糸
廠
の
決
定
は
、
両

者
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
糸
債
は
低
落
し
て
お
り
、
従
っ
て
経
営
の
危
険
は
官
側
が
負
い
、
糸
廠
は
損
盆
に

(

お

)

関
わ
ら
ず
委
託
加
工
料
を
も
ら
う
代
綿
糸
廠
と
い
う
形
式
は
、
醇
家
に
も
有
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
脈
・
金
脈
に
恵
ま
れ

(
川

A
)

た
醇
家
の
糸
廠
は
、
漸
江
の
各
糸
廠
に
比
べ
て
経
営
が
安
定
し
て
お
り
、

器
械
改
良
の
資
金
的
儀
俗
も
あ
り

本
来
官
側
へ
の
依
存
は
少
な

ぃ
。
む
し
ろ
官
側
の
遁
度
の
介
入
は
、
自
身
の
濁
立
的
護
展
を
脅
か
す
恐
れ
が
あ
る
。
醇
や
臭
の
手
に
な
る
嘗
一
初
の
聯
合
糸
廠
計
蓋
の
陵
昧
さ

は
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
立
場
が
反
映
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
翌
三
五
年
殊
に
そ
の
後
牢
は
糸
債
が
回
復
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
新

た
な
朕
況
の
下
で
は
、
代
繰
糸
廠
に
な
る
よ
り
も
自
ら
経
営
す
る
方
が
有
利
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
新
盟
委
自
身
の
繭
購
入
を
含
む
全
面
的
な

-11ー

購
繭
統
制
は
、
辞
家
に
と
っ
て
は
逆
に
不
利
益
と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
大
の
民
開
資
本
の
蒔
家
永
泰
系
糸
廠
が
離
脱
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
聯
合
糸
廠
計
重
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

新
江
省
政
府
に
よ
る
聯
合
糸
廠
計
董
の
縫
承
と
挫
折

1 

前
輩
委
主
導
の
再
編

し
か
し
、
漸
護
委
が
大
量
に
繭
を
購
入
し
、
代
繰
さ
せ
て
販
買
す
る
と
い
う
形
式
は
、
翌
三
五
年
に
も
績
け
ら
れ
た
。
代
繰
し
た
の
は
、
以

(お〉

下
の
糸
廠
で
あ
る
。

春

漸
江
:
:
:
杭
州

・
慶
雲

・
恵
論

・
開
源

・
緯
成
鶴
記

・
緯
成
・
東
郷
合
作

江
蘇
:
:
:
永
盛
〈
醇
系
)
・
瑞
論

・
女
輩

・
振
謹

・
鼎
昌

629 
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上
海
・・
・・・
・
恰
和

秋

郡
江
:
・
・
杭
州

・
慶
雲

・
恵
論

・
緯
成

・
東
郷
合
作

江
蘇
:
・
:
瑞
論

・
女
置

晩
秋

新
江
・:
:
慶
雲
・
緯
成
鶴
記
・
東
郷
合
作
・

群
論

・
若
渓

・
秀
論

・
天
成

・
一
隅
輿

江
蘇
・
・・・・
・瑞
愉

前
年
と
比
較
す
る
と
、
醇
家
の
糸
廠
は
永
盛
の
み
、

そ
れ
も
春
期
し
か
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
醇
家
が
聯
合
糸
廠
か
ら
手
を
引
き
、
断

盟
委
主
導
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
、
こ
の
年
の
漸
盟
委
の
「
縦
糸
加
法
」
は
、
前
年
秋
の
よ
う
に
「
江
新
聯

(
M
m
)

〈

幻

〉

合
糸
廠
ニ
交
付
シ
代
ッ
テ
綿
糸
ス
ル
責
ヲ
負
ワ
シ
ム
」
と
は
さ
れ
ず
、
た
だ
「
指
定
す
る
省
内
外
の
各
糸
廠
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
先
の

『
申
報
』
の
報
道
が
、
翌
一
一
一
六
年
春
に
輩
改
委
が
再
度
江
祈
聯
合
糸
廠
結
成
の
呼
掛
け
を
し
た
こ
と
を
停
え
る
も
の
で
あ
っ
た
(
後
述
)
こ
と

(
お
)

一
度
正
式
に
解
睦
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し、

代
縦
糸
廠
方
式
を
縮
け
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
優
良
糸
廠
を
連
合
さ
せ
る
試
み
自
睦
は
、

こ
の
後
も
漸
盟
委
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ

- 12-

と
併
せ
考
え
る
と
、
江
湖
聯
合
糸
廠
は
江
蘇
最
大
の
資
本
醇
家
永
泰
系
の
離
脱
に
よ
っ
て
、

た
の
で
あ
る
。

〈

鈎

)

こ
の
黙
で
示
唆
的
な
記
事
が
、

新
蹴
委
の
議
事
録
に
み
ら
れ
る
。

三
五
年
度
第
四
次
常
務
委
員
曾
で
秋
繭
の
政
府
購
入
量
を
議
論
し
て
い
る

が
、
そ
の
結
論
は
「
政
府
が
恵
愉

・
開
源

・
杭
州
・
慶
雲

・
東
郷
合
作

・
緯
成
鶴
記

・
瑞
論

・
振
謹
の
八
家
の
基
本
糸
廠
を
維
持
し
て
明
年
春

繭
を
迎
え
る
た
め
に
は
、

最
少
限
乾
繭

一
高
躍
を
得
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、

同
舎
議
は

「
糸
廠
聯
合
組
織
」

と
い
う
議
題
で

こ
の
「
基
本
糸
廠
」
八
廠
か
ら
振
塞
を
除
い
た
七
糸
廠
の
名
を
母
げ
、

こ
れ
「
等
を
基
本
車
位
と
し、

そ
の
他
の
糸
廠
が
加

入
を
願
う
場
合
に
は
調
査
し
て
許
可
を
得
て
後
に
加
入
で
き
る
こ
と
、
並
び
に
八
月
一
五
日
午
後
三
時
に
各
代
純
受
託
糸
廠
の
連
席
曾
議
を
開

く
こ
と
を
約
す
る
こ
と
」
と
決
議
し
て
い
る
。
ま
た
第
九
次
常
務
委
員
舎
で
は
、

「
如
何
し
て
江
漸
糸
廠
を
連
合
し
て
共
同
組
織
し
、
共
同
し

て
購
入
販
賀
し、

か
つ
糸
廠
の
経
営
技
術
を
改
善
す
る
よ
う
固
る
べ
き
か
」
と
い
う
議
題
を
た
て
、

「
江
新
糸
廠
合
作
社
或
は
江
市
川輩
糸
業
信



託
公
司
を
組
織
す
る
こ
と
を
準
備
計
重
し
、
食
丹
扉
・
葛
敬
中
・
沈
九
如
に
章
程
を
練
ら
せ
る
」
と
決
議
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
記
事
相
互
の
関

連
、
更
に
は
賀
際
の
代
繰
糸
廠
と
の
若
干
の
ず
れ
な
ど
、
不
明
な
貼
は
多
い
。
し
か
し
と
も
か
く
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
婦
問
謹
委
は
江
市
削
聯
合

糸
廠
の
復
活
を
企
聞
し
て
糸
廠
の
連
合
組
織
を
作
り
、
こ
れ
を
代
繰
糸
廠
の
中
心
と
し
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
五
年
以

後
新
盟
委
主
導
で
作
ら
れ
た
組
織
を
糸
廠
連
合
と
呼
び
、
江
漸
聯
合
糸
廠
と
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2 

連
合
に
参
加
し
た
諸
糸
廠

さ
て
、
江
漸
聯
合
糸
廠
が
挫
折
し
た
後
に
も
、
斯
輩
委
は
何
故
そ
の
復
興
に
固
執
し
た
の
か
。
こ
こ
で
糸
廠
連
合
に
参
加
し
た
糸
廠
側
の
事

情
に
つ
い
て
、
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
斯
江
省
で
聯
合
糸
廠
や
糸
廠
連
合
に
参
加
し
た
主
要
な
も
の
は
、
杭
州

・
慶
雲

・
恵
論

・
開
源

・
緯
成

・

緯
成
鶴
記
・
東
郷
合
作
の
各
糸
廠
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
杭
州
糸
廠
は
、
先
に
も
鰯
れ
た
よ
う
に
、
新
江
省
建
設
聴
が
糸
業
近
代
化
の
中
心
機
関

(

鈎

)

と
な
す
べ
く
、

一
九
二
九
年
に
杭
州
に
創
設
し
た
省
替
の
模
範
糸
廠
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り
糸
廠
連
合
の
中
核
で
あ
っ
た
。
緯
成

・
緯
成
鶴
記

(
奮
稽
裕
嘉
糸
廠
)
雨
廠
は
、
幅
削
江
省
最
初
に
し
て
最
大
の
機
械
絹
織
物
禽
祉
緯
成
公
司
の
製
糸
部
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
杭
州
と
嘉
輿
に
設
立
さ

れ
た
。
雨
廠
と
も
日
本
式
器
械
を
備
え
、
圏
外
貿
易
服
務
部
を
創
設
し
て
外
資
商
社
を
通
さ
ぬ
直
職
出
も
行
な
う
な
ど
、
二

0
年
代
の
漸
江
を

(

但

〉

代
表
す
る
糸
廠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
恐
慌
で
緯
成
公
司
は
破
産
し
、
雨
廠
は
漸
江
省
財
政
聴
に
差
押
え
ら
れ
た
後
、
前
者
は
杭
州
糸
廠
に
、
後

(

日

記

)

者
は
上
海
の
業
者
に
、
貸
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
杭
州
の
恵
論
・
開
源
の
雨
廠
は
、
日
本
に
留
皐
し
(
開
源
の
王
左
泉
〉
或
は
日
本
の
鷺
糸
業

(
お
〉

を
視
察
し
た
(
恵
紛
の
周
君梅)、

「霊
糸
業
の
改
善
に
意
欲
的
」
な
新
進
経
営
者
が
創
設
し
た
糸
廠
で
あ
る
。

前
後
で
あ
り
、
最
新
設
備
を
備
え
た
雨
廠
も
す
ぐ
に
経
営
困
難
に
陥
っ
た
。

し
か
し
操
業
開
始
は
恐
慌
波
及

631 

斯
議
委
の
糸
廠
連
合
に
参
加
し
た
斯
江
の
糸
廠

〈

鈍

)

は
、
経
営
意
欲
に
燃
え
最
新
設
備
を
導
入
し
た
り
し
な
が
ら
、
恐
慌
に
よ
る
挫
折
を
味
わ
っ
た
こ
と
に
共
通
黙
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
代
と
経

営
規
模
こ
そ
違
え
、
ま
さ
し
く
「
官
民
合
掛
の
ト
ラ
ス
ト

」
案
を
提
出
し
た
莫
鱒
清
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
と
も
に
個
別

民
開
資
本
に
よ
る
復
興

・
護
展
に
懐
疑
乃
至
絶
望
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
先
に
漸
江
糸
廠
同
業
公
舎
の
提
出
し
た
「
糸

こ
の
よ
う
に
、

- 13ー
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廠
園
管
案
」
を

ア
ド
バ
ル
ー
ン
で
は
な
い
か
と
し
た
が

こ
の
案
を
積
極
的
に
支
持
し
た
糸
廠
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

緯
成

鶴
記
糸
廠
の
経
営
者
は
、

次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
(
歴
年
絞
損
を
出
し
て
)
営
業
へ
の
輿
味
は
も
う
と

っ
く
に
存
在
し
な
い
。

(
お

)

た
だ
事
業
へ
の
興
味
だ
け
だ
」
と
。
こ
こ
で
言
う
営
業
は
無
錫
の
場
合
と
同
様
で
租
廠
制
下
の
工
場
経
営

現
在
そ
れ

に
頼
っ
て
維
持
し
て
い
る
も
の
は
、

を
指
し
、
事
業
は
同
じ
く
工
場
な
ど
不
動
産
の
賃
貸
し
(
無
錫
で
は
貸
業
と
い
う
)
を
指
し
て
い
る
。

(

お

〉

と
し
て
建
設
さ
れ
、
時
来
の
飛
躍
的
設
展
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
の
工
場
も
、
恐
慌
に
よ

っ
て
挫
折
の
憂
き
目
を
み
る
こ
と
と
な

っ
た
。
先
の

言
は
そ
の
挫
折
感
の
表
白
で
あ
る
が
、

一
九
二
一
年
、

緯
成
公
司
の
嘉
興
分
工
場

こ
こ
に
祈
誼
委
が

「
猛
進
」
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
、
或
は
緯
成
鶴
記
を
含
む
新
江
の
い
く
つ
か

の
糸
廠
が
新
語
委
の
糸
廠
連
合
計
置
に
協
力
的
で
あ
っ
た
理
由
を
、

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
糸
廠
経
営
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
代
綿
糸
廠

(

幻

〉

の
方
が
租
廠
に
出
す
よ
り
も
ま
だ
ま
し
で
あ
る
し
、
代
縦
し
な
が
ら
そ
れ
と
は
別
に
各
自
の
営
業
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
江
蘇
省
の
場
合
は
か
な
り
事
情
が
異
な
る
。
蘇
誼
委
の

一
委
員
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
漸
江
省
で
は
政
府
自
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身
が
誼
繭
の
牧
買
を
行
な
い
、
生
糸
に
繰
糸
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
策
は
輩
業
統
制
上
、
誠
に
勇
敢
な
前
進
(
原
語
は

侃
進
・
:
奥
村
)
で
あ
る
。

し
か
し
江
蘇
の
方
で
は
、

環
境
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
倣
う
の
は
困
難
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
江
蘇
の
糸
廠

(

お

)

は、

断
江
よ
り
数
が
多
い
し、

資
本
も
漸
江
よ
り
雄
厚
」
だ
か
ら
、
そ
の
必
要
も
な
い
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
復
興
の
妨
害
に
な
る
だ
け
だ
、
と
。

確
か
に
無
錫
に
も
、
新
江
の
場
合
と
同
様
な
境
遇
の
糸
廠
も
存
在
し
た
。
振
翠
・
鼎
昌
の
雨
廠
が
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
三
五
年
春
の
代
縦

(
ぬ

〉

糸
廠
に
な
っ
て
お
り
、
翌
年
か
ら
は
蒔
家
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
更
に
、
上
海
の
多
く
の
糸
廠
と
同
じ
く
、
設
備
も
蓄
式
の
ま
ま
投
機
的
な
経

(
州
制
〉

営
を
す
る
、
野
鶏
廠
(
も
ぐ
り
工
場
。
野
鶏
は
街
娼
の
こ
と
)
と
呼
ば
れ
る
糸
廠
も
存
在
し
た
。

し
か
し
淑
江
や
上
海
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、

(

川

悦

)

隣
家
永
泰
系
は
別
格
と
し
て
も
、
瑞
論
や
乾
姓
系
な
ど
恐
慌
で
打
撃
を
受
け
な
が
ら
も
自
力
で
復
興
を
困
っ
た
有
力
糸
廠
も
い
く
つ
か
存
在
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

こ
そ
、
蘇
盟
委
の
名
稿
は
漸
読
委
と
は
異
な
っ
て
、
震
糸
統
制
委
員
舎
で
は
な
く
、
話
業
改
進
管
理
委
員
曾

な
の
で
あ
る
。
鉱
業
の
み
で
糸
業
に
は
直
接
関
興
し
な
い
し
、
改
進
管
理
は
統
制
よ
り
も
権
力
的

ニ
ュ
ア

ン
ス
は
弱
い
。

そ
の
江
蘇
省
で
は
、
瑞
論
と
女
置
の
雨
廠
が
江
漸
聯
合
糸
廠
や
糸
廠
連
合
の
主
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
瑞
輸
は
蒔
寄
萱
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に



あ
る
臭
申
伯
が
経
営
す
る
糸
廠
で
、
上
海
と
無
錫
に
工
場
が
あ
る
が
、
聯
合
糸
廠
や
糸
廠
連
合
に
参
加
し
た
の
は
無
錫
の
方
で
あ
ろ
う
。
呉
の

力
か
ら
す
れ
ば
、
漸
輩
委
へ
の
依
存
度
は
漸
江
の
糸
廠
よ
り
も
小
さ
い
筈
で
あ
り
、
代
繰
は
経
営
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
。
女
鑑

と
は
中
園
輩
糸
業
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
江
蘇
省
立
女
子
輩
業
皐
校
(
蘇
州
の
近
く
の
漁
野
一関
に
あ
る
)
の
こ
と
で
、
そ
の
質
習

(

必

)

工
場
が
糸
廠
連
合
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
は
、
衣
の
よ
う
な
醇
家
永
泰
系
と
劃
抗
し
た
密
接
な
協
力
関
係
が
あ
っ
た
。
即
ち
、

日
本
が
多
係
機
の
職
出
を
禁
止
し
た
た
め
、
醇
家
は
女
輩
推
贋
部
の
費
達
生
等
の
協
力
も
仰
ぎ
、
白
系
統
の
無
錫
工
事
停
習
所
で
製
作
し
た
御

法
川
式
多
僚
機
を
据
え
附
け
た
華
新
製
糸
養
成
所
を
建
設
し
た
。
し
か
し
華
新
が
操
業
し
て
後
は
、
醇
家
は
口
寅
を
設
け
て
女
鍾
の
製
糸
技
術

