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史
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一
九
八
九
年
六
月
の
中
園
の
天
安
門
事
件
、
そ
れ
に
績
く
東
欧
の
連
鎖
的

「
革
命
」
、
九
一
年
一
一
一
月
の
ソ
連
邦
の
溺
壊
と
い
う
既
存
祉
舎
主
義
の
破
綻

と
樹
媛
、
そ
し
て
市
場
経
済
化
の
進
展
、
資
本
主
義
へ
の
移
行
は
、
社
曾
主
義

を
現
代
史
、
庚
く
近
代
以
降
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
再
検
討
す
る
こ
と

を
迫
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
や
中
園
革
命
は
、
近
代
以
降
の
資

本
主
義
世
界
の
設
展
の
も
た
ら
し
た
諸
矛
盾
の
解
決
方
法
の
一
つ
、
そ
れ
も
時

代
と
場
所
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
た
有
数
性
し
か
も
ち
得
な
か
っ
た
解
決
方
法

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
一
社
舎
主
義
が
そ
の
超
克
を
め
ざ
し
た
資
本
主
義

は
、
議
想
以
上
に
自
己
調
節
能
力
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
「
資
本

主
義
を
超
え
る
腫
制
」
を
め
ざ
し
た
一
九
世
紀
以
来
の
祉
舎
主
義
思
想
・
理

論
、
運
動
は
こ
の
黙
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
等
の
問
題
か
、
既
存

祉
舎
主
義
は
な
ぜ
破
綻
・
尉
援
し
た
の
か
、
既
存
社
曾
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た

と
え
、
八
九
年
以
降
の
一
連
の
過
程
で
鼠
嬢
し
た
も
の
は
祉
曾
主
義
と
は
別
の

あ
る
も
の
と
と
ら
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
諸
園
と
一
九
世
紀
以
来
の
社
曾
主

義
思
想
、
粧
品
闇
主
義
運
動
と
の
関
連
を
否
定
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
緩
承
と
断

絶
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
ロ
シ
ア
革
命
や
中
園
革
命
を
歴
史
の

な
か
に
位
置
づ
け
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
今
日
の
事
態
は
、
以
上

の
よ
う
な
問
題
の
再
検
討
を
不
可
避
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
再
検
討
を
ふ
ま
え
た
近
代
以
降
の
歴
史
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
今
日
の

事
態
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
意
味
や
今
後
の
見
通
し
が
確

固
と
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

本
書
は
、
停
統
祉
舎
が
近
代
資
本
主
義
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
一
九
世

紀
半
ば
か
ら
今
日
ま
で
の
中
園
経
済
の
歩
み
を
、
統
計
デ
ー
タ
を
軸
に
大
づ
か

み
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
園
経
済
と
い
う
限
定
さ
れ
た
分
野

か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
近
代
以
降
の
歴
史
を
ふ
ま
え
て
現
代
中
園
を
と
ら

え
よ
う
と
し
て
お
り
、
時
宜
に
適
し
た
書
と
い
え
よ
う
。

-147ー
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本
書
は
、
近
現
代
中
園
経
済
の
全
般
的
趨
勢
と
問
題
黙
の
所
在
を
簡
潔
に
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二

O
世
紀
末
の
現
在
ま
で
の
中
園
経

済
が
た
ど
っ
て
き
た
道
筋
を
一
撃
の
下
に
見
渡
し
、
そ
こ
を
貫
流
し
て
い
る
も

の
を
と
ら
え
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
「
本
書
の
具
種
的
課
題
」
(
七
頁
)

と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
三
黙
で
あ
る
。

①
個
別
賞
査
研
究
の
積
み
重
ね
で
は
な
く
、
従
来
の
個
別
的
な
研
究
成
果
を

よ
り
す
ぐ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
中
園
経
済
の
全
鐙
像
を
提
示
す
る
こ
と
。

②
現
状
分
析
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
一
九
四
九
年
以
降
を
考
察
の
封
象
に
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
中
関
経
済
に
関
す
る
研
究
の
現
欣
に
射
し
て
、
「
中
園
経

済
の
。
現
在
。
が
、
こ
れ
ま
で
の
。
歴
史
。
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
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あ
り
、
そ
の
重
み
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
般
然
た
る
事
寅
」
(
八
頁
)
を
ふ

ま
え
て
、
中
園
経
済
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
の
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ

トコ①
「
宇
植
民
地
学
封
建
祉
舎
論
」
な
ど
過
去
の
中
園
経
済
認
識
に
お
け
る
方

法
論
上
の
問
題
貼
を
深
く
解
明
す
る
と
と
も
に
、
中
園
経
済
の
設
展
の
全
過
程

を
貫
く
論
理
を
具
践
的
に
探
求
す
る
こ
と
。

こ
こ
に
は
、
中
園
経
済
の
研
究
、
と
り
わ
け
現
扶
分
析
に
封
す
る
強
い
批

剣
、
不
満
が
示
さ
れ
て
い
る
。
批
剣
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
一
九
四
九
年
の
革
命

に
よ
る
断
紹
面
を
あ
ま
り
に
も
過
大
に
評
債
し
、
四
九
年
前
後
の
連
績
面
な
い

し
継
承
面
に
十
分
な
注
意
を
挑
わ
な
い
傾
向
が
根
強
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
四
九
年
以
前
の
経
済
史
研
究
に
封
す
る
関
心
が
き
わ
め
て
希
沌
」
(
八