員
の
参
観
を
拒
絶
し
、
多
僚
機
の
濁
占
を
謀
っ
た
。
校
長
の
鄭
闘
彊
や
費
達
生
ら
女
輩
の
指
導
者
は
、
こ
の
醇
家
の
動
き
を
批
判
し
、
濁
自
の

「
女
輩
式
」
多
僚
機
の
製
作
・
普
及
を
園
っ
た
。
そ
し
て
醇
に
だ
ま
さ
れ
て
無
錫
工
場
の
改
造
を
遅
ら
せ
た
呉
申
伯
を
説
得
し
て
彼
の
資
金
援

助
を
得
、
買
習
工
場
を
改
造
し
て
多
係
機
を
設
置
し
た
。
こ
の
工
場
の
成
績
が
良
か
っ
た
の
で
、
果
申
伯
は
女
輩
の
全
面
的
な
協
力
を
仰
ぎ
、

- 15ー

無
錫
工
場
の
器
械
を
多
僚
機
に
改
造
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
改
造
契
約
に
基
づ
き
、
無
錫
工
場
は
玉
郡
製
糸
所
と
名
を
饗
え
、
改
造
期
開
中
は

費
達
生
が
工
場
長
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
女
輩
に
集
う
技
術
者
達
は
、
個
別
資
本
の
利
害
を
越
え
て
中
園
窟
糸
業
全
盟
の
近
代
化
を

園
る
動
き
を
し
て
お
り
、
そ
れ
が
嘗
初
の
醇
家
永
泰
と
の
協
力
か
ら
封
立
へ
と
、
女
輩
を
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
か
ら
す
る
な
ら
、

女
置
の
指
導
者
と
新
語
委
を
主
導
し
た
と
思
わ
れ
る
官
僚
居
と
は
基
本
的
に
は
一
致
し
て
お
り
、
前
者
が
後
者
に
協
力
的
で
あ
る
の
は
嘗
然
と

も
い
え
よ
う
。
女
誌
は
質
習
工
場
を
代
繰
糸
廠
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
優
秀
な
卒
業
生
を
選
抜
し
て
、
掘
削
江
の
糸
廠
の
改
革
に
壷
く
さ

せ
て
い
る
。

し
か
し
、
女
茸
の
指
導
者
達
に
は
、

お
そ
ら
く
は
漸
輩
委
の
中
の
官
僚
屠
と
は
や
や
異
な
る
、
濁
自
の
嬰
革
の
理
念
が
存
在
し
て
い
た
。
こ

〈

円

相

)

こ
に
登
場
す
る
費
達
生
は
、
社
禽
皐
者
費
孝
通
の
姉
で
あ
り
、
彼
ら
の
中
園
農
村
の
拙変
革
.
フ
ラ
ン
や
そ
の
寅
践
と
矛
盾
は
、
こ
の
弟
の
名
著

(

M

H

)

 

〈

Z
E
D
-、『
E
m
p】・
hugsミ
何
人
志
言
。
b
m
g
-
F
O
E
S
-
E
ω
由
)
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
江
蘇
省
呉
江
豚
開
弦
弓
村
に
、

多
僚
機
を
据
え
附
け
た
糸
廠
を
合
作
祉
の
形
式
で
経
営
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
資
本
家
的
性
質
」
を
排
し
、
「
生
産
手
段
と
し
て
機
械
を
使
用
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「
技
術
改
良
に
よ
っ
て
獲
ら
る
与
利
盆
は
生
産
に
参
加
せ
る
人
々
が
こ
れ
を
頒
つ
べ
き
で
あ
る
」

と
す
る
理
念
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
同
時
に
こ
の
運
動
は
、
三

0
年
代
に
焦
眉
の
課
題
と
さ
れ
た
農
村
復
興
策
で
も
あ
っ
た
。

農
村
工

業
に
よ
る
過
剰
務
働
力
の
吸
牧
と
農
家
所
得
の
増
大
、
そ
し
て
農
村
の
杜
曾
的
意
識
の
襲
化
が
、
こ
の
合
作
糸
廠
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
の
「
仕
事
の
目
的
は
、
科
同
学
的
生
産
方
法
及
び
協
同
原
理
に
基
づ
く
新
産
業
組
織
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
経

済
を
回
復
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
」
っ
た
。
瑞
論
と
の
協
力
関
係
も
、
ス
ポ
ン
サ
ー
を
必
要
と
し
た
と
い
う
消
極
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
そ
の

(

必

〉

そ
れ
故
に
技
術
指
導
に
と
ど
ま
ら
ず
経
営
に
ま
で
参
興
し
た
の
で
あ
る
。
女
窟

工
場
が
無
錫
の
農
村
部
(
玉
郡
鋲
)
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り

す
る
人
が
機
械
を
所
有
す
べ
き
」
だ
と
し

は
更
に
開
弦
弓
に
近
い
震
津
鎮
の
震
壁
糸
廠
を
租
借

・
経
営
し
た
が
、
こ
れ
も
同
様
の
理
由
に
基
づ
い
て
お
り
、
臭
江
鯨
の
養
擢
合
作
祉
と
の

(

M
叩
〉

(

U

)

相
互
設
展
が
固
ら
れ
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
呉
服
光
一帽
匡
で
の
開
弦
弓
と
同
様
な
合
作
糸
廠
設
立
計
霊
に
も
、
積
極
的
に
協
力
し
た
。
こ
の
よ
う

な
運
動
は
、
新
江
省
に
お
い
て
も
滞
山
鯨
の
東
郷
合
作
糸
廠
と
い
う
形
で
み
ら
れ
る
。
こ
の
糸
廠
も
糸
廠
連
合
に
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
経
営

(

必

)

に
漸
盟
委
が
大
き
く
閥
興
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
新
盤
委
内
に
も
費
達
生
ら
と
同
様
な
人
々
が
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
官
僚
層
が
主
導
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し
た
と
み
ら
れ
る
官
営
方
式
を
上
か
ら
の
組
織
化
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
費
ら
の
合
作
社
方
式
は
言
わ
ば
下
か
ら
の
組
織
化
で
あ
り
、
あ
る
一
意

し
か
し
、
前
者
は
や
や
も
す
れ
ば
擢
力
的
に
な
る
の
に
劃
し
て
、
後
者
は
民
主
主
義

(ω
〉

的
志
向
を
も
つ
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
削
列
立
す
る
局
面
も
あ
り
う
る
。

味
で
は
雨
者
は
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
立
場
の
異
な
る
人
々
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
矛
盾
も
は
ら
ん
で
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
結
果
と
し
て
の
官
管
方
式
の
み
を
見
、
そ
れ
を
官
僚
の
私
的
な
猫
占
欲
で
説
明
す
る
「
官
僚
資
本
」
論
は
、
事
買
に
反
す
る
だ

け
で
な
く
、
困
難
な
朕
況
の
下
で
の
様
々
な
人
々
の
苦
悩
と
試
行
錯
誤
を
、
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
し
、
主
導
し
た
官
僚
に
個
人
的
野

(

印

)

心
が
あ
っ
た
と
し
て
も
。
ま
た
そ
の
客
観
的
な
評
債
は
別
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
新
銀
委
の
糸
廠
連
合
方
式
は
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
翌
三
六
年
春
に
は
、
新
銀
委
は
上
海
の
銀
行
の
融
資
を
仰
い
で
、
積
極
的
な
器
械
改
良
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
時
、

一

(

日

)

六
前
向
元
を
支
出
し
て
多
保
機
千
二
百
蓋

・
揚
返
機
九
百
蝕
蓋

・
煮
繭
機
七
蓋
を
購
入
し、

杭
州

・
慶
雲
な
ど

一二
糸
廠
に
設
置
さ
せ
て
い
る
。



(

臼

)

こ
の
一
二
糸
廠
は
全
て
斯
江
の
糸
廠
で
あ
り
、
貸
款
方
式
が
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
う
し
て
省
機
闘
が
全
面
に
出
た
漸
江
で

は
、
江
蘇
省
よ
り
も
造
か
に
急
激
に
、
設
備
改
良
が
進
め
ら
れ
た
。
三
七
年
の
漸
江
三
二
廠
で
、
三
O
年
に
一
蓋
も
な
か
っ
た
多
僚
機
が
一
三

廠
に
一
二
五
O
蓋
、
う
ち
諸
改
委
・
漸
草
委
の
援
助
に
よ
る
も
の
が
八
O
%
を
越
え
て
い
る
。

よ
る
も
の
は
少
な
く
と
も
四
O
%
以
上
)
、

揚
逗
機
は
二
O
廠
コ
二
四
四
蓋
(
雨
委
員
舎
に

(

臼

)

煮
繭
機
は
二
三
廠
三
二
蓋
ハ
同
じ
く
三
四
%
〉
が
存
在
し
て
い
た
。
官
主
導
の
再
編
の
成
果
は
一
目
瞭
然

で
あ
り
、
こ
こ
に
も
腐
敗
堕
落
し
生
産
力
の
護
展
を
抑
え
る
「
官
僚
資
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。

3 

糸
廠
連
合
の
挫
折

し
か
し
、
新
輩
委
の
代
繰
糸
廠
と
い
う
一
種
の
官
管
方
式
は
、
糸
債
の
回
復
に
と
も
な
っ
て
、
次
第
に
民
聞
の
一
部
と
の
矛
盾
を
深
め
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
一
つ
は
原
料
繭
問
題
で
あ
る
。
恐
慌
に
よ
る
謹
糸
業
金
瞳
の
衰
退
に
よ
っ
て
桑
畑
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
意
糸
統
制
に
よ

(

臼

)

る
不
良
章
種
の
髄
逐
と
繭
債
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
、
原
料
繭
生
産
は
大
き
く
減
退
し
た
。
加
え
て
漸
輩
委
に
よ
る
強
力
な
購
繭
統
制
は
、
中
間

で
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
も
の
と
し
て
繭
一
商
人
を
排
除
し
、
優
良
糸
廠
に
先
に
買
付
け
さ
せ
る
政
策
と
相
ま
っ
て
、
結
果
と
し
て
上
海
の
糸
廠
を
排

除
す
る
こ
と
に
な
る
。
資
金
力
の
弱
い
上
海
の
糸
廠
は
、
原
料
繭
の
多
く
を
繭
一商
か
ら
の
小
口
購
入
に
頼
っ
て
い
た
し
、
器
械
改
良
も
あ
ま
り

(

白

山

)

進
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
江
蘇
の
繭
は
、
無
錫
の
資
木
家
達
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
原
料
繭
問
題
は
、
糸
債
不
振

の
時
は
表
面
化
し
な
か
っ
た
が
、
三
五
年
と
り
わ
け
秋
以
降
、
糸
債
が
回
復
し
生
糸
職
出
が
急
増
し
始
め
る
と
と
も
に
に
わ
か
に
顛
在
化
し
、

繭
商
と
上
海
の
糸
廠
経
営
者
達
の
断
童
委
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
早
く
も
こ
の
年
夏
、
上
海
の
糸
廠
は
全
新
公
曾
と
上
海
糸
廠
同
業

公
舎
の
名
義
で
漸
議
委
の
統
制
に
反
射
を
表
明
し
て
い
た
が
、
既
に
漸
蟹
委
が
動
き
始
め
て
い
た
た
め
に
却
下
さ
れ
た
。
秋
繭
の
後
、
彼
ら
は

再
度
漸
江
省
政
府
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
行
政
院
質
業
部
へ
請
願
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
上
海
の
糸
廠
の
こ
う
し
た
動
き
に
は
、
原
料
繭

問
題
以
外
の
重
要
な
問
題
が
臆
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
極
め
て
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
斯
輩
委
の
官
営
方
式
に
脅
威
を
感
じ
た
こ
と
で
あ

る
。
新
輩
委
の
「
科
率
的
管
理
の
下
で
は
、
上
海
市
の
糸
廠
は
自
ず
か
ら
こ
れ
と
は
競
争
で
き
な
」
か
っ
た
。
従
っ
て
彼
ら
の
論
理
は
、

- 17ー
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(

回

)

管
の
力
で
民
営
事
業
と
競
争
す
る
こ
と
は
、
情
に
お
い
て
も
理
に
お
い
て
も
民
一
意
に
か
な
い
が
た
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
買
業
部
の
針
腔
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し、

そ
の
後
輩
糸
統
制
機
関
の
改
組
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
新
鷲
委
方
式
が
次

第
に
後
退
し
て
い
っ
た
こ
と
を
み
る
と
、
全
新
公
合
同
を
も
動
か
し
た
一
部
民
間
資
本
の
抗
議
を
中
央
政
府
も
無
視
で
き
ず
、
新
江
省
に
匡
力
を

(
閉
山
〉

か
け
た
よ
う
で
あ
る
。
三
六
年
二
月
、
新
盟
委
は
買
業
聴
を
離
れ
て
省
政
府
直
属
と
な
っ
た
。
そ
し
て
三
月
一

一一

日
の
委
員
舎
に
お
い
て
、
春

(
日
叫
〉

繭
は
原
則
的
に
購
繭
統
制
を
や
め
、
自
由
購
入
に
任
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
但
し
自
由
購
入
と
い
っ
て
も
、
糸
廠
優
先
・
省
内
優
先

・
優
良

糸
廠
優
先
と
い
う
形
は
あ
く
ま
で
保
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
最
優
先
で
あ
っ
た
漸
鰭
委
自
身
の
購
入
順
序
を
、
最
後
の
繭
商
の
後
に

(
回
〉

も
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
が
自
由
の
中
身
で
あ
り
、
醤
新
語
委
と
し
て
は
決
定
的
な
譲
歩
で
あ
っ
た
。
繭
購
入
・
代
繰
糸
廠
と
い
う
方
式
が
縫

」
の
時
は
盟

績
で
き
る
か
否
か
は
、
繭
の
生
産
量
と
需
給
関
係
と
い
う
外
部
要
因
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、

作
で
あ
っ
た
た
め
、
瓶
詰
委
も
な
お
一
二
高
措
の
生
繭
(
全
世
の
二
六
%
、
改
良
種
繭
の
約
四
三
%
)
を
購
入
で
き
た
。
こ
れ
に
腔
じ
て
、
漸
江
の

- 18-

腔
雲

・
恵
輪

・
緯
成
鶴
記

・
緯
成
な
ど
の
糸
廠
は
、
自
身
の
繭
購
入
を
放
棄
し
て
代
縦
糸
廠
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
糸

廠
の
官
へ
の
依
存
度
の
強
さ
が
窺
え
よ
う
。
こ
れ
に
薩
え
て
、
新
語
委
も
「
江
蘇
省
内
の
割
合
設
備
の
整
っ
た
糸
廠
を
再
度
連
合
し
て
、
合
わ

(

印

)

せ
て
江
祈
聯
合
糸
廠
を
組
織
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
」
。
但
し
筆
者
は
、

(

日

〉

こ
の
時
の
代
縦
糸
廠
は
次
の
と
お
り
。

こ
れ
が
寅
現
し
た
と
い
う
記
事
を
護
見
し
て
は
い
な
い
。

ち
な
み
に
、

新
江
:
:
:
杭
州

・
慶
雲

・
恵
論

・
緯
成
鶴
記

・
東
郷
合
作

・
新
盟
校

・
崇
裕

江
蘇
:
・
:
玉
郡
(
瑞
論
)
・
女
誼

・
震
盟

こ
の
年
の
新
語
校
(
祈
江
省
立
滋
業
皐
校
〉

・
崇
裕
と
、

多
様
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
江
蘇
は
い
ず
れ
も
女
拡
が
経
営
に
参
興
し
て
い
る
糸
廠
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
そ
こ
に
し
か
影
響
力
が
な
い
欣

新
江
は
前
年
晩
秋
置
の
群
論
・

苦
渓

・
秀
倫

・
天
成
・

一帽興、

新
た
な
糸
廠
が
増
え
て

態
で
は
、
江
新
聯
合
糸
廠
の
再
興
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
同
年
秋
に
は
、
糸
債
好
調
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
江
の
秋
繭
は

不
作
で
、
漸
賞
委
は
繭
を
購
入
で
き
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
原
料
不
足
で
休
業
す
る
糸
廠
が
相
継
い
だ
た
め
、
春
に
購
入
し
た
繭
の
放
出
さ



(

臼

)

え
要
求
さ
れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
更
に
翌
三
七
年
春
繭
は
天
候
不
順
に
よ
る
凶
作
と
い
う
事
態
に
、

(
臼
〉

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
し
も
の
新
語
委
も
こ
の
方
式
を
断
念
せ

そ
も
そ
も
、
新
輩
委
方
式
は
そ
れ
自
睦
が
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
。
代
綿
糸
廠
の
前
提
は
新
輩
委
自
身
の
繭
購
入
で
あ
り
、
こ
れ
は
糸
業
の

不
況
に
よ
っ
て
購
入
繭
量
が
少
な
い
と
い
う
朕
況
の
下
で
、
養
輩
農
家
の
救
済
を
名
目
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
不
況
下
で
の
相
射
的

繭
過
剰
、
こ
れ
が
こ
の
方
式
が
合
理
化
さ
れ
る
一
つ
の
要
件
で
あ
り
、
不
況
か
ら
の
離
脱
や
気
候
僚
件
は
、
こ
の
要
件
を
失
わ
せ
る
。
糸
廠
を

連
合
さ
せ
、
代
繰
さ
せ
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
市
場
が
牧
縮
し
生
糸
職
出
が
減
退
し
た
下
で
、
日
本
糸
と
競
争
し
て
市
場
を
回
復
す
る
た
め

に
は
、
生
糸
品
質
の
向
上
と
統
一
的
な
販
買
機
構
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
器
械
改
良
を
含
む
技
術
・
管
理
の
向
上
が
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
民
間
自
身
に
は
そ
の
力
は
乏
し
く
、
政
府
に
は
財
政
的
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
言
わ
ば
エ
リ
ー
ト
糸
廠
の
み
を
と
り
だ
し

て
連
合
さ
せ
、
重
貼
投
資
的
な
設
備
改
良
を
行
な
い
、
優
良
繭
を
優
先
的
に
興
え
な
が
ら
、
代
縦
と
い
う
形
で
政
府
が
経
営
・
管
理
に
も
閥
興

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

不
況
か
ら
の
離
脱
は
こ
の
方
式
の
魅
力
を
減
退
さ
せ
、
む
し
ろ
桂
槍
と
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
有
力
糸
廠
ほ
ど

- 19ー

し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
損
益
に
関
わ
ら
ず
委
託
代
繰
料
を
保
註
さ
れ
る
こ
の
方
式
は
、
経
営
に
自
信
の
な
い
糸
廠
に
と
っ
て
は
、
魅
力
的

そ
の
認
識
は
早
い
し
、
逆
に
設
備
不
良
で
代
繰
糸
廠
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
糸
廠
の
不
満
も
頴
在
化
す
る
。
更
に
、
代
繰
糸
廠
に
と
っ
て
も
、

漸
謡
委
が
援
助
す
る
器
械
改
良
に
よ
っ
て
設
備
は
向
上
し
、
自
立
の
可
能
性
は
高
ま
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、

貸
款
・
租
用
い
ず
れ
の
方
式

も
、
新
設
備
は
最
終
的
に
は
糸
廠
に
時
す
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
三
五
年
春
繭
ま
で
代
繰
糸
廠
を
務
め
た
開
源
糸
廠
を
そ
の
ケ
l
ス
と
み

た
い
。
そ
し
て
そ
う
な
っ
て
み
れ
ば
、
技
術
・
管
理
の
向
上
を
園
る
に
も
、
代
縦
方
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
も
な
く
な
り
、
代
縦
糸
廠

と
切
り
離
し
て
租
用
な
り
貸
款
な
り
を
行
な
う
と
い
う
選
揮
も
可
能
と
な
る
。
三
六
年
春
、
繭
の
自
由
購
入
と
同
時
に
瑳
表
し
た
祈
窟
委
に
よ

(

刷

出

)

る
器
械
改
良
(
先
述
〉
に
は
、
こ
う
し
た
色
彩
が
濃
い
。
結
局
の
所
、
斯
護
委
が
固
執
し
た
糸
廠
連
合
・
繭
購
入
、
代
繰
と
い
う
一
種
の
官
営

方
式
は
、
恐
慌
離
脱
過
程
の
産
物
で
あ
り
、
本
来
永
績
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

637 



638 

四

無
錫
に
お
け
る
再
編
|
興
業
製
糸
公
司
の
成
立
と
解
鐙

l

(
臼
)

聯
合
糸
廠
を
離
脱
し
た
辞
書
萱
は
、

経
営
す
る
糸
廠
の
管
理
・
技
術
に
様
々
な
改
革
を
行
な
い
な
が
ら
、
自
身
が
主
導
す
べ
き
再
編
を
模
索

(

印

〉

し
て
い
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
無
錫
の
同
業
者
の
中
に
も
、
糸
廠
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強
ま
っ
て
い
た
し
、
永
泰

・
乾

(

町

山

)

姓

・
鼎
昌
な
ど
有
力
糸
廠
の
聞
で
は
、
繭
の
猫
占
的
購
入
を
目
指
す
組
織
を
作
る
動
き
も
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
朕
況
の
下
、
生
糸
債
格
の
回

復
に
よ
っ
て
休
業
し
て
い
た
糸
廠
が
営
業
を
再
開
し
始
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
有
力
糸
廠
の
焦
燥
を
つ
の
ら
せ
た
。
更
に
、

(

伺

)

上
海
の
糸
廠
経
営
者
が
無
錫
の
有
利
さ
に
目
を
つ
け
て
租
廠
経
営
に
乗
り
出
し
た
こ
と
も
、
彼
ら
の
神
経
を
尖
ら
せ
た
。
そ
う
し
た
折
の
三
五

年
多
、
先
に
官
民
合
開
の
ト
ラ
ス
ト
の
創
設
を
提
唱
し
た
莫
鰐
清
が
無
錫
に
や
っ
て
来
た
。
醇
毒
一
萱
は
宴
席
を
設
け
て
接
待
し
た
が
、
そ
の
席

(

的

)

で
莫
は
大
い
に
糸
廠
連
合
経
倍
の
利
貼
を
語
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
醇
は
糸
廠
ト
ラ
ス
ト
を
創
設
す
る
決
意
一
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

(

刊

川

)

醇
は

一
方
で
乾
姓
系
乾
泰
糸
廠
の
王
化
南
に
公
司
一
章
程
と
「
興
業
製
糸
股
扮
有
限
公
司
」
の
名
稽
を
決
定
さ
せ
る
と
と
も
に
、
無
錫
の
同
業

一
部
で
は
あ
る
が

の
有
力
者
程
悶
若
(
乾
姓
糸
廠
)
・
張
子
振
(
泰
盟
糸
廠〉

・
許
受
盆

(
振
慈
糸
廠
)
・
鄭
海
泉

(瑞
昌
糸
廠
〉

・
銭
鳳
高
(
鼎目
白糸
廠
、

無
錫
糸
業
公
舎
主

- 20ー

席〉

・
華
少
純
(
無
錫
繭
業
公
舎
主
席
)
ら
の
抱
き
込
み
を
進
め
た
。
公
司
一
一
章
程
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
一
)
公
司
に
所
属
す
る
各
工
場

は
濁
立
の
紐
皆
様
を
保
持
す
る
が
、
原
料
繭
の
買
付
け
と
分
配
は
公
司
の
統

一
管
理
に
よ
る
。

合
一
)
無
錫
の
公
司
未
参
加
の
各
工
場
は
全
て

合
一
)
公
司
に
所
属
す
る
各
工
場
が
生
産
す
る
生
糸
は
、
永
泰
糸
廠
の
販
寅
機

借
り
入
れ
、
操
業
す
る
か
否
か
は
公
司
の
統
一
案
配
に
よ
る
。

構
が
直
接
経
理
す
る
。

資
本
は
嘗
初
百
前
向
元
、
後
に
五

O
寓
元
と
し
た
が
、
質
際
に
排
い
込
ま
れ
た
の
は
そ
の
字
数
の
二
五
高
元
で
あ
る
。
程

(

九

〉

伺
若
ら
は
個
人
の
名
で
各
々
五
千
元
ず
つ
投
資
し
、
董
事
に
任
命
さ
れ
た
。
董
事
長
は
醇
潤
培
(
永
泰
糸
廠
前
経
理
〉
、
経
理
は
醇
霧
萱
で
あ
り
、

(

η

)

 

主
要
な
経
営

・
技
術
ス
タ
ッ
フ
は
永
泰
系
で
占
め
ら
れ
た
。
翌
三
六
年
春
、
興
業
公
司
は
無
錫
の
三

O
数
廠
を
借
り
入
れ
た
が
、
こ
れ
は
無
錫

(
η
)
 

約
五

O
糸
廠
の
う
ち
、
μ

評
家
所
有
の
五
廠
と
程
柄
若
ら
が
猫
自
に
経
営
す
る
九
廠
、
及
び
興
業
公
司
に
関
係
し
な
か
っ
た
瑞
倫
を
除
く
殆
ど
全

部
に
相
4

回
国
す
る
。
こ
の
中
か
ら
、
醇
は
技
術

・
設
備
の
比
較
的
良
く
整
っ
た

一一

廠
(
永
昌
・
民
盟

・
振
元

・
振
套

・
鼎
昌

・
賢
盟

・
泰
字

・
永
裕
・



「
A
A
J

f

ヴ，.、

森
明

・
同
盟
・
寛
成
〉
を
選
ん
で
操
業
し
た
。
他
の
二

O
敷
廠
は
、

〈

万

〉

一
部
を
又
貸
し
し
た
他
は
休
業
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
興
業
公
司
は
無
錫
の

(
m
m
〉

他
に
漸
江
で
も
、
聯
合
糸
廠
に
も
参
加
し
た
緯
成
鶴
記
糸
廠
と
徳
清
鯨
新
市
の
公
利
糸
廠
を
借
り
入
れ
た
。

ま
さ
し
く
空
前
の
糸
業
「
濁
占
瞳
」

で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
支
配
し
た
繭
行
は
、
江
蘇
の
無
錫

・
常
州

・
宜
輿
・
江
陰
・
漂

(

π

)

 

陽
・
金
壇
に
四
百
行
以
上
と
も
永
泰
系
全
瞳
で
六
三
二
行
と
も
い
わ
れ
、
南
京
・
蘇
州
・
准
陰
な
ど
の
他
、
新
江
・
山
東
・
安
徽
・
贋
東

・
湖

北
の
各
省
に
も
繭
行
を
所
有
し
て
い
た
。
三
六
年
に
こ
れ
ら
の
繭
行
を
通
し
て
購
入
し
た
生
繭
は
五

O
寓
措
以
上
と
い
う
が
、
こ
れ
は
嘗
年
江

(

沌

)

蘇
省
の
全
生
産
量
の
九

O
%に
相
嘗
す
る
。
職
出
も
好
調
で
あ
り
、
前
年
の
幣
制
改
革
に
よ
っ
て
金
融
賦
況
や
農
村
経
済
も
回
復
し
て
、
圏
内

市
場
も
贋
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
一
年
の
興
業
公
司
の
利
益
は
二
五
J
六
高
元
と
、
資
本
額
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

(

乃

〉

か
も
永
泰
系
自
身
の
純
盆
は
更
に
こ
れ
を
大
幅
に
上
回
り
、
百
高
元
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
。

興
業
公
司
は
、

こ
れ
は
よ
り
優
良
な
繭
と
技
術
ハ
省
時
無
錫
の

(
加
〉

多
像
機
は
永
泰
系
以
外
に
は
瑞
給
糸
廠
に
し
か
な
か
っ
た
)
に
よ
る
高
級
糸
生
産
で
あ
っ
た
こ
と
も
要
因
で
あ
ろ
う
が
、
興
業
公
司
の
製
品
が
全
て
永

- 21ー

泰
系
の
販
買
曾
社
、
永
泰
公
司
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
中
園
輩
糸
業
に
覇
を
唱
え
る
と
い
う
野
望
を
果
た
し
た
辞

書
萱
は
、
ま
さ
に
得
意
の
絶
頂
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
利
盆
の
不
均
等
は
、
内
部
封
立
を
生
み
出
す
。
糸
債
と
景
気
の

回
復
に
よ
り
、
程
用
若
ら
が
興
業
公
司
と
は
猫
自
に
経
営
し
て
い
た
糸
廠
も
相
嘗
の
利
盆
を
あ
げ
た
。
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
も
は
や
大
樹
の
陰

に
寄
る
必
要
は
な
く
、
興
業
公
司
で
醇
の
下
風
に
立
ち
、
際
に
不
嘗
な
利
盆
を
あ
げ
さ
せ
る
理
由
は
な
い
。
こ
う
し
て
彼
ら
が
離
脱
し
た
結

果
、
興
業
公
司
は
僅
か
一
年
の
営
業
で
翌
三
七
年
六
月
に
解
睦
し
、
再
び
競
争
の
時
代
が
開
始
さ
れ
た
。
大
「
濁
占
睦
」
興
業
公
司
も
ま
た
、

恐
慌
離
脱
過
程
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
醇
家
、
氷
泰
系
の
匪
倒
的
地
位
ま
で
が
揺
ら
い
だ
詳
で
は
な
い
。

辞
書
萱
は
永
泰
公
記
糸
廠

の
名
義
を
用
い
、
奮
興
業
公
司
の
下
で
経
営
し
て
い
た
一
一
糸
廠
の
租
用
を
績
け
、
抗
日
戦
争
勃
震
時
に
は
無
錫
で
一
八
糸
廠
、
斯
江
で
三
廠

(

引

札

)

の
経
営
を
し
て
い
た
と
い
う
。
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五

上
海
の
糸
廠
の
動
き

上
海
の
糸
廠
も
、
新
盟
委
の
統
制
に
射
す
る
反
封
運
動
の
み
を
し
て
い
た
詩
で
は
な
い
。
次
の
資
料
の
よ
う
に
、
無
錫
と
新
江
の
動
き
に
刺

激
さ
れ
て
、
三
六
年
に
は
上
海
で
も
連
合
営
業
へ
の
模
索
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
二
六
年
は
、
ま
さ
に
連
合
ブ
l
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
曾
(
上
海
糸
廠
業
同
業
公
舎
〉
も
過
去
に
鑑
み
て
未
来
を
設
展
さ
せ
る
べ
く
、

こ
の
春
の
繭
の
買
い
入
れ
に
は
、
適
嘗
な
組
織
を
も
っ
て

嘗
面
の
困
難
に
封
鹿
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
第
三
回
の
委
員
舎
を
聞
い
た
時
、
慎
重
に
討
論
し
た
が
、
み
な
組
織
の
力
量
を
充
買
さ

せ
て
共
同
の
繭
買
い
入
れ
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
た
連
合
営
業
し
て
製
品
を
統
一
さ
せ
る
こ
と
も
相
談
さ
れ

(
位
)

た

(
回
)

し
か
し
こ
の
「
連
合
牧
繭
」
は
、
瓶
詰
委
に
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
挫
折
し
た
。
そ
の
故
で
あ
ろ
う
、
以
後
は
「
連
合
営
業
」
を
俸
え
る
記
事
も

こ
の
方
も
質
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
共
同
牧
繭
・
共
同
販
貰
を
飲
い
て
は
、
連
合
管
業
の
賞
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
器
械
改
良
に
つ
い
て
も
、
連
合
営
業
へ
の
模
索
と
同
時
に
動
き
始
め
た
。
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な
く
、

糸
業
界
の
あ
る
人
に
よ
れ
ば
、
醤
式
の
機
械
を
五
眼
洋
番
車
に
改
め
る
の
は
、
殆
ど
損
失
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
市
(
上
海
〉

(

倒

)

の
各
糸
廠
嘗
局
は
既
に
借
り
て
い
る
糸
廠
の
所
有
者
に
改
善
す
る
よ
う
建
議
し
、
信
用
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。

(
民
山
〉

そ
し
て
こ
の
方
は
、
抗
日
戦
争
直
前
ま
で
に
は
若
干
の
進
展
が
み
ら
れ
、
多
様
機
を
設
置
し
た
糸
廠
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
他
の
史
料

(
M
W
)
 

に
よ
れ
ば
、
三
六
年
に
は
上
海
全
睦
で
煮
繭
機
が
二
四
蓋
存
在
し
た
。
上
海
の
糸
廠
で
す
ら
挺
身
を
闘
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
に
は
大
き
な
限
界
が
存
在
し
た
。
優
良
な
器
械
は
優
良
な
原
料
と
結
び
附
い
て
、
初
め
て
そ
の
本
領
を
瑳
揮
す
る
。
繭
生
産
地

か
ら
離
れ
た
上
海
の
糸
廠
に
は
、
そ
の
保
誼
は
な
い
。
し
か
も
二

0
年
代
ま
で
の
特
殊
な
立
地
篠
件
に
も
た
れ
か
か
っ
た
上
海
の
多
く
の
糸
廠

(凹む

に
は
、
無
錫
の
よ
う
な
資
本
も
な
く
、
新
江
の
よ
う
な
政
府
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
得
難
か
っ
た
。
恐
慌
後
、

一
時
的
に
は
五
J
六
O
の
糸
廠
が

(

問

山

)

(

凹

)

営
業
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
繭
不
足
の
た
め
そ
の
期
聞
は
短
く
、
生
産
量
で
は
無
錫
に
抜
か
れ
、
漸
江
に
追
い
上
げ
ら
れ
た
。
上
海
の
糸
廠



(

m
別
〉

は
次
第
に
衰
退
へ
の
道
を
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
必
然
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

_._ 
J、
官
営
と
「
濁
占
」

一
九
三
一
年
、
世
界
恐
慌
と
日
本
の
侵
略
が
襲
っ
た
時
、
中
園
は
よ
う
や
く
工
業
化
へ
本
腰
を
入
れ
始
め
た
頃
で
あ
り
、
社
曾
的
な
資
本
蓄

積
も
未
熟
な
ま
ま
で
、
こ
の
未
曾
有
の
危
機
に
相
到
底
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
但
し
危
機
が
深
刻
で
あ
る
が
故
に
、
小
手
先
の
劉
臆
は
で
き
な

(

川

出

)

い
と
な
れ
ば
、
園
家
や
銀
行
の
開
興
と
こ
れ
に
絡
ん
だ
資
本
の
集
中
が
志
向
さ
れ
る
貼
で
は
、
先
進
園
と
何
ら
嬰
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
彼
我

の
保
件
の
差
は
、
そ
の
過
程
に
先
準
園
と
は
異
な
る
色
影
を
輿
え
る
し
、
そ
の
結
果
も
ま
た
相
嘗
に
異
っ
た
も
の
と
す
る
。
江
南
の
製
糸
業
の