頁
)
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
一
九
世
紀
半
ば
以
来
、
二

O
世
紀
末
に
到

る
ま
で
の
中
園
経
済
の
展
開
過
程
を

E
観
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
観
黙
に
飲
け

て
お
り
、
現
代
中
園
経
済
を
理
解
し
、
そ
の
行
く
末
を
見
定
め
る
こ
と
も
で
き

て
い
な
い
こ
と
、
に
あ
る
。
現
状
分
析
を
行
な
っ
て
い
る

一
人
と
し
て
、
評
者

は
こ
の
批
剣
、
不
満
を
同
県
撃
に
受
け
と
め
た
い
と
思
う
。
評
者
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
中
園
革
命
の
と
ら
え
直
し
の
必
要
性
を
考
え
て
お
り
、
共
鳴
す
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
四
九
年
を
逮
捕
明
面
、
縫
承
面
に
も
十
分
な
注
意
を

撚
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
著
者
が
そ
れ
を
蛍
然
の
前
提
と
し
て
現
朕
分
析
批

判
を
行
な
う
ほ
ど
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
一
九
四
九
年
の
革
命
に

よ
る
断
紹
面
を
あ
ま
り
に
も
過
大
に
評
債
し
、
そ
の
結
果
、
四
九
年
以
今
後
。

の
経
済
研
究
に
劃
す
る
闘
心
が
希
穏
だ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

著
者
の
批
剣
黙
は
ま
た
、
四
九
年
以
前
の
中
園
経
済
の
研
究
朕
況
の
反
映
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
い
ま
な
お
四
九
年
の
革
命
に
よ
る
断
紹
函

を
過
大
に
許
債
し
、
四
九
年
以
前
と
は
別
の
社
舎
が
生
ま
れ
た
と
い
う
従
来
の

考
え
方
に
安
住
し
て
い
る
現
欣
分
析
研
究
者
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
の
だ
ろ
う
か
と

い
っ
た
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
自
己
務
護
的
疑
問
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
中
園
革
命
を
近
代
以
降
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
な
お
し
、

近
代
以
降
の
中
園
経
済
の
展
開
過
程
を

E
観
的
に
と
ら
え
る
中
で
現
獄
、
行
く

末
を
見
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
課
題
白
陸
は
、
き
わ
め
て
意
欲
的
で
あ

り
、
刺
激
的
で
あ
る
。

町
出

本
書
は
、
工
業
、
交
通
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
、
農
業
、
金
融
と
い
っ
た
分
野

別
に
一

九
世
紀
半
ば
以
降
今
日
に
到
る
ま
で
の
経
済
設
展
を
通
観
し
た
上
で
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
経
済
政
策
史
を
回
顧
し
、
最
後
に
、
以
上
を
総
合
し
て
近
現

代
中
園
経
済
の
全
般
的
な
趨
勢
を
採
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
構
成
は
、
著
者
も
い
う
よ
う
に
か
な
り
異
色
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
「
宇
封
建
牢
植
民
地
」
的
な
経
済
の
生
成
1

設
展
|
危
機
|
鰯
猿
を
経
て

枇
曾
主
義
経
済
へ
と
い
う
従
来
の

「
理
論
」
や
、
生
産
力
の
質
鐙
と
媛
化
よ
り

も
生
産
手
段
の
所
有
形
態
、
努
使
関
係
、
土
地
制
度
な
ど
生
産
関
係
を
重
視
す

る
叙
述
で
は
、
中
園
経
済
の
設
展
過
程
に
お
け
る

一
貫
し
た
流
れ
を
と
ら
え
き

れ
な
い
と
い
う
著
者
の
批
剣
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
従
来

の

「
理
論
」
が
根
底
か
ら
揺
ら
い
で
い
る
今
日
、
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
り
、

個
々
の
分
野
の
動
向
を
、
生
産
力
の
寅
践
と
袋
化
を
中
心
に
具
偉
閏
に
確
定

し
、
中
園
近
現
代
経
済
の
設
展
過
程
に
お
け
る

一
貫
し
た
流
れ
を
摸
索
す
る
こ

と
は
、
新
た
な
理
論
を
構
築
す
る
上
で
、
一
つ
の
有
意
義
な
作
業
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
本
書
は
、
以
上
の
構
成
の
も
と
で
、
分
野
別
の
経
済
設
展
史
に
勝
一
倒
的

分
量
を
割
い
て
い
る
(
序
章
と
終
草
を
含
め
て
全
九
一軍
の
う
ち
l
l
wま
で
の

-148ー
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六
章
)
。
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
今
日
ま
で
の
内
外
の
膨
大
な
研
究
を
渉
磁
し
、

そ
れ
ら
を
総
括
し
て
経
済
毅
展
を
通
観
し
た
こ
の
部
分
に
は
盤
倒
さ
れ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
う
し
た
基
礎
的
作
業
は
積
極
的
に
許
債
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
著
者
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
、
中
園
経
済
の
設
展
過
程

に
お
け
る
一
貫
し
た
流
れ
を
と
ら
え
る
た
め
の
、
い
わ
ば
「
素
材
」
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
素
材
が
、
経
済
政
策
史
と
と
も
に
総
括
・
総
合
さ
れ
る
最
後
の

部
分
こ
そ
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
以
下
、
分
野
別
の
経

済
援
展
の
個
々
の
論
貼
に
立
ち
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
(
評
者
の
手
に
徐
る
こ