(

回

〉

場
合
、
本
来
あ
る
べ
き
形
で
あ
る
養
蟹
地
で
の
糸
廠
建
設
が
本
格
佑
し
た
の
は
、
よ
う
や
く
こ

0
年
代
の
後
牢
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
世
界
恐

慌
が
波
及
し
た
。
だ
か
ら
、
恐
慌
下
で
の
再
編
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
明
治
以
後
の
日
本
語
糸
業
の
歩
み
を
凝
縮
し
た
急
展
開
と
な
ら
ざ
る
を

(

回

)

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
官
と
「
濁
占
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
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ま
ず
官
の
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
の
主
役
が
中
央
政
府
で
は
な
く
省
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
中
央
政
府
下
の
全
組
委
の
一
機
関
と
し
て
輩
改
委
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
資
金
は
棉
褒
借
款
に
よ
る
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
第
二
年
度
以

(

倒

)

降
は
諜
算
が
急
減
す
る
。
以
後
の
事
業
は
賓
質
的
に
各
省
が
引
き
縫
が
ざ
る
を
え
ず
、
全
経
委
は
全
世
の
連
絡
・
調
整
機
関
と
な
っ
た
。
輩
改

(
町
四
〉

委
も
ま
た
例
外
で
は
な
く
、
江
漸
聯
合
糸
廠
計
萱
も
寅
質
的
に
は
漸
輩
委
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
漸
童
委
を
主
導
す
る

省
政
府
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
民
間
資
本
と
同
一
で
は
な
い
。
彼
ら
の
関
心
は
中
園
霊
糸
業
乃
至
そ
の
一
部
と
し
て
の
祈
江

語
糸
業
の
再
生
・
護
展
で
あ
り
、
個
々
の
資
本
の
利
害
に
は
必
ず
し
も
拘
泥
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
の
エ
リ
ー
ト
意
識
も
反
映
し
て
、
民
間
へ

の
不
信
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
し
、
世
界
恐
慌
期
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
た
園
家
統
制
思
想
に
も
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孫

文
の
「
節
制
資
本
」
論
は
、
こ
の
園
家
統
制
を
合
理
化
す
る
根
擦
を
興
え
た
。
新
輩
委
が
糸
廠
を
連
合
さ
せ
る
際
に
、
前
江
だ
け
で
な
く
、
江

蘇
の
糸
廠
を
も
巻
き
込
も
う
と
志
向
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
近
代
技
術
の
中
園
へ
の
導
入

641 
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に
燃
え
る
専
門
技
術
者
達
も
、
や
や
異
な
る
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
協
力
し
た
。
だ
か
ら
、
意
国
的
か
否
か
を
問
わ
ず
、
民
間
と
り

わ
け
商
業
資
本
を
排
除
す
る
よ
う
な
再
編
プ
ラ
ン
は
、
形
態
と
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
他
の
業
種
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
茶
業
で

(

M

m

)

 

は
、
郁
門
紅
茶
の
流
通
か
ら
上
海
の
茶
桟
を
排
除
し
、
官
が
そ
れ
を
猫
占
的
に
行
な
う
.
フ
ラ
ン
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

(

巾

引

)

に
も
閥
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
は
、
官
は
多
く
の
場
合
上
記
の
志
向
を
貫
徹
で
き
ず
、
そ
の
貫
質
的
な
役
割
は
、
民
間
と
の
力
関
係
に
依
っ

て
嬰
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
?
漸
盟
委
と
蘇
諒
委
の
針
照
的
な
動
き
が
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
民
間
資
本
も

一
様
で
は
な
く
、

力
量
の
遣
い
に
よ
っ
て
、
官
の
役
割
を
巡
る
利
害
の
封
立
が
存
在
し
た
。
し
か
も
民
開
資
本
の
力
量
は
可
嬰
的
で
あ
る
。
ま
だ
恐
慌
の
影
響
が

深
刻
な
頃
に
は
、
醇
家
永
泰
系
で
さ
え
も
新
語
委
と
の
安
協
を
園
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
糸
債
の
回
復
と
い
う
客
観
的
環
境
の
饗
化
や
、
器
械

改
良
や
経
営
改
善
な
ど
の
主
般
的
僚
件
の
嬰
化
(
こ
れ
自
鐙
に
官
が
関
わ
っ
て
い
る
)
に
よ
っ
て
、

民
間
資
本
の
み
に
よ
る
経
営
の
見
通
し
が
っ

い
て
き
た
時
、
官
は
経
営
か
ら
後
退
し
、
外
部
か
ら
の
援
助
に
役
割
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
農
村
工
業
的
色
影
の
強
い
製

(
m
m
〉

糸
業
は
、
本
来
民
間
資
本
の
部
円
で
あ
り
、
官
が
模
範
工
場
の
枠
を
越
え
た
経
営
に
ま
で
乗
り
出
す
方
が
、
む
し
ろ
異
例
な
の
で
あ
る
。
明
治

以
後
の
日
本
と
は
歴
史
的
展
開
を
異
に
し
、
そ
の
結
果
全
陸
と
し
て
は
民
間
資
本
が
な
お
弱
鐙
な
ま
ま
世
界
恐
慌
を
迎
え
た
中
園
の
特
殊
性

- 24ー

ヵ:

一
時
的

・
局
地
的
に
鰹
営
に
ま
で
及
ぶ
官
の
介
入
を
不
可
避
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
本
来
的
に
可
逆
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る。
民
間
の
大
「
濁
占
瞳
」
、

興
業
公
司
の
場
合
も
、
短
期
間
に
成
立
し
短
期
間
に
解
睡
し
た
。
こ
れ
ま
た
恐
慌
離
脱
過
程
の
産
物
で
あ
る
こ
と

は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
本
来
、
軽
工
業
そ
の
中
で
も
機
械
化
の
度
合
の
低
い
製
糸
業
は
、
参
入
が
容
易
で
あ
る
た
め
、
濁
占
は
成

立
し
に
く
い
。

多
係
機
の
登
場
ま
で
は
マ
ニ
占
フ
ァ
ク
チ
占
ア
的
色
影
が
濃
く
、
そ
れ
故
に
機
械
で
は
な
く
器
械
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
卯
)

生
産
を
女
工
の
手
工
業
的
熟
練
か
ら
解
放
し
た
。

し
か
し

多
候
機
の
登
場
と
そ
れ
に
附
随
す
る
改
良
は
、

日
本
の
場

不
完
全
と
は
い
え

合
、
こ
こ
に
製
糸
濁
占
資
本
の
生
産
カ
的
基
礎
を
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、

日
本
の
場
合
、
製
糸
濁
占
資
本
の
形
成
は
、

(

川

)

に
は
じ
ま
り
生
糸
職
出
に
い
た
る
諒
糸
業
全
般
」
の
饗
革
と
有
機
的
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
奮
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
醇
家
永
泰
系
の

「
鑑
種
の
配
布



場
合
も
、
同
様
な
朕
況
が
存
在
し
、
そ
の
黙
で
は
片
倉
・
郡
是
な
ど
日
本
の
製
糸
濁
占
資
本
と
共
遁
性
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
、
醇
家
永
泰
系
の
「
濁
占
」
も
、
紛
れ
も
な
く
三

0
年
代
の
産
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
雨
者
を
比
較
す
る
と
、
き
、
永
泰
系
の
「
濁

占
」
に
は
、
中
園
資
本
主
義
の
設
展
段
階
を
象
徴
し
た
、
遁
渡
的
な
性
格
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
永
泰
系
の
中
で
も
多
僚
機
は
一
部

〈

川

〉

に
過
ぎ
ず
、
そ
の
普
及
度
で
は
斯
江
の
糸
廠
の
方
が
優
位
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
醇
家
自
有
糸
廠
や
興
業
公
司
の

E
額
の
利
潤
も
、
生
産
力
的
要

因
も
大
き
い
が
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
原
料
繭
の
濁
占
に
負
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
濁
占
も
、
農
民
自
身
に
よ
る
繭
販
買
が
禁

止
さ
れ
た
奮
来
の
繭
行
制
度
を
前
提
と
し
、
繭
行
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
三

0
年
代
半
ば
に
は
、
こ
れ
と
封
立
す
る
養

〈

川

〉

(

川

)

謹
合
作
祉
に
よ
る
共
同
乾
繭
と
繭
販
買
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
、
醇
家
も
こ
れ
に
劉
躍
し
て
合
作
祉
を
組
織
し
特
約
取
引
を
蹟
大
し
つ
つ
あ
っ
た

が
、
な
お
基
本
は
前
者
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
醇
家
の
繭
濁
占
の
方
も
、
な
お
不
安
定
要
因
を
抱
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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(

川

)

「
濁
占
瞳
」
の
内
部
も
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
形
式
の
上
で
は
、
輿
業
公
司
は
株
式
曾
吐
で
あ
り
、
株
式
も
一
躍
公
開
募
集
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
質
瞳
は
、
二
五
蔦
元
の
資
本
の
殆
ど
は
、
醇
書
萱
を
中
心
と
し
た
少
数
の
主
要
護
起
人
が
排
い
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
質
質
的
に
は

仲
間
う
ち
の
持
ち
寄
り
資
金
と
大
差
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
設
起
人
聞
の
利
害
が
封
立
し
た
時
、
株
式
の
貰
買
や
董
事
の
交
代
と
い
っ

た
形
を
と
ら
ず
、
組
織
自
睦
の
解
睦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
特
徴
的
な
の
は
、
興
業
公
司
は
自
身
の
糸
廠
を
持
た
ず
、
他
糸
廠
を

借
り
入
れ
て
経
営
す
る
企
業
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
三

O
数
廠
を
擁
し
な
が
ら
僅
か
二
五
寓
元
で
創
業
で
き
た
し
、
簡
車
に
解
睡
で
き

た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
興
業
公
司
は
こ
う
じ
た
合
股
に
近
い
性
格
と
租
廠
制
と
い
う
、
む
し
ろ
中
国
製
糸
業
の
克
服
す
べ
き
課
題
と
し

て
指
摘
さ
れ
る
も
の
に
依
捜
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
短
期
成
立
と
短
期
解
睦
は
表
一美
の
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
三

0
年
代
中
園
の
資
本
主
義

(

川

)

華
々
し
い
濁
占
現
象
の
類
似
に
眼
を
奪
わ
れ
て
、

的
護
展
度
の
表
現
で
あ
り
、

そ
れ
を
ト
ラ
ス
ト
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
本
稿
で
濁
占
に
「

」
を
附
し
た
所
以
で
あ
る
。
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直
溝
橋
事
件
の
直
前
、
こ
の
輿
業
公
司
を
縮
小
改
組
し
た
形
の
永
泰
公
記
糸
廠
が
、
ど
の
程
度
近
代
的
濁
占
に
接
近
し
え
た
か
、
今
日
剣
断
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す
る
術
は
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
示
し
た
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、

日
中
戦
争
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
江
蘇

・
漸
江
の
民
間
資
本
の
復
興

・

再
編
と
い
う
形
で
、
中
園
輩
糸
業
は
な
お
若
干
の
設
展
を
し
、
外
貨
獲
得
に
よ
っ
て
中
園
の
資
本
主
義
的
設
展
を
支
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

(

川

)

推
測
で
き
る
。
し
か
し
戦
争
は
こ
う
し
た
動
き
を
壊
滅
さ
せ
、
他
方
で
本
来
あ
る
べ
き
位
置
に
退
き
か
け
た
官
を
、
戦
時
統
制
の
名
の
下
、
再

「
官
僚
資
本
」
の
一
つ
と
さ
れ
た
中
圏
諸
糸
公
司
は
、
戦
争
中
日
本
が
銃
剣
を
背
景
に
組
織
し
た
華
中
輩
糸
公
司
を

び
前
面
に
押
し
だ
し
た
。

母
艦
と
し
、
戦
後
未
だ
戦
時
位
制
が
解
か
れ
ぬ
下
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
争
前
の
流
れ
と
は
明
確
な
断
絶
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

筆
者
は
、

日
中
戦
争
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
:
:
:
と
書
い
た
。
こ
れ
は
、
反
寅
偲
想
を
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
歴
史
皐
の
タ
ブ
ー
を
犯

し
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
歴
史
的
事
買
と
し
て
は
日
中
戦
争
は
起
こ
り
、

日
本
軍
に
よ
っ
て
誼
糸
改
良
の
成
果
は
破
壊
さ
れ
、
筆
者
の
展
望

し
た
方
向
に
は
準
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
一
意
味
で
は
、

筆
者
は
「
死
ん
だ
子
の
年
を
数
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し

筆
者
が
敢
え
て
タ
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ブ
ー
を
犯
し
た
の
は
、
結
果
と
し
て
辿
っ
た
過
程
を
絶
封
化
し
、

そ
の
過
程
を
唯

一
の
必
然
的
な
も
の
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ

と
を
主
張
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
歴
史
に
お
け
る
必
然
と
偶
然
と
い
っ
た
、
大
き
な
問
題
に
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な

ぃ
。
た
だ
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、

日
中
戦
争
は
本
質
的
に
一
帝
園
主
義
の
侵
略
に
よ
る
戦
争
で
あ
り
、
従
っ
て
、
侵
略
し
た
側
と
さ
れ
た
側

は
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
園
に
と
っ
て
は
、

で
は
、
そ
の
必
然
性
を
同
じ
次
元
で
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
侵
略
は
受
け
る
側
に

日
中
戦
争
は
齢
儀
な
く
さ
れ
た
戦
争
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
政
治
・
経
済
・
祉
舎
の

大
嬰
動
も
、
す
べ
て
を
そ
れ
以
前
か
ら
の
必
然
性
の
「
赤
い
糸
」
で
つ
な
ぐ
詩
に
は
い
か
な
い
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
従
来
の

「
牢
植
民
地

・
牢
封
建
」
祉
曾
論
の
誤
り
が
こ
の
黙
に
あ
る
。
そ
れ
は
杜
曾
主
義
の

一
園
的
必
然
性
を
明
ら
か

中

・
濁
上
口
の
現
象
を
不
可
歓
と
し
た
。
そ
し
て
、

に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
従
っ
て
そ
の
理
論
は
園
家
猫
占
資
本
主
義
の
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
早
熟
的
で
あ
れ
、
資
本
の
集

(

川

〉

(

川

)

四
九
年
の
革
命
の
直
前
に
は
、
確
か
に
資
源
委
員
舎
を
は
じ
め
中
園
紡
織
建
設
公
司
や
中
園



話
糸
公
司
な
ど
、

「
園
家
濁
占
資
本
」
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
現
象
も
存
在
し
た
。
あ
と
は
三

0
年
代
の
「
集
中
・
濁
占
」
或
は
「
園
家
濁

占
」
的
現
象
と
、
不
可
逆
的
な
一
本
の
「
赤
い
糸
」
で
つ
な
げ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
中
戦
争
は
、
こ
の
内
在
的
論
理
の
自
己
展
開
を
加

も
ま
た
こ
う
し
た
必
然
性
論
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
面
を
も
っ
て
い
た
。

濯
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
中
園
社
曾
主
義
は
か
く
し
て
そ
の
必
然
性
が
誼
明
さ
れ
る
、

と
い
う
誇
で
あ
る
。
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
奮
稿

は
そ
の
後
の
祉
曾
主
義
化
も
ま
た
、

し
か
し
、
三

0
年
代
の
現
象
が
不
可
逆
的
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
革
命
直
前
の
「
園
家
濁
占
」
的
現
象
更
に

一
園
的
必
然
性
を
語
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
、
首
一
該
園
際
情
勢
の
下
で
の
戦
時
睦

(

川

〉

制
と
い
う
枠
組
の
中
で
の
み
、
初
め
て
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
た
か
だ
か
一
地
域
の
一
産
業
部
門
で
語
る
に
は
、
問
題
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
奮
稿
で
残
し
た
宿
題
を
果
た

し
て
さ
え
い
れ
ば
、
幸
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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詰(

1

)

「
恐
慌
下
江
新
彊
糸
業
の
再
編
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
各
第
二

抗
、
一
九
七
八
年
。
以
下
、
蓄
稿
と
略
す
。
ま
た
西
暦
の
上
二
桁
(
一

九
)
を
省
略
す
る
。

〈2
)

八
0
年
代
に
入
っ
て
、
中
園
で
の
近
現
代
経
済
史
研
究
は
活
滋
化

し
、
資
料
の
愛
掘
が
進
み
、
多
く
の
研
究
論
文
が
設
表
さ
れ
た
。
本
稿

に
直
接
関
連
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
集
と
し
て
は
、
高
景
岳
・
殿
風
平
配
…

編
『
近
代
無
錫
懇
糸
業
資
料
選
輯
』
、
江
蘇
人
民
・
古
籍
出
版
社
、
八

七
年
(
以
下
『
無
錫
資
料
』
と
略
す
)
が
あ
る
。
ま
た
、
文
史
資
料
な

ど
に
、
関
係
者
の
貴
重
な
回
想
録
が
載
っ
て
い
る
。
本
稿
に
関
連
す
る

も
の
は
次
の
と
お
り
。
費
達
生

「解
放
前
従
事
毅
糸
業
改
革
的
四
億
」

『
文
史
資
料
選
輯
』
八
五
年
第
四
輯
(
以
下
、
費
回
想
録
と
略
)
。
王

- 27ー

化
南
「
我
和
乾
姓
〈
系
)
糸
廠
」
『
無
錫
文
史
資
料
』
第
六
輯
、
八
一
-
一

年
〈
以
下
、
王
回
想
録
と
略
)
。
郷
景
衡
(
川
崎
昭
二
・
池
田
憲
司
誇
)