と
も
あ
る
が
、
著
者
自
身
、
「
個
々
の
問
題
や
現
象
に
深
く
立
ち
入
っ
て
論
じ

る
こ
と
は
避
け
、
:
:
:
全
般
的
な
趨
勢
と
問
題
黙
の
所
在
と
を
、
簡
潔
に
示
す

よ
う
に
努
め
た
」
〈
一
頁
〉
と
し
て
い
る
の
で
)
、
最
後
の
部
分
に
焦
貼
を
あ

て
、
評
者
の
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
著
者
が
、
中
園
近

現
代
に
お
け
る
経
済
設
展
の
趨
勢
を
ど
の
よ
う
に
総
括
・
総
合
し
て
い
る
か
を

簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

①
近
現
代
中
園
経
済
設
展
の
最
初
の
重
要
な
局
面
は
、
一
八
八

0
1
一
九
一

0
年
代
牢
ば
の
劉
外
貿
易
の
披
大
と
外
園
資
本
の
流
入
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

局
面
を
通
じ
て
進
ん
だ
中
園
圏
内
に
お
け
る
資
本
蓄
積
は
、
本
格
的
な
総
入
代

替
工
業
化
の
展
開
を
準
備
す
る
基
礎
的
な
篠
件
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
第
一

次
世
界
大
戦
は
、
結
果
的
に
は
、
中
園
の
工
業
化
を
刺
激
し
、
そ
の
経
済
的
自

立
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
経
済
設
展
の
捻
い
手
の
一
つ
に
外
園
の

民
間
資
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
主
役
は
、
経
済
活
動
に
射
す
る

非
介
入
と
い
う
清
朝
政
府
の
停
統
的
な
あ
り
方
や
中
央
政
府
の
小
さ
な
財
政
規

模
を
背
景
と
し
た
中
園
の
民
開
資
本
で
あ
っ
た
。

②
第
二
の
局
面
は
、
軽
工
業
を
中
心
と
す
る
輸
入
代
替
工
業
化
が
進
展
し
、

軽
工
業
製
品
の
自
給
化
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
一
九
一

0
年
代
半
ば
か
ら
一
九
三

O

年
代
に
求
め
ら
れ
る
。
第
一
の
局
面
が
封
外
経
済
関
係
主
導
の
褒
展
の
時
期
だ

と
す
れ
ば
、
第
二
の
局
面
は
圏
内
経
済
主
導
の
設
展
期
と
い
え
る
。
こ
の
圏
内

に
お
け
る
軽
工
業
生
産
の
確
立
は
、
そ
の
後
の
重
化
皐
工
業
の
設
展
の
基
盤
に

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
経
済
設
展
の
捻
い
手
で
は
、
外
園
の

民
間
資
本
の
役
割
は
明
ら
か
に
低
下
し
、
中
園
の
民
間
資
本
の
役
割
が
一
段
と

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
経
済
援
展
に
制
到
す
る
園
家
の
役
割
は
、
経
済
政
策
が
よ

り
組
織
性
と
計
創
性
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
比

較
的
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

③
第
三
の
局
面
は
、
日
中
戦
争
・
第
二
次
世
界
大
戦
・
朝
鮮
戦
争
・
戦
後
冷

戦
と
い
う
軍
事
的
緊
張
が
績
い
た
一
九
四

0
1七
0
年
代
の
、
軍
需
工
業
を
軸

と
す
る
重
化
皐
工
業
化
へ
極
端
に
傾
斜
し
た
時
期
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
期

に
は
、
重
化
皐
工
業
分
野
が
、
き
わ
め
て
短
期
聞
の
う
ち
に
高
い
水
準
に
ま
で

設
展
し
た
一
方
、
制
割
外
経
済
関
係
の
縮
小
、
商
業
・
金
融
業
の
衰
退
、
農
業
、

軽
工
業
の
低
迷
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
重
化
皐
工
業
自
鐙
の
設
展
の
制
約
を

も
た
ら
す
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
外
図

資
本
の
活
動
は
、
中
園
経
済
の
中
か
ら
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
、
園
家
の
経
済
活

動
へ
の
介
入
が
著
し
く
肥
大
化
し
た
。

④
一
九
七

0
年
代
末
以
降
が
第
四
の
局
面
で
あ
る
。
重
化
皐
工
業
化
へ
の
偏

重
が
徐
々
に
改
め
ら
れ
、
農
業
、
軽
工
業
の
新
し
い
設
展
、
制
到
外
経
済
関
係
の

急
速
な
抜
大
、
商
業
・
金
融
業
の
再
興
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
園
家
の
肥

大
化
し
た
役
割
の
削
減
、
民
閃
企
業
の
蘇
生
、
外
図
資
本
の
導
入
な
ど
も
行
な

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
の
局
面
の
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
不
均
衡
や
さ

ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
が
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
、
圏
営
企
業
の
比
重
が
な

お
座
倒
的
に
高
い
こ
と
も
あ
り
、
第
四
の
局
面
の
本
格
的
な
展
開
は
、
今
後
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
総
括
・
組
合
で
は
、
一
九
四

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
が
一
つ
の
局
面
と

し
て
一
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
寧
需
を
軸
と
し
た
図
家
主
禅
の
重
化
摩

工
業
化
の
面
か
ら
、
四
九
年
前
後
の

「連
鎖
面
な
い
し
縫
承
面
」
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
従
来
の
「
理
論
」
に
劃
す
る
疑
問
を
具
盤
的
に
提
起

し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
四

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
を
一
つ

の
局
面
と
し
て

一
括
し
て
と
ら
え
る
に
は
な
お
検
討
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
本
書
か
ら
は
、
園
民
掛
熱
か
ら
共
産
禁
へ
の
権
力
の
移
動
は
、
共