「
鯨
景
衡
と
永
泰
糸
廠
」
『
近
き
に
在
り
て
』
第
一
一
一
説
、
八
七
年

(
以
下
、
郷
田
想
録
と
略
〉
。
高
景
岳
「
我
的
自
停
」
『
高
景
岳
先
生

紀
念
文
集
』
、
八
七
年
(
以
下
、
高
回
想
録
と
略
)
。
ま
た
、
無
錫
市
政

協
文
史
資
料
研
究
委
員
舎
整
理
「
無
錫
、氷
泰
糸
廠
史
料
片
断
」
『
無
錫

文
史
資
料
』
第
二
輯
、
八
一
年
(
以
下
「
永
泰
片
断
」
と
略
)
は
、
多

く
の
関
係
者
の
回
想
や
謹
言
を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
『
申
報
』
が
復
刻
さ
れ
、
非
常
に
利
用
し
や
す
く
な
っ
た

こ
と
も
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

3

)

筆
者
は
数
年
前
に
中
園
で
の
研
究
動
向
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
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(
「
中
園
に
お
け
る
最
近
の
民
園
期
経
済
史
研
究
の
動
向
」

『
近
き
に

在
り
て
』
第
六

・
七
鋭
、
八
四
・
五
年
)
、
そ
れ
以
後
の
研
究
の
進
展

は
顕
著
で
あ
る
。
特
に
幣
制
改
革
や
奥
地
で
の
毅
時
経
済
建
設
の
肯
定

的
評
償
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
二
J
三
0
年
代
の
個
別
的

・
地
域
的
経

済
状
況
に
関
し
て
も
、
設
展
の
事
貨
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
も
自
に
つ

く
。
但
し
四
五
年
以
後
に
つ
い
て
は
、
四
九
年
の
革
命
の
評
債
に
直
接

的
に
関
わ
る
た
め
か
、
管
見
の
所
、
新
た
な
見
方
を
提
起
し
た
も
の
は

少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
4
〉
も
は
や
、
奮
「
通
説
」
に
針
し
て
、
個
々
の
問
題
で
そ
れ
と
異
な
る

許
債
を
下
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、
全
く
異
な
る
新
た
な

歴
史
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
四
九
年
以
後
の
現
代
中
図
に
針
す
る
新
た
な
視
角

と
、
函
際
的
視
野
に
た
っ
新
た
な
概
念

・
論
理
が
必
要
と
な
る
が
、
さ

し
あ
た
り
は
、
「
通
読
」
を
支
え
た
基
本
概
念
の
再
検
討
が
不
可
飲
で

あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

(
5
〉
本
稿
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
第

一
回
中
園
近
現
代
経
済
史
シ

ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
の
報
告
で
あ
る
。

そ
の
要
旨
は
「
恐
慌
下
の
獄
糸
業
再
編
過

程
に
お
け
る

『
官
』
と
『
民
』
」
と
題
し
て
設
表
し
て
い
る
(『
中
園
滋

糸
業
の
史
的
展
開
』
、
汲
古
書
院
、
八
六
年
〉
が
、
今
回
、
そ
の
後
に

得
た
資
料
も
加
え
、
税
角
も
や
や
縫
え
て
全
面
的
に
書
き
改
め
た
。

(

6

)

江
蘇
省
の
獄
種
改
良
に
つ
い
て
は
、
上
野
章

「経
済
建
設
と
技
術
的
行

入
|
江
蘇
省
総
糸
業
へ
の
一
代
交
雑
種
法
の
導
入
を
例
に
」
(
中
園
現

代
史
研
究
舎
編

『
中
園
園
民
政
府
史
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
八
六
年
)

を
参
照
。
中
園
で
も
い
く
つ
か
の
研
究
が
現
れ
て
い
る
。
祈
江
省
に
つ

い
て
は
、
朱
新
激
主
編
『
漸
江
糸
絢
史
』
、
祈
江
人
民
出
版
社
、
八
五

年
、
が
あ
る
。
同
書
は
掘
削
江
省
政
府
に
よ
る
滋
糸
統
制
は

「生
産
に
封

し
で
も
一
定
促
進
し
た
」
と
し
て
、
園
民
政
府
の
政
策
を
評
債
し
て
い

る
。
し
か
し
、
編
者
の
朱
氏
自
身
が
江
市
削
聯
合
糸
廠
計
輩
の
中
心
人
物

で
あ
る
(
理
事
で
あ
り
、
指
導
委
員
舎
の
委
員
で
も
あ
る
。
註
(

v

m

)

の

書
を
参
照
)
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
淑
江
省
が
推
進
し

た
糸
廠
連
合
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
の
は
、
不
可
解
で
あ
る
。
無
錫

に
関
す
る
主
要
な
研
究
は
、
次
の
と
お
り
。
高
景
岳
A
「同
歩
異
畑
町
|

従
生
産
和
管
理
看
永
泰
糸
廠
和
裕
回
目
糸
廠
之
成
敗
」、
江
蘇
省
中
閣
現

代
史
同
学
舎
編
『
江
蘇
近
現
代
経
済
史
文
集
』
、
八
三
年
、
(
高
A
論
文

と
略
す
。
以
下
も
同
様
〉
。
同
B
「無
錫
縦
糸
工
業
的
変
展
和
企
業
管

理
的
演
後
」

『
中
園
祉
曾
経
済
史
研
究
』
八
三
年
第
一
期
。
同
C
「無

錫
縦
糸
工
業
的
歴
史
地
位
」
『
高
景
岳
先
生
紀
念
文
集
』
、
八
七
年
(
初

稿
は
八
三
年
〉
。
股
翠
県
A

「
縦
糸
工
業
在
無
錫
近
代
経
済
中
的
重
要

地
位
」
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
資
料
』

一一一期
、
八
五
年
。
同
B
「
詔

桑
生
産
輿
無
錫
近
代
農
村
経
済
」

『
近
代
史
研
究
』
八
六
年
第
四
期
。

同
C
「生
糸
外
貿
輿
中
図
糸
業
大
王
醇
割問
萱
」
(
八
七
年
五
月
に
武
漢

の
華
中
師
範
大
祭
で
開
催
さ
れ
た
「
針
外
経
済
関
係
輿
中
閤
近
代
化
図

際
摩
術
研
討
曾
」

へ
の
参
加
論
文
)
。
張
迫
懇
「
関
於
鉱
山
錫
縦
糸
工
業

設
展
的
幾
箇
問
題
」
『
中
国
社
舎
経
済
史
研
究
』
八
五
年
第
四
期
。
銭

耀
輿
A

「我
園
糸
業
巨
子
|
醇
氏
資
本
集
闘
的
経
営
管
理
」

『
無
錫
史

志
』
第
二
期
、
八
六
年
。
同
B

「無
錫
縦
糸
業
歴
史
上
全
盛
時
期
的
改

革
」
、
江
蘇
省
中
園
経
済
史
研
究
禽
編
『
経
済
史
論
衡
』
、
南
京
大
祭
出

版
社
、
八
七
年
。
斐
鐸
「
従
無
錫
醇
家
談
到
替
中
園
民
族
資
木
」

『上

海
経
済
研
究
』
八
六
年
第
四
期
。
編
集
部

「厳
皐
照
答
『
閥
於
無
錫
縦

糸
工
業
設
展
的
幾
箇
問
題
』
」
、
前
掲
『
経
済
史
論
衡
』
。
こ
れ
ら
の
研
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究
の
多
く
は
、
革
新
的
糸
廠
経
管
者
(
と
り
わ
け
醇
書
官
官
己
の
企
業
努

力
に
よ
っ
て
、
無
錫
彊
糸
業
が
復
興
・
裂
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
お
り
、
筆
者
も
多
く
の
こ
と
を
皐
ん
だ
。
但
し
関
心
が
専
ら
企
業
努

力
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
園
民
政
府
の
怒
糸
業
政
策
の
評
債
が
紋

落
し
て
い
る
し
、
本
稿
が
鰯
れ
て
い
る
再
編
に
関
わ
る
諸
勢
力
の
動
向

や
矛
盾
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
萎
論
文
は
、
都
知
錫
欝
家
を
民

族
資
本
の
一
典
型
と
し
て
進
歩
性
を
高
く
評
債
し
、
持
論
の
民
族
資
本
・

官
僚
資
本
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
〈
註
(
3
〉
の
拙
稿
〉
、
こ
こ
で
は
二
黙
の

み
疑
問
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
藤
家
の
動
き
は
蘇
建
委
の
惣

業
統
制
と
切
り
離
せ
な
い
の
に
、
前
者
の
み
を
準
歩
的
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
第
二
に
、
本
稿
で
も
問
題
に
す
る
新
江
省
の
動
き
は
、
氏
の

論
理
か
ら
す
れ
ば
官
僚
資
本
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
反
動
的
と

評
債
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
張
論
文
は
、
「
園
民
黛
政
府
は
彊
桑

事
業
を
保
護
す
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
貿
易
枚

支
の
逆
差
と
財
政
枚
入
の
減
少
に
よ
る
損
失
を
補
う
た
め
に
、
一
層
激

し
く
養
忽
農
民
と
糸
廠
の
略
奪
を
し
た
」
と
、
賃
設
な
し
に
沓
通
設
を

繰
り
返
し
て
い
る
。
な
お
、
張
論
文
は
高
B
論
文
の
い
く
つ
か
の
論
黙

を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
論
文
は
亡
く
な
ら
れ
た
高
氏
に
替

わ
っ
て
巌
皐
照
氏
が
こ
れ
に
反
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
「
古
田
目

的
設
展
」
論
を
除
い
て
(
註
(
位
)
参
照
)
、
殿
氏
の
議
論
の
方
を
基
本
的

に
支
持
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
で
は
、
、
H
，

o
『
『
可
玄
・
4

弓呂田
5
3

2HbSHE--zz-
君。『

r
g品
R
p
o
Z忠一
o
s
-
5
5・、吋

Z
H也

ωoa臼

ω己
同
河
内
W

向。『ヨの曲
E
-
x
t
mロ・
3
L『
N
N
S
ミ
h
N
u
b
-

、2・h
な
与
に
お
芯
匂
さ
れ
と

2
・

J
E
-
-
F
5
8・
が
あ
る
。
彼
は
窓
糸
改
良
蓮
動
の
成
果
を
認
め
つ
つ

も
、
蔽
債
引
下
げ
な
ど
農
村
の
利
盆
を
考
慮
し
な
か
っ
た
た
め
、
農
民

や
地
域
エ
リ
ー
ト
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

(

7

)

奮
稿
第
一
表
参
照
。
世
界
恐
慌
に
よ
り
中
園
製
糸
業
が
受
け
た
打
撃

の
詳
細
は
、
島
一
郎
『
中
園
民
族
工
業
の
展
開
』
第
三
-章

「
製
糸
工
業

と
世
界
恐
慌
」
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
七
八
年
、
参
照
。

(

8

)

奮
稿
第
五
表
参
照
。
ア
メ
リ
カ
生
糸
市
場
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
小

野
征
一
郎
「
昭
和
恐
慌
と
農
村
放
済
政
策
」
(
安
藤
良
雄
編
『
日
本
経

済
政
策
ゅ
ん
論
』
下
、
東
京
大
準
出
版
舎
、
七
六
年
〉
、
松
村
敏
ご
九

二
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
絹
業
」
(
『
(
東
大
)
祉
舎
科
皐
研
究
』
第
三
七

巻
第
二
放
、
八
五
年
〉
参
照
。
後
に
ナ
イ
ロ
ン
が
登
場
し
て
、
生
糸
は

靴
下
か
ら
も
追
い
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
第
二
次
大
戟
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。

(

9

)

筆
者
は
奮
稿
で
は
敢
え
て
「
機
械
」
の
字
を
用
い
た
が
、
こ
こ
で
は

曾
旦
二
郎
氏
の
指
摘
〈
「
中
閣
に
お
け
る
近
代
製
糸
業
の
展
開
」
『
歴

史
皐
研
究
』
第
四
八
九
説
、
八
一
年
〉
に
従
っ
て
「
器
械
」
で
統
一
す

る
。
な
お
筆
者
は
、
技
術
面
で
の
多
僚
機
段
階
(
抗
日
戦
争
前
の
中
園

は
こ
れ
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
)
で
は
、
「
機
械
」
を
用
い
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

(
叩
〉
「
錫
邑
曾
爾
整
理
糸
廠
問
題
」
『
工
商
牢
月
刊
』
第
四
谷
第
一

O

期
、
三
二
年
。

ハ
ロ
)
「
糸
廠
業
的
呼
綴
」
『
紡
織
周
刊
』
第
二
巻
第
二

O
期
、
三
二
年
。

(
ロ
)
『
紡
織
周
刊
』
第
二
巻
第
四
二
期
、
三
二
年
。
こ
の
案
も
ま
た
具
鐙

性
に
乏
し
く
、
ま
た
文
の
末
尾
で
よ
り
現
貫
性
の
あ
る
生
糸
貿
易
へ
の

園
家
介
入
を
主
張
し
て
い
る
所
か
ら
し
て
、
一
種
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
を

狙
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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(
日
)
莫
に
つ
い
て
、
上
原
重
美
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「今
か

ら
七
八
年
前
上
海
製
糸
界
に
風
雲
児
と
も
言
ふ
べ
き
人
物
に
莫
鰯
清
と

い
ふ
製
糸
家
が
あ
っ

た
。
彼
は
久
成
糸
廠
を
始
め
、

雲
成
、
叉
成
、
利

成
等
拾
倣
箇
の
工
場
約
三
千
五
百
釜
を
統
括
し
て
盛
に
活
躍
し
た
も
の

で

・:
妹
腕
を
持
っ
て
居
っ
た
。
然
し
こ

の
大
経
営
も
長
縦
き
は
せ

ず
、
開
も
な
く
破
綻
に
終
り
、
そ
し
て
莫
氏
の
波
落
後
依
然
そ
の
残
燃

と
見
る
べ
き
も
の
」
が
久
成
系
統
の
糸
廠
で
あ
る
、
と
(
怒
糸
業
同

業
組
合
中
央
禽
『
支
那
認
糸
業
大
翻
』
、
二
九
年
、
三
二
九
l
一一一一
一一
O

頁〉。

ま
た
彼
の
提
案
を
報
道
し
た
記
事
(
次
の
註
(

H

)

参
照
)
は
、
莫

は
「
十
銭
年
前
に
同
時
に
一
五
の
糸
廠
を
創
業
し
、
か
つ
ま
ず
最
初
に

製
造
し
た
糸
を
ア
メ
リ
カ
に
運
搬
販
賀
し、

中
園
糸
廠
業
が
ア
メ
リ
カ

と
直
接
交
易
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
環
境
の
刺
激

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
糸
業
を
離
脱
し
て
閑
居
し
た
」
と
俸
え
て
い

ザ心。

(
H
〉

「莫
鰯
清
氏
中
園
糸
業
托
妹
斯
計
査
」

『
紡
織
周
刊
』
第
三
谷
第
九

期、

「簿
議
創
組
糸
業
托
練
習
『
銀
行
週
報
』
第

一
七
巻
第
七
期
、

思
様

「談
糸
業
托
錬
司
」

『
銭
業
月
報
』
第

一一一一
程
第
一
一
一
期
、
い
ず
れ

も
三
三
年
。
こ
れ
は
報
道
の

一
部
で
あ
る
。
『
紡
織
周
刊
』
同
期
の

「編
者
輿
読
者
」
欄
で
は
、

こ
の
案
を
先
の
園
管
論
と
精
神
を
同
じ
く

す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
慣
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
糸
業
の
先
輩
か

ら
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
、
大
き
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

(江川)

煩
墳
な
た
め
、
こ
こ

で
は
滋
改
委
の
常
務
委
員
の
名
簿
の

み
掲
げ

る
。
曾
養
甫

(委
員
長
、
市
川
江
省
建
設
腕
)
・
翻
照
鴻

(貸
業
部
〉・

沈

百
先
(
江
蘇
省
建
設
腕
)
・
張
公
権
(
中
園
銀
行
)
・
胡
筆
江
(
中
南
銀

行
)
・
醇
存
萱

(永
泰
糸
廠
)
・
奥
申
伯
(
瑞
給
糸
廠
)
・

葛
敬
中
〈
中

図
合
衆
議
桑
改
良
舎
)
・
何
向
卒
(
同
)
・
冷
遜
(
鋲
江
後
井
巷
女
子
職

業
皐
校
)
。

以
上
は
註
〈
日
)
の
蓄
の
「
木
曾
委
員
一
党
」
に
よ
る
。
一
係
強

委
は
『
江
蘇
建
設
月
刊
』
第
三
谷
第
一一一
期
、
三
六
年
、
の
末
尾
参
照
。

祈
賞
委
は
『
中
支
那
重
要
図
防
資
源
生
糸
調
査
報
告
』
、
四

O
年
(
油

印
本
)
、
附
録
参
照
。
醇
と
奥
は
、
正
確
に
は
蘇
強
委
で
は
委
員
に
過

ぎ
な
い
が
、
常
務
委
員
は
二
名
し
か
い
な
い
た
め
、
委
員
が
他
機
関
の

常
務
委
員
に
相
賞
し
よ
う
。
こ
の
二
人
の
他
、
葛
敬
中
が
三
機
関
の
役

員
を
粂
ね
て
い
る
。

(
国
〉
本
節
と
次
節
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
・
『
全
園
経
済
委
員
舎

怒
糸
改
良
委
員
舎
二
三
年
度
工
作
報
告
』
「
工
作
報
告
」

(
六
)
提
侶

組
織
聯
合
糸
廠
設
置
新
式
糸
車
、
に
よ
る
。

(
口
〉
蒋
師
岡
「
鼠
糸
衰
落
撃
中
之
杭
州
縦
糸
廠
」

『
所
江
省
建
設
月
刊
』

第
九
谷
第
三
期
、
三
五
年
。

(
市
山
)
多
係
機
百
蓋
の
償
格
を
一
高
元
と
す
る
と
、
貸
款
方
式
の
初
年
度
が

自
己
捻
出
分
四
O
O
O元
+
利
子
一
二

O
元
計
四
二
一

O
元
に
到
し
、

租
用
方
式
は
僅
か
に
六

O
O元
で
あ
る
。
勿
論
、
後
に
は
負
擦
は
逆
帥
押

し
、
第
四
・
五
年
度
に
は
租
用
が
貸
款
の
約

一
・
五
倍
に
な
る
。

(
印
)
註
(
日
山〉の
書
、「
新
江
省
三
年
来
改
良
盟
業
之
概
述
」
。

こ
の
時
掘削彊

委
は
、
買
付
け
た
約
一
高
一
千
四
百
捻
の
う
ち
約
四
千
揺
を
緯
成
鶴

記

・
長
安
な
ど
の
市
川
江
の
糸
廠
に
賀
却
し
、

残
り
を
江
市
川
聯
合
糸
廠
に

代
綴
さ
せ
た
。

(
却
〉
『
申
報
』

三
六
年
五
月
一
一
一
目
、
「
江
前
商
館
糸
統
制
曾
、
夜
起
聯

ム
口
縦
糸
社」
。

(
幻
)
市
川
江
省
建
設
雌
強
糸
統
制
委
員
舎
縞

『
祈
江
省
建
設
勝
二
四
年
改
良

惣
桑
事
業
奨
報
』
一
三
ハ
年
、
「
品
目
議
紀
録
」。
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(
幻
〉
同
右
。

(
お
)
三
二
年
秋
期
に
も
漸
惣
委
自
身
が
繭
購
入
に
乗
り
出
し
て
い
る
が
、

こ
の
時
は
醇
家
の
奪
新
糸
廠
の
み
が
代
総
を
務
め
て
い
る
(
「永
泰
片

断」)。

(

M

A

)

欝
寄
萱
は
李
鴻
章
の
片
腕
醇
一
職
成
の
孫
と
い
う
名
門
出
身
で
あ
り
、

「
紡
績
大
王
」

「製
粉
大
王
」
祭
宗
敬
を
岳
父
に
も
ち
、
張
公
権
と
の

つ
な
が
り
も
深
か
っ
た
(
小
野
忍
「
無
錫
の
製
糸
業
」
『
満
微
調
査
月

報
』
第
一

一
一
巻
第

一
O
鋭
、
四

一
年
)
。
更
に
、
宋
子
文
は
ア
メ
リ
カ

留
皐
の
際
の
同
窓
生
で
あ
り
、
そ
の
関
係
で
幣
制
改
革
前
に
情
報
を
得

て
、
ひ
と
も
う
け
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
(
孫
朔
風

「記
一
九
一
一
一
一
一

年
無
錫
糸
廠
工
人
大
罷
工
」
『
無
錫
文
史
資
料
』
第
四
輯
、
八
二
年
〉
。

(
お
)
春
は
沈
九
如
「
八
年
来
新
江
省
救
済
滋
糸
事
業
之
概
述
」

『
新
江
省

建
設
月
刊
』
第
九
各
第
三
期
、
三
五
年
。
秋
・
晩
秋
は
そ
れ
ぞ
れ
註

(
幻
)
の
第
七
次

・
第
八
次
常
務
委
員
曾
舎
議
録
に
よ
る
。
春
は
漸
江
の

生
繭
生
産
量
計
約
一一一

一
高
揺
中
六
寓
徐
猪
(
約
二
O
W
A
、
改
良
種
繭
中

の
約
四
八
%
)
、
私
は
六
寓
捲
中
の
二
高
四
千
搭
(
四
O
U
A
)

を
代
線

さ
せ
た
。
晩
秩
は
見
込
み
生
産
量
乾
繭
二
千
八
百
猪
(
質
際
は
生
繭
約

五
千
猪
)
中
の
一
千
据
(
約
一
三
ハ
W
A
)

を
代
縦
さ
せ
る
預
定
で
あ
っ

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
秋
と
晩
秋
は
す
べ
て
改
良
種
繭
で
あ
り
、
と
り

わ
け
改
良
種
繭
に
占
め
る
代
縦
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
お
)

「出
江
省
建
設
廓
彊
糸
統
制
委
員
舎
二
十
三
年
秋
繭
縦
糸
緋
法
」
、

興
亜
院
筆
中
連
絡
部
『
中
支
那
重
要
閣
防
資
源
生
糸
調
査
報
告
』
、
四

一年、

二一

四
一
頁。

ハ幻〉

「漸
江
省
建
設
臆
滋
糸
統
制
委
員
舎
二
十
四
年
春
繭
縦
糸
緋
法
」
、

註
(
幻
〉
の
書
の
一軍
則
に
よ
る
。

(
お
)

三
五
年
一
一
月
の
日
附
の
あ
る
『
全
園
経
済
委
員
曾
工
作
報
告
』

は
、
江
漸
聯
合
糸
廠
に
つ
い
て
、
「
江
漸
雨
省
の
糸
廠
の
加
入
が
非
常

に
多
い
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
原
稿
提
出
と
出
版
の
時
開
の
.す
れ

に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

(

m

U

)

註
〈
幻
)
に
同
じ
。

(
初
〉
註
(
げ
〉
に
同
じ
。

(
む
)
前
掲
『
淑
江
糸
綱
史
』
、
一
七
七
頁
。

〈m
ω
)

求
良
儒

「近
代
新
江
糸
網
業
民
族
資
本
的
変
生
奥
設
展
」
、
中
園
人

民
政
治
協
荷
重
誠
漸
江
省
委
員
舎
文
史
資
料
研
究
委
員
曾
編
諒
江
籍

資
本
家
的
興
起
』
、
新
江
人
民
出
版
祉
、
八
六
年
。
上
海
の
業
者
と
は

秦
友
鶴
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
名
か
ら
鶴
記
と
つ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る。

(
お
)
都
回
想
録
。
恵
総
糸
廠
は
、
杭
州
糸
廠
を
設
計
し
初
代
工
場
長
と
な

っ
た
周
君
梅
(
張
静
江
の
女
婿
)
が
創
業
し
た
糸
廠
で
、

三
二
年
に
設

立
さ
れ
た
。
開
源
糸
廠
は
、
藤
家
が
牽
新
糸
廠
を
創
設
し
た
際
、
多
僚

機
の
設
計
を
し
た
王
左
泉
(
都
回
想
録
で
は
王
祖
泉
と
な
っ
て
い
る
)

が
、
三
一
年
、
筆
新
創
業
前
に
秘
か
に
設
立
し
た
糸
廠
で
あ
る
。
こ
の

経
過
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
、
雨
廠
と
も
に

最
初
か
ら
多
僚
機
を
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
五
年
段
階
で
恵
倫

は
一
四
六
墓
、
開
源
は
六
四
壁
の
多
僚
機
を
持
っ
て
い
た
(
前
掲
『
掘
削

江
糸
綱
史
』
、

一八

一
頁
)
が
、
怒
改
委
か
ら
の
租
用
は
そ
れ
ぞ
れ
六

六
翠
・
三
二
裂
で
あ
っ
た
(
註
(
日
)
に
同
じ
〉
。

(
川
品
)
粛
山
豚
の
慶
雲
糸
廠
は
、
前
身
は
清
末
に
設
立
さ
れ
た
合
義
和
糸
廠

で
〈
前
掲
『
祈
江
糸
綱
史
』
、
一

八
O
頁
)
、
嘗
時
漸
江
で
最
も
由
緒
あ

る
糸
廠
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
は
西
湖
製
種
場
の
経
営
者
で
新
彊
委
常
務
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委
員
の
み
肌
丹
扉
が
経
営
し
て
い
る
が
、
恩
給
・
開
源
と
同
様
な
状
況
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
潟
紫
闘
編
『
嘉
興
豚
農
村
調
査
』
、

一二
六
年
、
七
七
頁
。

(
お
)
前
掲
『
支
那
滋
糸
業
大
観
』
、
三
六
五
J
六
頁
。

(
釘
)
例
え
ば
三
五
年
春
を
み
る
と
、
鹿
雲
糸
廠
は
代
縦
糸
廠
を
務
め
た

他
、
濁
自
に
生
繭
約
二
高
指
(
殆
ど
が
土
種
繭
)
を
購
入
し
て
い
る
。

同
様
に
開
源
約
五
百
捻
(
改
良
種
)
・
緯
成
鶴
記
約
七
千
携
(
全
て
改

良
種
〉
・
東
郷
約
九
千
猪
(
殆
ど
改
良
種
)
で
、
慶
雲
を
除
い
て
、
こ

こ
で
も
優
良
な
改
良
種
繭
の
比
率
が
高
い
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
他
に

江
蘇
の
永
盛
・
瑞
紛
が
、
濁
自
に
淑
江
か
ら
も
購
入
し
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
湖
沼
委
購
入
分
に
代
縦
糸
廠
の
濁
自
購
入
分
を
合
わ
せ
る
と
、

全
鎧
の
約
三
四
%
、
改
良
種
繭
の
約
六
四
%
を
占
め
る
こ
と
に
な
る

(
註
(
幻
)
の
「
春
期
統
制
管
理
牧
繭
経
過
概
況
」
よ
り
算
出
)。

(
叩
山
〉
合
済
寛
「
江
蘇
凶
行
路
業
統
制
中
幾
箇
問
題
的
商
討
」

『
江
蘇
建
設

月
刊
』
第
二
巻
第
三
期
、
三
五
年
、
二
ハ
頁
。
彼
は
翌
年
、
蘇
惣
委
の

委
員
長
に
な
っ
た
。

(
ぬ
)
後
述
の
よ
う
に
、
興
業
公
司
や
永
泰
公
記
糸
廠
に
貸
し
出
さ
れ
た
。

(
伺
〉
高
景
岳
「
漫
談
抗
戦
前
的
無
錫
縦
糸
工
業
」
(
但
し
「
無
錫
資
料
』
、

三
五
八
頁
に
よ
る
)
。

(
川
出
)
乾
姓
系
の
糸
廠
に
つ
い
て
は
、
王
回
想
録
参
照
。
乾
姓
糸
廠
の
女
工

の
技
術
訓
練
に
、
女
認
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る

q無
錫
資
料
』
、
三

三
O
頁
)
。

(
必
)
費
回
想
録
や
高
景
岳

・
殿
風
十
照

「強
桑
数
育
家
和
革
新
家
郷
関
彊
」

コ
仏
刊
紙
文
史
資
料
』

二
ニ
、
八
三
年
、
参
照
。
な
お
女
慣
に
つ
い
て

は
、
他
に
之
凡
「
女
溜
校
和
江
蘇
強
業
改
準
」

『
農
史
研
究
』
第
五

韓
、
八
五
年
、
が
あ
る
。

(
必
〉
二
人
に
つ
い
て
は
、
余
庚
彫
「
費
孝
遜
和
他
的
姐
姐
費
達
生
」
(
『新

観
察
』
八
四
年
第
二
期
〉
参
照
。

(
仏
〉
邦
誇
は
仙
波
泰
雄
・
堕
谷
安
夫
誇
『
支
那
の
農
民
生
活』
、
生
活
社
、

三
九
年
。
八
六
年
に
江
蘇
人
民
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
た
費
孝
通
『
江
村

経
済
』
に
は
、
こ
の
本
の
中
園
語
誇
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
島

E

国
治
ほ
か
誇
『
中
園
長
村
の
細
密
蛮
』
(
研
文
出
版
、
八
五
年
)
に

は
、
そ
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
邦
謬
が
あ
る
。
費
達
生
ら
の
農
村
襲
革

運
動
は
、
費
孝
通
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
、
現
在
の
郷
銀
企
業
論
に
設

展
し
た
(
「
小
城
銀
大
問
題
」
『
江
海
底
十刊
』
八
四
年
第
一
期
。
こ

の
邦
誇
は
大
里
浩
秋
・
並
木
頼
畳
間
誇
『
江
南
農
村
の
工
業
化
』
、
研
文

出
版
、
八
八
年
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
〉
。

(

M

W

)

『無
錫
資
料
』
、
三
四
=貝。

(
日
明
)
費
回
想
録
。
租
廠
は
三
六
年
で
あ
る
。
女
強
は
同
年
更
に
、
同
豚
卒

望
一
銀
一
に
卒
皇
制
世
糸
所
な
る
小
型
糸
廠
を
創
設
し
て
い
る
。

(
幻
)
『
申
報
』
三
七
年
六
月
一
目
、
「
蘇
州
、
合
作
社
設
廠
」。

(
川
崎
)
例
え
ば
、
註
(
幻
)
に
よ
れ
ば
、
第
四
次
常
務
委
員
舎
で
新
認
委
が
一

寓
元
支
出
し
て
新
式
器
械
を
設
置
さ
せ
て
い
る
。

(
品
切
〉
費
淫
生
と
同
じ
く
合
作
化
を
主
張
し
た
沈
文
緯

(
彼
は
こ
れ
を
「
杜

禽
化
経
営
」
と
表
現
し
た
)
は
、
費
が
園
家
に
よ
る
統
制
の
必
要
も
承

認
し
て
、
「
統
制
合
作
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
次

の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

「統
制
と
合
作
は
二
つ
の
異
な
る
経
済
盟

系
で
あ
っ
て
、
混
同
し
て
語
れ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
す
べ
き
で

あ
る
。
前
者
は
政
治
的
・
濁
裁
的
で
あ
り
、

後
者
は
祉
舎
的
・
民
主
的

で
あ
る
」

(
『
中
園
強
糸
業
興
枇
舎
化
経
営
』
、
上
海
生
活
書
庖
、
三
七
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年
、
二
八

O
頁
〉
。
も
っ
と
も
彼
自
身
も
こ
れ
以
前
に
新
江
省
政
府
が
経

管
の
責
任
を
も
っ
資
本
二
千
寓
元
の

「
漸
江
人
民
経
営
彊
糸
事
業
社
」

設
立
を
建
議
し
て
い
る
。

こ
の
建
議
は
無
論
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

掘
削
江
の
官
営
方
式
に
示
唆
を
輿
え
た
可
能
性
は
あ
る
(
同
書
、
二
三
七

頁
以
下
〉
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
抗
回
戦
争
期
の
工
業
合
作
祉
に
謝
す
る

園
民
政
府
の
態
度
の
襲
化
(
菊
池
一
隆
氏
の
一
連
の
研
究
参
照
〉
も
、

こ
う
し
た
上
下
隻
方
か
ら
の
組
織
化
の
矛
盾
の
願
在
化
と
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
ま
た
理
念
は
と
も
か
く
現
質
に
は
、
三

0
年
代
の
合
作
祉

も
、
上
か
ら
の
組
織
化
の
面
を
も
っ
て
い
た
。
次
の
註
(
印
)
参
照
。

(
印
〉
関
弦
弓
合
作
糸
廠
の
場
合
も
、
費
孝
通
は
理
念
と
現
寅
と
の
大
き
な

ず
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
理
念
の
上
で
は
、
吐
員
こ
そ
が
経
営
の
主
睦

で
あ
り
、
「
工
場
の
最
後
の
決
定
擦
は
組
合
員
の
総
舎
が
こ
れ
を
所
有

す
る
」
。
し
か
し
現
寅
に
は
、
「
村
民
に
は
無
同
学
者
の
率
が
高
く
、
教

育
の
機
舎
が
な
い
た
め
に
、
改
革
家
が
、
員
の
工
場
主
た
る
村
民
を
訓

練
す
る
計
査
を
寅
行
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
」
。
そ
の
結
果
、

「
組
合
員
は
、
利
潤
の
形
で
現
れ
る
貿
際
上
の
利
盆
が
組
合
員
に
分
配

さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
以
外
に
工
場
を
理
解
し
て
ゐ
な
い
」
《
だ
か
ら
工

場
の
利
潤
が
借
入
金
返
済
に
充
て
ら
れ
、
農
民
へ
の
分
配
が
な
さ
れ
な

い
と
直
ち
に
幻
滅
を
感
じ
、
出
資
金
の
排
い
込
み
を
中
断
し
た
。
そ
の

た
め
、
総
額
の
半
分
し
か
梯
い
込
ま
れ
ず
、
金
融
的
に
は
政
府
の
信
用

供
輿
に
基
礎
を
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
前
掲
『
支
那
の

農
民
生
活
』
)
。
勿
論
、
人
聞
の
運
動
は
常
に
蔦
能
の
郎
放
棄
に
は
成
り

え
な
い
以
上
、
初
期
の
こ
の
様
な
矛
盾
の
存
在
故
に
運
動
の
一
意
義
を
否

定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

ハ
日
)
『
経
済
研
究
』
第
一
巻
第
九
期
、
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四