産
黛
が
近
代
化
や
工
業
化
の
課
題
を
園
民
無
か
ら
引
き
縫
い
だ
、
あ
る
い
は
も

ぎ
取
っ
た
と
い
う
「
連
績
面
な
い
し
縫
承
面
」
し
か
讃
み
取
れ
な
い
。
し
か
し

近
代
化
や
工
業
化
の
課
題
を
引
き
継
い
だ
、
あ
る
い
は
も
ぎ
取
っ
た
政
権
が

「
社
台
主
義
」
を
標
傍
す
る
政
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「荷
が
聴
く
な
っ
た
現
代
資
本
主
義
」
(
岩
田
昌
征
『
現
代
社
禽
主
義
の
新
地

卒
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
、
五

O
頁
〉
が
、
新
政
権
に
軍
事
的
、
経
済

的
に
劉
崎
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
、
単
な
る
捻
い
手
の
繁
更
に
と
ど
ま
ら

な
い
質
的
差
異
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
本
書
で
は
、
四

九
年
以
降
の
軍
需
を
軸
と
す
る
重
化
摩
工
業
化
の
い
っ
そ
う
の
進
展
、
園
家
の

経
済
活
動
へ
の
介
入
の
著
し
い
肥
大
化
が
、
四
九
年
以
前
か
ら
の
量
的
第
化
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が、

上
述
の
よ
う
な
差
異
を
覗
野
に
入
れ
る
な
ら

ば
、
量
的
鵬
炭
化
を
問
中
に
四
九
年
以
前
か
ら
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
る
こ
と
に
は

問
題
が
多
い
。
著
者
は
、
財
政
経
済
政
策
を
総
括
し
た
部
分
で
、
「
経
済
的
な

合
理
性
に
も
と
づ
い
て
中
園
の
経
済
設
展
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
限
り
、
そ
こ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
立
場
の
遠
い
を
越
え
て
共
通
の
政
策
的
課
題
が
横
た
わ

っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
革
命
後
の
新
政
権
と
い
え
ど
も
、
さ

し
あ
た
り
は
革
命
前
の
替
政
権
の
経
済
政
策
を
引
き
縫
い
で
い
く
場
合
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る
」

三

二

O
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
経
済
的
合
理
性
」
と

い
っ
た
レ
ベ
ル
だ
け
で
総
括
で
き
る
か
は
か
な
り
疑
問
で
あ
る
(
つ
い
で
に
指

摘
し
て
お
け
ば
、
七

0
年
代
末
以
降
の

「
輸
出
志
向
工
業
化
に
つ
な
が
る
政

策
」
の
提
起
は
、
総
入
代
替
工
業
化
戦
略
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
の
脱
却
と
い
う

「経
済
的
な
合
理
性
」
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
冷
戦
の
終
芳
、
庚
く
い
え
ば
、

第
一
次
世
界
大
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦
、
戦
後
冷
戦
と
い
う
、
い
わ
ば
世
界
戦

争
の
時
代
の
終
駕
と
い
う
経
済
外
的
な
要
因
を
抜
き
に
語
れ
な
い
〉
。
本
書
の

総
括

・
総
合
か
ら
は
、
上
述
の
よ
う
に
す
ぐ
、
中
園
革
命
と
は
何
で
あ
っ
た

か
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
園
民
誌
か
ら
共
産
禁
へ
の
、
園
家
権
力
の
捨
い
手
の
皐

な
る
襲
更
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
等
の
問
題
が
で
て
く
る
が
、
本
書
で
は
こ
れ

ら
の
問
題
の
兵
鰻
的
検
討
は
歓
落
し
て
い
る
。
評
者
は
、
四
九
年
前
後
の

「連

鎖
面
な
い
し
縫
承
面
」
に
注
意
を
梯
う
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
(
こ
の
紘
は
ま
た
後
に
も
ふ
れ
る
)
。
し
か
し
そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う

な
質
的
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
)

J
漣
綾
な

い
し
総
承
φ

さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
分
析
を
ふ
ま
え
て
と
ら
え
ら
れ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
検
討
抜
き
で
は
、
の
っ
ぺ
ら
.
ほ
う
な
総
括
に
終
わ

っ
て
し
ま
い
、
中
園
経
済
の
全
鐙
像
を
把
握
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
単
な
る

物
質
主
義
的
近
代
化
日
産
業
化
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
こ
の
総
括

・
総
合
か
ら
は
、
四

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
は
、
工
業
化
の

縫
起
的
設
展
の
面
と
経
済
活
動
の
拾
い
手
の
面
か
ら
み
て
、
中
園
経
済
の
設
展

の
趨
勢
の
中
で
は
特
異
な
時
期
、
あ
る
い
は
中
園
経
済
の
設
展
の
趨
勢
か
ら
は

ず
れ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
第
て
第
二
局
面
か
ら
第
四
局
面
へ
と
い
う
流
れ
こ

そ
が
設
展
の
趨
勢
で
あ
る
と
い
う
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
う
少
し

具
鐙
的
に
み
る
な
ら
ば
、
工
業
化
の
面
で
は
、
①
四

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
の
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園
家
主
導
の
重
化
事
工
業
化
は
、
三

0
年
代
頃
ま
で
の
民
間
資
本
を
主
要
な
猪

い
手
と
し
て
確
立
し
た
軽
工
業
生
産
を
基
盤
と
し
て
は
い
る
が
、
軽
工
業
か
ら

重
工
業
へ
の
渡
展
は
必
ず
し
も
順
調
に
縫
起
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

〈
四
五
頁
)
、
軽
工
業
の
裂
展
が
重
化
摩
工
業
の
設
展
を
促
し
た
と
い
う
よ
り

は
、
戦
時
経
済
へ
の
傾
斜
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
と
い
う
、
断
紹
面
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
②
そ
し
て
、
四

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
の
重
化
皐
工
業
化

が
軽
工
業
と
の
有
機
的
な
連
闘
を
欽
い
た
も
の
で
あ
り
、
重
化
摩
工
業
部
門
内

部
の
循
環
を
主
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
の

打
開
の
方
向
と
し
て
軽
工
業
の
設
展
や
外
園
資
本
を
含
む
民
関
企
業
の
蘇
生
が

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
農
業
生
産
面
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
一
九
一
一
一

0

年
代
に
か
け
て
の
小
経
営
生
産
を
軸
と
す
る
、
緩
慢
で
は
あ
る
が
農
業
生
産
力

の
上
昇
に
封
し
て
、
五

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
の
、
小
経
営
の
優
位
性
の
重
視

と
は
異
な
る
政
策
|
|
土
地
改
革
に
よ
る
過
小
食
の
創
出
、
そ
れ
へ
の
針
路
策

と
し
て
の
農
業
集
固
化
ー
ー
に
よ
る
農
業
後
展
の
木
順
が
封
比
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
の
脱
却
と
し
て
、
小
経
営
の
蘇
生
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
(
八
一
頁
)
。

一商

業
・
金
融
業
の
面
で
は
、
そ
れ
が
大
き
な
設
展
を
と
げ
る
時
期
は
、
一
八
九
0

1
一
九
三

0
年
代
と

一
九
七

0
年
代
末
以
降
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
中
園

に
お
け
る
新
た
な
工
業
化
の
波
に
先
行
し
て
始
ま
っ
て
い
る
が
、
一
九
四

0
年

代
か
ら
七

0
年
代
ま
で
の
時
期
は
、
全
鐙
と
し
て
停
滞
朕
態
に
陥
る
中
で
の
工

業
化
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
八
九
頁
)
。

こ
の
経
済
褒
展
の
趨
勢
、
と
り
わ
け
民
閲
資
本
主
導
の
趨
勢
が
、
四

0
年
代

か
ら
七

0
年
代
の
中
断
を
経
て
今
日
蘇
生
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
評
者
に

と
っ
て
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
中
園
経
済
の
設
展
方
向
を
、
近

代
以
降
の
歴
史
の
中
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
か
ら
は
、

著
者
が
課
題
に
あ
げ
た
φ

歴
史
の
重
み
。
を
、
中
断
さ
れ
た
課
題

の
縫
望
と
い
う
以
上
に
は
讃
み
取
れ
な
か
っ
た
。
評
者
は
、
。
歴
史
の
重
み
φ

と
い
う
言
葉
か
ら
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
中
閣
の
経
済
的
、
社
舎
的
構

造
、
あ
る
い
は
惇
統
的
な
祉
舎
態
制
と
い
っ
て
も
い
い
が
、
そ
れ
が
「
経
済
的

合
理
性
」
の
貫
徹
に
重
石
と
し
て
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
よ
う
な
。
重
み
φ

を

連
想
し
て
い
た
が
、
評
者
の
一
人
勝
手
な
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

評
者
が
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
。
歴
史
の
重
み
。
を
連
想
し
、
そ
の
解

明
を
期
待
し
た
理
由
は
、

演
畑
伴
的
愛
想
で
あ
る
が
、
衣
の
よ
う
な
現
朕
把
揮
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
今
日
の
中
園
経
済
の
特
徴
は
、
省
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
政
府
が

財
政
権
限
等
、
多
く
の
経
済
権
限
を
も
ち
、
地
域
経
済
振
興
政
策
を
途
行
し
て

い
る
こ
と
と
、
こ
の
地
方
政
府
の
地
域
振
興
政
策
の
も
と
で
、
非
園
営
企
業
の

設
展
が
促
さ
れ
、
地
域
的
で
は
あ
る
が
市
場
が
急
速
に
設
展
し
た
こ
と
に
あ

る
。
非
閣
営
企
業
の
設
展
吠
況
に
つ
い
て
は
、
工
業
企
業
だ
け
の
統
計
で
あ
る

が
、
表
と
園
を
見
て
ほ
し
い
。
著
者
が
「
園
営
企
業
の
比
重
が
な
お
膝
一倒
的
に

高
い
」
と
剣
断
し
た
八
八
年
の
数
字
を
見
て
も
、
企
業
数
の
一
・
一
一
%
、
工
業

生
産
額
の
五
六
・
八
%
に
す
ぎ
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
中
闘
経
済
の
現
紋
は
、
奮
ソ
達
、
東
欧
と
比
較
す
る
と
、
そ

の
特
徴
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
た
と
え
ば
奮
ソ
連
の
場
合
、
分
業
関
係
が
各
共

和
園
毎
に
徹
底
的
に
振
り
分
け
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
今
日
、
各
共

和
圏
の
経
済
的
自
立
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
市
場
経
済
化
へ
の
急
速
な

移
行
を
め
ざ
し
て
い
る
奮
ソ
連
、
東
欧
で
は
、
園
営
企
業
の
民
営
化
が
中
心
的

課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
な
お
、
園
営
企
業
の
民
営
化
は
も
と
よ