O
年、

「
漸
江
開
放
繭
禁
」
。
利
子
は
前

(
臼
)
『
申
報
』
三
六
年
三
月
二
四
目
、

と
同
じ
二
%
で
あ
る
。

(
臼
)
三

O
年
は
李
安
「
調
査
新
江
強
糸
業
以
後
」
(
『
園
際
貿
易
導
報
』

第
一
程
第
五
鋭
、
三

O
年
〉
、
三
七
年
は
沈
九
如
「
十
年
来
之
漸
江
霞

糸
業
」
〈
『
新
江
省
建
設
月
刊
』
第
一

O
巻
第
一
一
期
、
三
七
年
〉
に

よ
る
。

〈
臼
〉
こ
の
時
の
繭
不
足
は
、
基
本
的
に
は
、
不
況
を
脱
す
る
過
程
に
お
け

る
需
給
の
不
均
衡
に
よ
っ
て
、
不
可
避
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
問
題
に
関
連
し
て
、
前
掲
『
漸
江
糸
綱
史
』
は
、
「
図
民
無
政
府
は

繭
源
を
支
配
し
、
債
格
を
抑
え
て
繭
を
買
い
、
養
強
農
家
の
生
産
へ
の

積
極
性
を
挫
き
も
し
た
」
(
一
七
四
頁
〉
と
し
て
い
る
が
、
生
産
一意
欲

を
挫
い
て
生
産
を
促
進
す
る
(
註
〈
6
〉
参
照
)
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ

る
。
養
強
農
家
が
公
定
繭
債
格
に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
寅
で

あ
ろ
う
が
、
債
格
の
適
否
は
賀
糸
業
全
健
の
復
興
の
中
で
評
債
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
低
繭
償
格
に
よ
る
生
産
意
欲
の
減
退
は
よ
り
多
く

土
種
繭
に
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
一
時
的
に
は
繭
減
産
を
導
く
が
、

他
方
長
期
的
に
は
改
良
種
の
普
及
を
促
進
す
る
面
を
み
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
更
に
繭
債
統
制
は
、
糸
の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
る
た

め
、
低
債
格
を
基
調
と
し
た
こ
と
は
事
質
だ
と
し
て
も
、
養
綴
農
家
の

最
低
限
の
再
生
産
は
保
設
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
新
資
委
が
購
入
債
格
が
低
過
ぎ
る
こ
と
を
理
由
に
上

海
向
け
の
繭
を
差
し
止
め
、
上
海
の
糸
廠
や
初
江
繭
業
公
曾
か
ら
抗
議

さ
れ
た
事
件
(
『
申
報
』

一
二
六
年
六
月
二
日

i
一
六
日
を
参
照
)
は
、

説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
註
(

6

)

張
論
文
は
、
繭
の
需
給
の

不
均
衡
や
低
債
格
の
主
要
な
原
因
を
園
民
政
府
の
枚
奪
政
策
に
求
め
て
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い
る
が
、
経
済
法
則
と
一
一
一

0
年
代
の
中
園
菰
糸
業
が
お
か
れ
た
具
鐙
的

状
況
と
を
全
く
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
と
い
う
他
な
い
。

(
日
〉
「
木
市

(上
海
〉
は
・
:
:
冊
目
泰

・
恰
和

・
積
依

・
中
興
等
五
J
六
の

糸
廠
が
中
十
新
式
の
再
線
機
に
改
め
た
以
外、

多
数
は
依
然
と
し
て
数
十

年
前
の
イ
タ
リ
ア
式
の
機
械
で
縦
糸
し
て
い
る
」
。
金
磁

「
乾
繭
之
出

口
槻
」

(『申
報
』
三
七
年
一
月
二
八
日
)
。

(
出
〉
「
市
川
統
制
抱
糸
反
響
」

『
良
厚
月
刊
』
第
一
各
第
三
期
、
三
五
年
。

な
お
こ
の
記
者
は
、
上
海
の
繭
不
足
の
宣
停
は
誇
大
で
あ
る
と
し
、

本

一一昔
を
こ
の
ラ
イ
バ
ル
封
じ
に
求
め
て
い
る
。

(
幻
)
註
(
臼
)
沈
論
文
。

(
回
)
『
申
報
』
三
六
年
三
月一一
一
一
一
日
、
「
出
席
術
詔
糸
統
制
舎
、
沈
騨
臣

等
昨
晩
返
抱」。

ま
た
註
(
臼
)
も
同
じ
。

(
臼
〉
但
し
こ
れ
は
明
記
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
貿
際
に
と
ら
れ
た
順
序
で

あ
る
。

(ω)
「
所
惣
糸
統
制
合
決
設
江
術
聯
合
糸
廠
」

『
民間月
十月
刊
』
第
二
谷
第

四
期
、

三
六
年
。

(
臼
)
挑
方
仁
・
方
伴
決

「
一
年
来
之
祈
江
経
済
」
『
園
際
貿
易
相
哨
報
』
第

九
谷
第
二
鋭
、
三
七
年
。

(
臼
)

「
申
報
』
三
六
年
九
月
一
四
日、

「
全
経
委
合
議
定
、
秋
繭
標
準
債

格
」
。
同
じ
く
一

O
月
一
一
一
日
、
「
江
湖
秋
繭
軟
枚
、
泡
廠
原
料
飲
乏

恐
慌
」
。

(日〉

『新
間
報』

三
七
年
五
月
一
一
一
一
目
、
「
祈
統
制
品
目
放
楽
自
牧
」
。
祈

認
委
は
「
民
間
と
の
競
争
を
避
け
る
た
め
、
今
年
は
春
簡
を
自
己
牧
買

す
る
計
山
訟
を
放
棄
す
る
」
と
し
て
い
る。

し
か
し
最
も
牧
設
の
多
い
春

脳
の
放
楽
は
、
代
縦
方
式
の
宜
質
的
放
棄
に
等
し
い。

(
臼
)
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
は
貸
款
方
式
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
、
三
五
年

(
前
掲

『
祈
江
糸
綱
史
』

一
八

O
J
一
八
一
頁
)
と
一
一
一
七

年
(
註
(
臼
)
沈
論
文
)
の
探
械
設
備
を
比
較
す
る
と
、
多
係
機
は

一一一一

O
四
益
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
こ
の
時
の
も
の
ご

二
0
0

2
〉
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
に
多
係
機
を
導
入
し
た
糸

廠
は
省
渓

・
秀
紛

・
湖
沼
校
・
山
pm
裕

・
公
利

・
長
安

・
泰
紛
で
あ
り
、

後
三
廠
は
一
度
も
代
縦
糸
廠
に
な
っ

て
い
な
い
し
、
前
四
廠
も
一
度
だ

け
で
あ
る
。

(日
)

註
(
6
)
の
高

・
殿

・
銭
各
氏
の
諸
論
文
参
照
。
技
術
面
で
は
、
郷
回

想
録
参
照
。
彼
は
永
泰
系
糸
廠
の
技
術
改
革
の
中
心
人
物
で
あ
る
。

な
お

「永
泰
片
斯
」
に
よ
れ
ば
、
三
二
年
に
農
本
局
か
ら

一
五
高
元

を
借
り
、
永
盛

・
永
士
口
(
後
に
永
盛
に
統
合
)
雨
廠
の
設
備
改
良
を
行

な
っ

て
い
る
。

(
伺
)

嘗
時
、
程
嫡
若
の
乾
泰
糸
廠
に
勤
務
し
て
い
た
高
景
岳
も
、
無
錫
の

糸
廠
の
統

一
組
織
化
を
願

い、

資
本
百
高
元
の
「
興
業
糸
蹴
貿
易
公

司
L

の
.フラ

ン
を
作
成
し
て
い
た
と
い
う
(
註
(

ω

)

に
同
じ
。
三
五
七

頁
)。

(
町
)
「
無
錫
秋
繭
市
概
況
」

『
工
商
半
月
刊
』
第
四
谷
第
一
九
抗
、

一一一一一

年。

(
伺
〉
「
、
氷
泰
片
断
」
。
以
下
の
興
業
公
司
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
わ

ら
な
い
限
り
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

(
伺
〉
王
回
想
録
。

(
叩
〉
王
回
想
録
及
び
高
回
想
録
。
嘗
時
醇
は
王
を
抱
き
込
も
う
と
し
て
い

た
。
王
は
高
景
岳
に
相
談
し、

官
同
が
註
(
伺
)
の
.
フ
ラ
ン
を
も
と
に
起
草

し
た
の
で
あ
る
。
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(
冗
)
王
回
想
録
。
ま
た
銭
鍾
漢
氏
に
よ
れ
ば
(
「
無
錫
五
箇
主
要
産
業
資

本
系
統
的
形
成
輿
設
展
」
『
文
史
資
料
遺
構
』
第
二
四
輯
、
六
二
年
)

淑
江
興
業
銀
行
を
後
楯
と
し
た
と
い
う
。

(

η

)

『
申
報
』
一
一
一
六
年
一
月
一
九
日
の
「
無
錫
、
糸
市
高
朔
糸
廠
復
興
」

は
、
辞
ら
の
永
利
公
司
が
三
七
廠
を
借
り
る
と
俸
え
て
い
る
。
蛍
時
ま

だ
「
興
業
公
司
」
の
名
稽
が
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
二
月
二
日
の
記
事
以
降
は
、
正
し
く
興
業
公
司
と
し
て
い
る
。

(

η

)

「
永
泰
片
断
」
は
、
程
痢
若
の
乾
姓
一
・
二
、
王
化
南
の
乾
麺
一
・

一
一
と
乾
星
、
張
子
振
の
泰
堕
・
潤
康
、
鄭
海
泉
の
瑞
昌

一
・
二
の
九
廠

と
し
て
い
る
。
但
し
乾
星
は
他
資
料
に
み
え
ず
、
王
回
想
録
に
い
う
乾

麺
三
廠
の
誤
り
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
王
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
潤

康
糸
廠
は
王
ら
に
貸
し
出
さ
れ
て
乾
斑

一
廠
に
な
っ
て
お
り
、
話
が
合

わ
な
い
。

(
九
)
郷
回
想
録
で
は
、
同
盟
・
寛
成
が
振
鈴
・
有
成
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
万
〉
「
永
泰
片
新
」
は
又
貸
し
し
た
糸
廠
の
例
と
し
て
、
源
康
糸
廠
を
穆

げ
て
い
る
。
ま
た
銭
A
論
文
で
は
、
休
業
さ
せ
た
糸
廠
を
五
J
六
廠
と

し
、
そ
の
例
と
し
て
恒
盆
・
偉
大
・
九
徐
・
寓
盆
を
掌
げ
て
い
る
。

〈
町
内
〉
「
永
泰
片
断
」
は
緯
成
鶴
記
と
辛
庄
に
あ
る
糸
廠
と
し
て
い
る
が
、

糸
廠
所
在
地
に
辛
庄
な
る
地
名
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
銭
A
論
文
は

新
市
の
糸
廠
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
い
な
ら
公
利
糸
廠
と
な
る
。

公
利
と
緯
成
鶴
記
は
、

こ
の
頃
と
も
に
上
海
の
秦
友
鶴
の
経
営
に
院
し

て
い
た
と
い
う
共
通
黙
も
あ
り
(
註
(
臼
)
沈
論
文
)
、
こ
の
可
能
性
が

高
い
と
思
う
。
ま
た
銭
A
論
文
は
、
興
業
公
司
が
支
配
し
た
糸
廠
数
を

三
六
と
し
て
い
る
。

(
竹
)
後
者
の
数
字
は
『
無
錫
資
料
』
、
三
五
九
頁
の
呂
換
泰
の
謹
言
に
よ

る
。
同
資
料
は
こ
の
年
繭
購
入
参
加
人
員
を
二
高
三
千
三
百
人
と
し
て

い
る
が
、
「
永
泰
片
断
」
は
千
絵
人
と
し
て
い
る
。
後
の
数
字
は
無
錫

な
ど
六
豚
を
含
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
記
述
も
、
カ
バ
ー

し
て
い
る
地
域
や
、
興
業
公
司
の
み
な
の
か
永
泰
系
の
全
て
の
数
字
な

の
か
と
い
う
黙
で
、
田
駅
味
さ
が
み
ら
れ
る
。

(
刊
山
〉
厳
C
論
文
。

(
乃
)
『
申
報
』
一
一
一
七
年
二
月
五
日
の
「
糸
廠
昨
起
完
全
停
工
」
に
よ
れ

ば
、
永
泰
糸
廠
は
約
九
O
高
元
、
興
業
公
司
は
約
三

O
高
元
と
し
て
い

る
。
ま
た
銭
A
論
文
は
興
業
公
司
の
純
利
を
二
二
四
高
元
、
総
経
理
醇

潤
培
の
紅
利
を
二
八
高
元
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
の
数
字
と
離
れ

過
ぎ
て
い
る
。

(
剖
)
銭
A
論
文
に
よ
れ
ば
、
華
新
・
永
盛
と
永
泰
の
多
僚
機
は
九

0
1九

四
黙
、
永
泰
の
日
本
式
器
械
と
錦
記
そ
し
て
民
堕
の
一
部
は
八
五
J
八

七
鮎
、
民
堕
の
残
り
と
隆
昌
が
七
八
J
八
一
勲
、
借
り
入
れ
た
他
の
糸

廠
は
七
五
J
八
三
駄
の
糸
を
生
産
し
た
と
い
う
。

(
町
山
)
陸
仰
淵
「
抗
戦
前
無
錫
工
業
化
過
程
的
特
勲
輿
意
義
」
『
近
代
史
研

究
』
八
六
年
第
四
期
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
資
本
二
五
六
寓
元
、
支
配

し
た
繭
行
六
百
以
上
、
年
産
糸
量
二
首
内
鎗
以
上
、
年
産
額
四
千
蔦
元

で
、
無
錫
器
械
糸
生
産
の
九
O
%を
占
め
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が

ど
の
史
料
に
も
と
づ
い
た
の
か
明
か
で
は
な
い
し
、
形
の
上
か
ら
は
興

業
公
司
よ
り
規
模
を
縮
小
し
た
永
泰
公
記
糸
廠
の
数
字
と
し
て
は
大
き

過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
位
)
『
申
報
』
一
二
六
年
二
月
二
八
日
、
一
糸
廠
業
公
舎
、
通
告
聯
合
管
業
」
。

(
出
〉
『
申
報
』
三
六
年
四
月
二
ハ
目
、
「
杭
州
、
糸
廠
聯
合
牧
繭
不
准
」
。

(

U

M

〉
『
申
報
」
一
二
六
年
二
月
六
日
、
「
牽
糸
口
間
質
低
劣
、
洋
商
出
口
公
曾
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勧
改
準
」
。

(
お
〉
「
だ
か
ら
い
ず
れ
も
新
式
、
即
ち
ア
メ
リ
カ
の
立
総
式
に
改
装
し
ょ

う
と
計
遊
し、

改
装
を
宵
一行
し
た
の
が
何
回
に
数
家
あ
る
」
(
『申
抑制
』

三
七
年
五
月
一

一一
一
日
、
「
江
市
削
春
繭
上
市
、

糸
繭
爾
開
始
牧
貿
」〉
。
但

し
、
「
ア
メ

リ
カ
の
立
総
式
」

(
多
係
機
)
と
は
何
を
指
す
の
か
わ
か

ら
な
い
。

(
町
∞
)
園
民
黛
中
央
黛
部
図
民
経
済
計
説
委
員
合
編

『
十
年
来
之
中
園
経
済

建
設
』

上
筋
第
五
章
第
五
節
、
詔
糸
改
良
、
三
七
年
。

(
釘
)
拙
稿

「恐
慌
前
夜
の
江
祈
機
械
製
糸
業
」
『
史
林
』
第
六
二
巻
第
二

抗、

七
九
年
、
参
照
。

(
邸
〉
銭
天
迷
「
景
気
設
中
之
認
糸
業
」

『
国
際
貿
易
導
報
』
第
九
谷
第
一一一

説
、
三
七
年
。
恐
慌
波
及
時
の
糸
廠
数
は
一

O
七
で
あ
る
。

(

ω

)

無
錫
糸
阪
放
は
、

若
干
の
出
入
り
が
あ
る
も
の
の
、
恐
慌
波
及
前
も

a離
脱
後
も
ほ
ぼ
五

O
(高
C
論
文
末
尾
の
表
参
照
)
で
、
新
江
は
二
五

廠
か
ら
三
二
廠
に
増
え
、
な
お
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
(
註
(
臼
)
に
同

じ
)
。
原
料
を
農
村
に
仰
ぎ
、
有
機
的
構
成
の
低
い
製
糸
業
は
本
来
段

村
工
業
で
あ
り
(
金
融
・

運
輸
な
ど
の
整
備
が
前
提
と
な
る
が
)
、
都

市
化
す
る
に
従
っ
て
困
難
に
な
る
。
今
日
で
は
上
海
は
お
ろ
か
無
錫
に

も
糸
廠
が
少
な
い
(
高
C
論
文
に
よ
れ
ば
都
市
部
に
四
廠
、
農
村
部
に

一
廠
)
こ
と
、
四
川
が
最
も
夜
連
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
故
で

あ

る。

(
卯
)