り
、
民
閲
企
業
の
新
設
は
、
特
に
製
造
業
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ロ
シ
ア
共
和
園
に
お
け
る
園
管
工
業
企
業
の
割
合
は
、
一
九
九
一
年
一

J
九
月
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表経済類型別工業企業数 (単位:寓枇〕

[197叫 98吋1ω叫蜘 年[198引蜘年[1卿年[1990年

総 5十 19.51 37.73 518.53 670.67 747.41 810.56 798.07 795.78 

園営企業 5.74 8.34 9.37 9.68 9.76 9.91 10.23 10.44 

図書奇企業の割合(%)(1) 29.4 22.1 1.8 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 

集圏所有制企業 13.77 29.35 174.21 182.30 181. 93 185.30 174.70 166.85 

うち都市集園所有制企業ω 9.3 10.69 15.07 15.41 15.42 15.77 16.16 16.24 

郷 j皆 斗A工こiー 業 4.47 18.66 21. 71 24.60 23.79 23.77 23.43 22.87 

村 管 lE: 業 63.26 62.91 70.80 73.38 72.16 68.08 

合 作経営企業 74.17 79.38 71.92 72.38 62.95 59.66 

うち都市部(先日銀〉 3.33 3.63 3.72 3.54 3.09 

農村部 74.17 76.05 68.29 68.66 59.41 56.57 

個人経営企業 334.78 478.45 555.33 614.81 612.42 617.60 

うち都市部 33.01 36.74 49.15 45.28 42.49 43.25 

農村部 301. 77 441. 72 506.18 569.53 569.93 574.35 

その他の経済類型の企業 0.04 0.17 0.24 0.39 0.54 0.72 0.88 

註:(1) 1985年から村倍以下の(その他を除く〉企業が統計にとられるようになった。

したがって， 1970， 80年とは比較しがたし、ことに注意してほし"、。

(2) 都市集園所有制企業は，集圏所有制企業から，郷倍以上の集圏所有制企業(合

作経営企業を含む)を引いたもの。

資料:1970， 80年は， Ii中園統計年鑑.JJ198得 版， 193頁。

1985年以後は，同1991年版， 391頁。

国経済類型~Ij，規模別工業総生産額構成
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資料:Ii中園経済年鑑.JJ 1991年版， 396頁。
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の
統
計
に
よ
る
と
、
企
業
数
の
八
四
・
五
%
、
生
産
額
の
八
六
・
九
%
と
、
な

お
座
倒
的
で
あ
る
(
匂
さ
き
』
h
h
h
R
G
R

ミ
5
5
〈
『
経
済
と
生
活
』
〉
一
九
九

て
尚
二

O
Y

今
日
の
葎
ソ
濯
、
東
欧
の
経
済
的
危
機
・
破
綻
と
中
園
の
経
済
的
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
よ
さ
と
い
う
著
し
い
針
照
を
考
え
る
と
き
、
上
述
の
中
園
の
特
徴
、

奮
ソ
濯
、
東
欧
と
の
差
異
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
地
方
の
権
限
の
抜
大
と
非
園
営
企
業
の
設
展
を
背
景
と
し
た
市
場
の

褒
展
こ
そ
が
、
中
園
経
済
の
相
封
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
さ
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
現
吠
把
握
か
ら
評
者
が
。
歴
史
の
重
み
。
の
解
明
を
期
待
し

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
差
異
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
、
か
つ
て
同
じ
集
権
問
計

劉
経
済
を
組
織
し
た
と
い
っ
て
も
、
中
園
の
場
合
、
醤
ソ
濯
、
東
欧
と
か
な
り

異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
遠
い
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
と
し

て
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
中
園
の
経
済
的
、
社
曾
的
構
造
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
等
の
問
題
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
地
方
の
権
限
の
披
大
」
と
い
う
と
き
の
、
行
政
匿
劃
と
し
て
の
「
地
方
」

は
、
歴
史
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
よ
う
に
思
う
。
す
な

わ
ち
、
大
規
模
な
計
劉
的
経
済
建
設
の
時
期
に
入
っ
た
一
九
五
四
年
に
、
革
命

直
後
の
中
央
|
大
行
政
匡
(
大
匿
)
|
(
小
分
割
さ
れ
た
〉
省
編
成
は
、
中
央
が

地
方
を
直
接
掌
握
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
中
央
|
省
|
豚
編
成
に
か
え
ら
れ

て
い
る
が
、
「
こ
の
匡
劉
は
、
寅
は
清
末
民
園
初
年
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
清
初
以
来
と
い
っ
て
も
よ
い
」
(
扇
島
正
夫
『
中
園
の
人
民
民

主
政
権
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
五
年
、
四
六
二
頁
〉
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
臣
劃
と
し
て
の
地
方
が
、
歴
史
的
あ
る
い

は
自
然
的
要
因
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
匡
劃
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
、
中
央

と
権
限
の
分
捻
を
め
ぐ
っ
て
争
う
歴
史
的
基
盤
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
五

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
の
中
央
と
地
方
と
の
権
限

の
集
中
|
|
下
放
を
め
ぐ
る
つ
な
ひ
き
や
今
日
の
地
方
の
権
限
の
披
大
は
、
以

上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
も
考
慮
に
い
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
集
権
問
計
劃
経
済
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
て

も
、
中
園
の
そ
れ
は
、
「
制
度
内
に
お
け
る
役
割
・
権
限
の
僅
系
が
未
確
立
で

あ
り
、
指
令
・
報
告
の
規
則
が
不
徹
底
な
い
し
は
未
整
備
で
あ
る
」
「
緩
い

公

-
2
5」
集
権
制
で
あ
っ
た
〈
こ
れ
に
射
し
て
奮
ソ
連
等
の
そ
れ
は
、
「
情
報

停
遼
と
寅
行
の
規
制
が
明
確
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
」
「
き
つ
い
(
丘
町
宮
)
」