『
申
報
』
三
七
年
七
月
二
目
、
「
本
市
糸
廠
、
開
工
四
十
四
家
」
は
、

上
海
の
糸
廠
の
営
業
開
始
を
偲
え
た
後
、
次
の
よ
う
に
奮
い
て
い
る。

「
但
し
コ
ス
ト
計
算
を
す
る
な
ら
、
ま
だ
飲
損
を
出
す
答
で
あ
る
し
、

し
か
も
全
上
海
の
繭
在
庫
は
今
の
需
要
な
ら
二
筒
月
分
い
か
な
い
。
だ

か
ら
糸
業
の
前
途
は
依
然
と
し
て
悲
観
的
で
あ
る
と
い
う
」
。
上
海
の

糸
廠
の
製
品
が
無
錫

・
新
江
の
そ
れ
よ
り
低
品
位
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
急
速
な
衰
退
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
幣
制
改
革
後
の
圏
内
需
要

が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
需
要
は
、
絹
織
物
世
間
の
動
力
化
の
進
展

と
恐
慌
で
土
糸
が
激
減
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
抗
日
戦
争

後
、
上
海
の
租
界
に
多
く
の
糸
廠
が
移
縛
し
た
。
ま
た
祈
江
で
は
土
糸

生
産
が
激
増
し
た
。
日
本
の
侵
略
は
中
園
認
糸
業
を
直
接
的
に
破
媛
し

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
構
造
も
ま
た
過
去
に
引
き
戻
し
た
の
で
あ
る
。

(
引
〉
綿
紡
織
業
に
お
い
て
は
、
中
園

・
上
海
・
金
城
な
ど
の
銀
行
の
経
営

開
興
が
顕
著
で
あ
る
。

(
位
)
註
(
同
町
)
の
拙
稿
参
照
。
な
お
、
高
B
論
文
は
こ
の
時
期
(
二
八
J
一一一

一
年
〉

を
「
極
度
の
盲
目
的
援
展
の
時
期
」
と
し
、
そ
れ
以
前
(
二

0

1
二
七
年
)
を
「
富
目
的
設
展
を
開
始
し
た
時
期
」
と
す
る
。
し
か
し

氏
の
い
う
程
度
の
「
盲
目
」
さ
は
、

急
速
な
設
展
期
に
は
ど
こ
で
も
み

ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
期
区
分
の
名
稀
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
む
し
ろ
中
園
全
佳
か
ら
み
れ
ば
、
繭
を
産
し
な
い
上
海
に
集
中
す

る
と
い
う
本
来
異
常
な
工
場
配
置
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
を
評
債
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
こ
の
貼
で
、
中
央
化
が
遅
れ
た
康
東

・
四
川
と
の
遠
い
は
穎
著
で
あ

る
。
四
川
省
で
は
、
恐
慌
波
及
後
の
三
三
年
に
川
糸
整
理
委
員
舎
が
成

立
し
、
認
糸
改
良
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
一
環
と
し
て
糸
臓
の
援
理
を

促
し
、
糸
廠
を
合
作
さ
せ
た
大
華
生
糸
貿
易
公
司
を
成
立
さ
せ
た
。
大

一
挙
公
司
に
は
、
四
川
二
一
糸
廠
の
う
ち

一二
糸
廠
が
参
加
し
て
い
る。

し
か
し
大
輩
公
司
の
営
業
は
う
ま
く
い
か
ず
、
飲
損
を
だ
し
て
休
業

し
、
新
華
生
糸
貿
易
公
司
に
縮
小

・
改
組
さ
れ
た
(
穆
統
輝
『
中
園
強
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糸
問
題
』
商
務
印
書
館
、
三
七
年
)
。
無
錫
の
興
業
公
司
と
類
似
し
た

動
き
で
あ
る
が
、
そ
の
成
否
を
分
け
た
重
要
な
要
因
の

一
つ
は
、

蛍
時

の
四
川
省
政
府
の
力
不
足
(
と
り
わ
け
財
政
面
・
人
材
面
で
の
)
と
、

銀
行
の
金
融
力
の
弱
さ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
係
機

に
つ
い
て
も
、
設
置
し
て
い
た
の
は
大
華
模
範
糸
廠
た
だ

一
廠
し
か
な

か
っ
た
。
そ
の
後
三
五
年
に
中
央
化
さ
れ
て
か
ら
本
格
的
な
認
糸
改
良

が
進
み
、
四
川
生
糸
貿
易
公
司
(
後
の
四
川
糸
業
公
司
)
に
改
組
さ
れ

た
。
抗
日
戦
争
後
は
大
後
方
の
経
済
を
支
え
る
重
要
部
門
の
一
っ
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
費
達
生
ら
江
市
聞
か
ら
来
た
強
糸
改
良
の
経

験
者
が
指
導
に
あ
た
っ

た

(
費
回
想
録
)
。
四
川
省
は
今
日
中
園
最
大

の
認
糸
生
産
を
誇
っ

て
い
る
が
、
菌
民
政
府
期
の
政
策
も
そ
れ
に
寄
輿

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
庚
東
省
で
は
、

一
二
六
年
の
中
央
化
後
に
本
格
的

な
惣
糸
改
良
計
査
が
作
成
さ
れ
た
が
、
成
果
を
あ
げ
る
前
に
抗
日
戦
争

に
至
っ

た
。

〈
川
出
〉
こ
の
背
景
に
は
、
中
央
の
財
政
難
と
地
方
と
の
財
源
分
割
の
問
題
が

あ
る
(
後
者
に
つ
い
て
は
、
金
子
笠
「
中
園
の
統
一
化
と
財
政
問
題

|
|
『
園
地
財
政
劃
分
』
問
題
を
中
心
に
L

『
史
皐
研
究
』
一
七
九
鋭、

八
八
年
、
参
照
〉
。

省
政
府
は
蛍
面
上
海
の
銀
行
や
省
立
銀
行
な
ど
か

ら
の
融
資
に
依
存
す
る
が
、
田
賦
な
ど
の
財
政
整
理
が
緊
急
の
課
題
と

な
っ
た
。
新
江
省
に
つ
い
て
は
、
古
賀
敬
之
「
民
園
二

0
年
代
に
お
け

る
地
方
財
政
改
革
の
展
開
|
|
漸
江
省
財
政
と
そ
の
回
賦
整
理
を
中
心

に
」
(
熊
本
大
摩
大
皐
院
文
目
晶
子
研
究
科
八
六
年
度
修
士
論
文
〉
が
あ

る
。

(
町
四
)
強
改
委
の
本
部
は
杭
州
に
置
か
れ
、
委
員
長
も
祈
誼
委
委
員
長
の
曾

養
甫
が
粂
ね
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、

蘇
議
委
よ
り
も
漸
惣
委
の

方
が
、
強
改
委
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
三

七
年
七
月
に
全
経
委
を
離
れ
、
貸
業
部
所
属
と
な
る
と
と
も
に
、
本
部

も
南
京
に
移
し
て
い
る
(
『
申
報
』
一
一
一
七
年
七
月
一
日
の
庚
告
)
。
ま

た
、
こ
れ
よ
り
先
、
各国
も
庚
州
市
長
に
鞠
勤
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
と
福
山
積
委
の
代
縦
方
式
の
放
棄
と
は
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
但
し
曾
の
持
動
自
陸
は
、
む
し
ろ
漸
江
の
経
済
建
設
が

評
債
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
の
任
務
の
中
に
は
、
中
央
化
し
た
ば

か
り
の
庚
東
認
糸
業
の
復
興
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
註
(
部
)
に
同

じ
)
。

(
何
〉
川
井
悟
「
日
中
戦
争
前
中
園
安
徽
省
に
お
け
る
茶
統
制
改
革
」
『
経

済
論
叢
』
第
一
三
六
巻
第
四
鋭
、
八
五
年
。

(

m

む
中
央
政
府
は
、
国
防
と
絡
ん
だ
重
工
業
建
設
を
捻
っ
た
。
そ
の
資
金

を
得
る
た
め
、
資
源
委
員
舎
は
ア
ン
チ
モ
ニ
ー

・
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど

軍
需
物
資
の
貿
易
濁
占
を
闘
っ
た
が
、
こ
れ
が

一
際
貫
徹
し
た
ケ
1
ス

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
も
、
蛍
然
の
如
く
曲
折
が
あ
っ

た
(
石
島

紀
之

「
図
民
議
政
権
の
針
日
抗
戟
力
」
『
諮
座
中
園
近
現
代
史
』
六
、

東
大
出
版
舎
、
七
八
年
〉
。

(
問
)
江
蘇
省
も
、
銀
江
に
模
範
糸
廠
の
設
立
を
計
査
し
て
い
た
(
『
申
報』

三
七
年
二
月

一
八
日
、
「
銀
江
、
簿
設
大
規
模
糸
廠
」
)
。

(
叩
)
多
係
機
の
技
術
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
清
川
雲
彦
「
製
糸
技
術
の
普

及
俸
播
に
つ
い
て
|
ノ
タ
傑
縦
糸
機
の
場
合
」
『
(
一
橋
〉
経
済
研
究
』

第
二
八
各
第
四
説、

七
七
年
、

参
照
。

〈
川
)
小
野
征
一
郎
「
製
糸
濁
占
資
本
の
成
立
過
程
」
、

安
藤
良
雄
編
『
雨

大
戦
閲
の
日
本
資
本
主
義』
、
東
大
出
版
食
、
七
九
年
。

(
川
)
永
泰
系
六
糸
廠
の
う
ち
、
縦
糸
器
械
が
多
僚
機
で
あ
る
の
は
、
華
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新

・
永
盛
の
全
部
と
、氷
泰
の
一
部
計
八
五
O
釜
の
み
で
あ
る
。

こ
の
他

の
錦
一品

・
内
四
日
日
や
借
り
入
れ
た
民
恒
は
日
木
式
か
イ
タ
リ
ア
式
器
械
で

あ
り
、
多
僚
機
は
日
中
政
争
直
前
で
も
三
四
%
に
過
ぎ
な
い
(
註
(

M

m

)

の
古
、
九
四
三
J
七
頁
)
。
但
し
こ
の
史
料
で
は
、
一
哀
を
そ
の
ま
ま

一
釜
に
置
き
換
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
多
係
機
は
通
例

一
O
絡
を

一
釜

と
換
算
す
る
(
註
(
卯
)
)
の
に
従
っ
て
一
望
H

二
釜
と
し
て
計
算
し
直

す
と、

五

一
%
に
な
る
。

(
川
)
王
亮
盟
「
無
錫
鐙
設
自
供
乾
繭
之
経
過
」
『
申
報
』
コ
一
六
年
八
月
一

じ
目
。

(
川
)
苦
虫

「養
強
合
作
運
動
在
無
錫
」
『
中
園
決
村
』
第
三
省
第
六
期
、

三
七
年
。
並
立
論
文
に
よ
れ
ば
、
枠
仲
家
は
四
百
徐
の
養
政
合
作
祉
を
支
配

し
て
い
た
と
い
う
。

(
川
)

一二
六
年
二
月
の
『
申
報
』
に
は
、
興
業
公
司
の
株
主
募
集
庚
告
が
載

っ
て
い
る
。

(川
)

一一一

0
年
代
中
園
の
濁
占
現
象
の
多
く
は
、
低
水
準
生
'産
下
の
相
射
的

「
濁
占
」
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
大
中
華
橡
謬
廠
の
ズ
ッ
ク

生
産
は
、
三
五
年
は
全
中
園
の
五
O
%
を
越
え
る
「
濁
占
」
性
を
示
し

た
が
、
恐
慌
か
ら
離
脱
し
た
翌
三
六
年
に
は
、
生
産
を
伸
ば
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
三
O
%
以
下
に
後
退
し
て
い
る
(
『
上
海
民
族
橡
謬
工
業
』
、

中
華
書
局
、
七
九
年
、
三
一
頁
)
。

(
川
)
直
接
的
な
破
域
に
つ
い
て
は
、
註
(
お
)
の
書
の
第
一
編
第
一
一
一「
事
嬰

の
影
響
と
其
の
復
興
状
況
」
な
ど
参
照
。
ま
た
中
園
で
の
華
中
認
糸
公

司
の
研
究
と
し
て
は
、
高
景
岳

「
一
九
三
七
J
一
九
四
五
年
強
糸
業
受

侵
事
略
」
『
無
錫
文
史
資
料
選
輯
』
第
六
輯
、
八
三
年
、
が
あ
る
。

(
川
)
資
源
委
員
舎
に
つ
い
て
は
、
巧
三
一
同
ヨ
の

-
E
F予
門
川町
、
ョ

S
い可
塁
、

同
州
、
』
守
N
h
』
V
N
凧
円
お

お

の

b
s
p
ω
gロ
向
。
正
己
口
一
〈
雪
印
一
々
司

Z臼
臼
・

5
∞A
・
が

あ
る
。
中
園
で
は
、
程
麟
諜

「
論
抗
日
戦
争
時
期
資
源
委
員
曾
的
企
業

活
動
及
其
歴
史
作
用
」
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
資
料
』
第
五
放
、
八

六
年
、
な
ど
が
あ
る
。

(
川
)
中
紡
に
つ

い
て
は
、
川
井
伸

一
「
戦
後
中
園
紡
織
業
の
形
成
と
園
民

政
府
|
中
園
紡
織
建
設
公
司
の
成
立
過
程
」
(
『
園
際
関
係
論
研
究
』

第
六
抗
、
八
七
年
)
が
あ
り
、
従
来
の
官
僚
資
本
論
を
批
判
す
る
新
た

な
捉
え
方
を
提
示
し
て
い
る
。

(
山
)

現
在
で
は
修
正
す
べ
き
部
分
が
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
『
中
図
工
業

化
の
歴
史
』
(
池
田
誠
他
者
、
法
律
文
化
社
、
八
二
年
)
第
二
刷
の
筆

者
執
筆
部
分

(第
二
章
第
三
J
五
節
〉
参
照
。
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THE RECONSTRUCTION OF MODERN SILK･REELING

　　　　　

INDUSTRY IN CHIANGNAN DISTRICT

　　　　

DURING THE WORLD ECONOMIC CRISIS：

　　　　　　　　　　

ＡRECONSIDERATION

Okumura Satoshi

　　

The old orthodoχ theory about the modern economic history of China

aimed at proving the inevitability of the transformation of China into ａ

socialist country. In an article on sericulture and silk-reeling industry

in Chiangnan district in the 193O's published in this journal eleven years

ago, the author tried to criticize such an ｏｒthodoχ view. But that article

did not go far enough in its criticism, and contained some factual errors.

The present article is an attempt to rectify the insu伍ciency of my pre-

vious article by focussing on the silk-reeling industry｡

　　

The prevailing view in that　period was that silk-reeling industry

which received fatal blows from the world crisis could not make ａ full

recovery

　

without

　

large-scale readjustment　and　reconstruction. It　was

with this view in the background and with the initiative from government

organizations that ａ plan, Chiang-Che Lienhe Ssuch‘ang Chihua 江浙聯合

糸廠計劃, was undertaken to bring about the close cooperation among

the main silk-reeling firms in Chiangsu江蘇and Chechiang 浙江and to

run them in a unified way. But that plan collapsed, because　it　came

into conflict with the interests of the biggest private capitalist group in

the silk-reeling industry, the Yungt‘ai 永泰group of the Hsiieh 部familｙ.

Taking over this plan, the government of Chechiang province operated

a kind of large･scale public enterprise with considerable success, until the

opposition from other private firms drove it to failure. In Chiangsu

province Hsiieh family established a“ｍｏｎｏｐ０１１stiC”enterprise, Hsingyeh

Silk-reeling Co.　興業製糸公司, and produced enormous　profits. This

enterprise broke up after a short period because of the conflict among the

capitalists over the distribution of profits. Such ａ large-scale public

enterprise and ａ“ｍｏｎｏｐ０１１ｓtic”enterprise, which were quite unusual in
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view of the nature of the silk-reeling　industry,were the product of the

peculiar conditions of China facing the world economic crisis with the

insu伍cient accumulation of capital. They were the transient product of

the process of China's way out of the economic crisis. And　as such

they were not the elements which would develop irreversibly into state

monopoly capitalism.

THE MYSTERY OF MUSTAFA SUBHI'S CASE

Yamauchi Masayuki

　　

On the night of January 28/29, 1921, Mustafa Subhi and fourteen

comrades were dumped overload to drown in the Black Sea off the coast

of Trabzon. This crime which happened under mysterious circumstances

has long been the subject of dispute.

　　

Who did induce or compel Subhi, the head of the newly established

Turkish Communist Party, and his retinue of trusted companions to board

ａ boat? Who was just ultimately responsible for this ａｃt?

　　

No one has ever untangled the mystery on present evidence.　Ａｃｃｏ･

rding to prevalent view, Yahya Kahya, the leader of　ths　　boatman

guild, may have ordered to get rid of dangerous enemies。Many people

has long believed this is most likely of all.

　　

During my stay in Anka「a of 1984―85, l was able to have access

to the Archives of the Turkish Historical Society and the Institute for

the History of the Turkish Revolution.　In the course of my study there,

ｌ could find some pieces of unpublished documents covering the mystery

of Subhi's disappearance. Among those the most intriguing material is

ａ letter dated upon May 14，1921 to Halil Pasha at Tuapse from Kuciik

Talat Bey who stayed at Trabzon in order to redouble his effortssecretly

to extend Enver Pasha's organization inside Anatolia.

　　

In this heretofore-unknown letter,Kiigiik Talat Bey explained　that

these communists were murdered under either tacit approval or encoura･

gement of local authorities. Among others Hamid Bey, the Governor of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