集
権
制
で
あ
っ
た
)
こ
と
が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
(
こ
う
し
た
と
ら

え
方
が
最
初
に
提
起
さ
れ
た
の
は
、
中
粂
和
津
次
「
祉
曾
主
義
経
済
制
度
の
構

造
と
展
開
」
、
岩
田
昌
征
編
『
経
済
僅
制
論
第

W
巻
〈
現
代
佐
倉
主
義
〉
』
東

洋
経
済
新
報
位
、
一
九
七
九
年
、
三

O
O頁
、
で
あ
っ
た
)
。
こ
れ
は
、
中
園

の
工
業
化
の
低
水
準
、

E
大
な
雇
用
堅
力
、
ヵ
1
ド
ル
不
足
、
制
御
能
力
不
足

等
の
問
題
と
と
も
に
、
中
園
の
俸
統
的
な
支
配
の
あ
り
方
l
1
1
官
僚
制
度
を
も

視
野
に
入
れ
る
必
要
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
今
日

の
庚
東
省
の
設
展
を
述
べ
た
次
の
文
章
は
、
こ
の
黙
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
「
地
元
の
指
導
者
た
ち
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
経
済
を
う
ま
く
起

動
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
官
僚
に
は
北
京
が
特
に
寛
大
で
あ
る
、
と
感
じ

て
い
た
。
改
革
目
標
が
公
布
さ
れ
て
も
特
定
の
指
示
が
出
て
く
る
ま
で
は
、
地

元
の
役
人
た
ち
は
そ
れ
が
目
標
の
精
神
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
論
麓
で
き
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
す
る
。
ど
れ
だ
け
高
度
の
こ
と
が
違
反
で
は
な
く
、
自
分

の
行
動
を
正
賞
化
で
き
る
説
明
を
見
つ
け
る
か
を
直
感
で
き
る
技
術
は
、
長
い

聞
の
中
園
の
官
僚
の
技
術
と
し
て
設
展
し
て
き
た
」
ハ
エ
ズ
ラ
・

F
・
ヴ
ォ
l

ゲ
ル
『
中
留
の
賓
験
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
五
頁
)
。
特
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定
の
管
掌
分
野
に
つ
い
て
の
一
定
の
権
限
と
職
責
が
不
明
確
で
、
そ
の
都
度
の

怒
意
的
で
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
剣
断
で
事
が
い
庭
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
特
徴
は
、

「
中
園
の
政
府
の
組
織
に
は
、
清
代
以
前
か
ら
、
極
め
て
統
一
的
な
、
中
央
集

権
問
な
外
形
の
下
に
、
甚
だ
複
元
的
・
分
散
的
な
傾
向
を
包
蔵
し
て
い
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
中
園
の
『
政
府
』
|
|
あ
る
い
は
官
僚
制
度
の
う
ち
で
、
中
園
の

個
々
の
官
吏
が
示
す
極
め
て
個
別
主
義
的
な
、
私
人
的
な
行
動
態
様
と
結
び
つ

い
て
い
る
」
(
村
松
一
防
次
『
中
園
経
済
の
祉
曾
態
制
(
復
刊
)
』
東
洋
経
済
新
報

祉
、
一
九
七
五
年
、
一
一

O
頁
)
と
い
う
指
摘
や
、
「
中
園
の
『
官
僚
制
度
』

の
固
有
の
あ
り
方
」
(
問
、
一
一
一
頁
)
と
い
う
指
摘
と
も
関
連
さ
せ
て
検
討

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
。
園
家
の
経
済
活
動
へ
の
介
入
の
著
し
い
肥
大

化
。
の
背
後
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日

の
急
速
な
非
園
晶
画
企
業
、
市
場
の
設
展
を
。
歴
史
の
重
み
。
か
ら
、
連
綴
的
に

と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
演
線
的
褒
想
か
ら
で
た
歴
史
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
す

ぎ
な
い
。
近
代
以
降
の
歴
史
を
ふ
ま
え
て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し

か
し
も
し
以
上
の
粘
'
が
歴
史
的
に
寅
註
さ
れ
る
な
ら
ば
、
著
者
が
主
張
す
る
、

四
九
年
前
後
の
「
連
績
面
あ
る
い
は
緩
承
面
」
が
、
。
歴
史
の
重
み
ん
γ

を
ふ
ま

え
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
こ
う
し
た
停
統
的
祉
舎
態
制

を
根
本
か
ら
「
革
命
」
す
る
こ
と
を
標
携
し
て
い
た
新
政
権
で
な
ぜ
「
連
績
な

い
し
緩
承
」
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
か
、
単
な
る
「
経
済
的
合
理
性
」
レ
ベ

ル
で
は
な
い
検
討
の
封
象
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

V 

本
書
の
意
欲
的
な
課
題
提
起
に
刺
激
さ
れ
て
、
や
や
挑
夜
間
に
、
感
じ
た
と

こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
。
評
者
の
問
題
意
識
に
引
き
つ
け
す
ぎ
た
結
果
、
著
者
の

意
図
し
た
と
こ
ろ
を
十
分
く
み
取
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し

て
い
る
。
し
か
し
、
中
園
経
済
の
全
鐙
像
、
中
園
経
済
に
関
す
る
歴
史
的
考
察

の
も
つ
意
義
、
中
園
経
済
の
設
展
の
全
過
程
を
貫
く
論
理
を
把
握
す
る
た
め
に

は
、
少
な
く
と
も
以
上
の
よ
う
な
黙
の
検
討
が
飲
か
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
著
者
が
強
調
し
て
い
る
「
生
産
力
の
質
鐙
分
析
」
に
つ
い
て

も
、
農
業
面
で
、
小
経
営
の
優
位
性
問
題
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
、
工
業
面

で
も
、
車
に
量
的
に
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
企
業
の
経
営
組
織
に
ま
で
立
ち

入
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
合
理
的
経
営
組

織
こ
そ
最
大
の
生
産
力
要
因
で
あ
る
こ
と
が
、
著
者
が
批
剣
す
る
従
来
の
生
産

関
係
重
視
の
分
析
で
は
、
ま
た
既
存
祉
舎
主
義
諸
園
で
は
、
決
定
的
に
飲
落
し

て
い
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
〈
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
卒
子
友
長
『
祉
曾
主
義

と
現
代
世
界
』
青
木
書
広
、
一
九
九
一
年
、
が
興
味
深
い
問
題
提
起
を
行
な
っ

て
い
る
)
。

最
後
に
、
「
言
葉
」
の
使
い
方
で
気
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
著
者
は
、
「
近
現
代
中
園
の
経
済
設
展
を
概
観
す
る
に
あ
た
り
、
本

書
は
次
の
諸
貼
に
留
意
し
た
」
(
八
頁
)
と
述
べ
て
、
部
門
別
・
産
業
別
の
経

済
復
展
史
を
基
礎
に
お
く
こ
と
等
の
四
黙
の
ク
留
意
貼
。
を
あ
げ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
「
本
書
で
は
、
以
上
に
あ
げ
た
四
つ
の
課
題
を
;
:
:
考

え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
」
(
一

O
頁
)
と
い
い
換
え
、
。
留
意
黙
。
を
。
課

題
。
に
い
わ
ば
格
上
，け
し
て
い
る
。
著
者
が
、
「
本
書
が
具
鐙
的
に
課
題
と
す

る
と
こ
ろ
を
翠
げ
て
お
こ
う
」
(
七
頁
)
と
し
て
あ
げ
た
三
つ
の
課
題

(
Eに

紹
介
し
た
も
の
)
に
封
臨
服
す
る
明
示
的
な
総
括
を
、
評
者
は
十
分
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
の
で
、
賓
は
、
留
意
黙
の
方
が
本
蛍
の
課
題
で
あ
り
、
三
つ
の
課
題
の

方
は
、
背
後
の
問
題
意
識
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た

り
し
た
。
木
書
を
讃
み
終
え
、
こ
の
書
評
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
貼
に
と

-154ー



ま
ど
い
、
困
惑
し
た
(
こ
の
書
評
で
は
、
結
局
、
留
意
黙
は
留
意
鈷
と
し
て
と

ら
え
、
三
つ
の
課
題
に
卸
し
て
検
討
し
た
。
た
と
え
、
留
意
黙
の
方
が
本
嘗
の

課
題
で
あ
り
、
三
つ
の
課
題
は
問
題
意
識
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
留
意
貼
H

課

題
を
解
明
し
た
後
、
そ
れ
が
問
題
意
識
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
か
が
関
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
に
な
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
)
。
そ
の
他
、
こ
の
書
-
評
で
は
、
著
者
の
使
用
し
た
「
局
面
」
と

い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
が
、
時
期
区
分
を
、
回
炭
化
す
る
物
事
の
そ

の
都
度
の
吠
態
、
形
勢
を
表
わ
す
(
時
期
匡
分
に
比
べ
れ
ば
下
位
概
念
で
あ

る
)
「
局
面
」
と
い
う
言
葉
で
総
括
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
ク
歴
史
の

重
み
。
も
含
め
て
、
ク
言
葉
の
重
み
。
に
も
も
う
少
し
注
意
を
沸
う
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

疑
問
勲
、
批
剣
黙
ば
か
り
を
並
べ
立
て
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
本
書
の
意
欲
的
な
問
題
提
起
に
刺
激
さ
れ
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
問
題
提
起
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に
感
え
ら
れ
る
か
を
、
評
者
な
り
に
考
え
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
了
承
し
て
ほ

し
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
、
近
現
代
の
中
園
経
済
を
、
膨
大
な
研

究
、
資
料
を
ふ
ま
え
て
通
観
し
た
本
書
の
債
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
単

に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
仕
事
を
や
り
途
げ
た
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
四
九
年
前
後
の
「
漣
績
面
な
い
し
縫
承
面
」
を
兵
程
的
に
提
示
し
、
大

き
な
歴
史
の
流
れ
を
提
示
し
た
こ
と
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
黙
が
あ
る
と
し
て

も
、
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。
ま
た
、
四
九
年
以
前
の
中
園
経
済
史
を
研
究
し
て

い
る
研
究
者
と
、
四
九
年
以
後
を
研
究
封
象
と
し
て
い
る
研
究
者
と
の
交
流
が

ほ
と
ん
ど
な
い
朕
況
の
も
と
で
、
こ
う
し
た
研
究
の
分
断
朕
況
を
打
破
し
た
先

駆
的
な
業
績
で
も
あ
る
。
多
く
の
人
々
に
殻
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

一
九
九
一
年
四
月
久
留
米
創
研
出
版

B
5
剣

一

三

五

頁

九

五

O
園
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