
解
二
十
三
春

解

1
班

雲

六

〇

匡
林
地
湖
岸
衆
落
東

1
日
の
考
察
(
二
)

富

田

敬

市

四
.
生
巣
と
経
済
生
活

宙
水
漁
業
専
業
で
今
H
は
及
ん
だ
が
､
其
の
職
業
的

危
険
は
海
水
漁
業
者
に
此
し
極
め
て
安
易
平
穏
在
79
の

で
あ
っ
た
｡
即
ち
へ
小
潮
水
で
あ
る
か
ら
波
浪
の
危
険

衣
-
､
よ
し
沈
捜
す
と
も
人
命
に
掘
す
る
心
配
な
-
､

且
っ
海
水
漁
業
者
の
如
-
荒
天
蒔

き
の
時
と
錐
も
独
拶

不
可
能
に
関
与
珪
活
に
囲
窮
す
る
の
慶
を
-
~
そ
の
上

専
業
的
樽
柿
社
有
L
t
年
中
不
平
等
を
-
捕
牡
を
程
る

等
生
活
安
定
率
大
で
従
っ
て
生
活
は
愚
で
あ
っ
た
.
近

年
淀
川
改
修
後
､
漁
獲
高
減
少
す
る
や
､
牛
豊
年
漁
的

ほ
樽
向
L
t
生
活
の
絶
対
安
定
を
符
､
加
る
ほ
別
業
的

生
産
と
し
て
､
菱
･蓮
｡渡
等
の
難
聴
人
参
-
'
又
附
近

へ
離
人
夫
と
し
て
働
-
等
'
普
通
農
村
よ
み
温
か
に
富

有
夜
境
遇
に
あ
る
た
め
.
子
弟
の
部
外

へ
出
稼
す
る
者

殆
凡
ど
な
-
､
二
男
以
下
の
分
家
は
必
ず
本
地
域
に
於

で
行
は
れ
る
た
め
､
か
-
年

一
年
と
人
家
増
加
し
た
所

以
で
あ
る
｡
然
し
土
地
は
制
限
あ
る
の
で
､
勢
両
端

へ

両
袖

へ
と
伸
び
'
現
在
の
如
-
東
西
十

一
町
に
も
及
ぶ

街
村
式
衆
蕗
は
教
逢
し
た
の
で
あ
る
｡
.然
ら
ば
今
後
如

何
に
伸
展
す
る
で
あ
ら
う
か
'
乙
の
問
題
は
次
節
に
よ

っ
て
論
述
し
ょ
う
｡

某

一
口
の
人
口
は
､
昭
和
五
年
囲
勢
調
査
の
結
果
で

は
世
帯
数
甫
五
十
九
､
男
三
七
五
人
女
三
六
八
人
計
七

四
三
人
で
あ
る
｡
故
は

一
方
粁
宛
千
三
BTTT二
十
人
と

い

ふ
鋼
密
度
で
あ
る
｡

次
に
生
業
の
塵
逐
並
に
生
産
高
に
つ
い
て
見
る
に
七

育
-
よ
-
互
椋
池
の
専
業
槽
を
有
し
て
洪
水
時
に
於
で

は
水
田
の
中
迄
も
侵
入
漁
港
し
得
た
｡
そ
こ
で
湖
岸
伊



勢
m
･新
田
｡安
田
三
ケ
村
の
同
姓
等
之
に
抗
講
帝
諭
し

た
古
文
沓
-
多
-
徳
川
時
代
の
も
の

t
が
尭

一
口
水
産

骨
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
る
｡
其
他
漁
民
の
漁
構
擁
護
の
籍

め
に
､
沿
岸
他
相
と
の
軍
は
数
多
-
行
は
れ
た
革
を
物

語
る
蔑
多
の
古
文
番
が
あ
る
｡

専
用
漁
業
棟
は
'
斯
-
育
-
よ
み
公
寵
さ
れ
本
部
落

民
の
光
輝
あ
る
特
種
で
あ
っ
カ
.
従
っ
て
今
日
に
到
る

ま
で
寄
留
人
は
如
何
在
る
手
段
を
以
て
し
て
も
t
rJ
の

尊
漁
槽
を
獲
得
す
る
事
が
山
楽
を
か
っ
か
｡
此
地
の
漁

家
の
子
弟
が
'
故
郷
を
後
に
し
イ上
兄
阪
地
方
に
川
縁
す

る
事
を
敢
て
為
さ
な
か
っ
た
の
は
､

1
は
此
の
専
用
漁

柿
の
存
在
に
擦
る
革
で
､
小
舟
と
艶
何
か
の
漁
具
と
社

有
す
れ
ば
何
等
鍾
晴
に
支
障
散
楽
さ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
｡
大
池
の
専
漁
槽
は
束

一
口
の
他
､
向
島
･小
倉
･

伏
見
の

山
部
民
の
共
同
楯
利
で
あ
る
｡
現
在
大
池
水
産

骨
在
る
組
各
組
織
に
て
漁
業
統
制
を
固
つ
て
ゐ
る
｡
飴

し
尭

山
口
が
漁
家
最
7P
多

い
の
で
'
同
食
事
弥
所
も
兼

一
口
に
投
機
し
骨

長
79
同
所
の
人
が
就
職
し
て
ゐ
る
｡

元
凍
､
互
椋
池

は
山
城
三
川
朝
倉
流
し
て
ゐ
溌
踊
係

E
椋
弛
糊
梓
経
絡
米

1
口
の
考
察

上
､
魚
族
の
種
類
並
に
其
の
産
廃
高
は
淡
水
漁
場
と
し

て
は
､
蓋
し
我
閥
有
数
の
漁
場
で
あ
っ
た
｡
熟
し
嘗
藩

時
代
に
於
け
る
宜
株
池
漁
獲
高
は
不
明
で
あ
る
｡
内
務

省
の
改
修
工
事

以
前
の
漁
獲
凧
よ
-
儀
幕
時
代
捕
狂
高

を
推
知
す
る
事
を
得
る
で
あ
ら
う
｡
勿
論
漁
獲
高
は
年

に
ょ
-,h典
-
'
叉
精
密
在
る
統
計
は
到
底
望
み
得
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
､
何
ヶ
年
か
の
盛
年
平
均
数
を

知
る
時
は
'

大
磯
の
見
常
は
つ
-
と
瓜
ふ
｡

然
し
右

淀
川
改
修
工
事
以
前
の
統
計
を
未
だ
詳
ほ
し
布
覆

い
の

は
残
念
で
あ
る
｡
左
に
京
都
府
水
産
諌
調
査
の
大
正
十

二
年
以
降

人
ケ
年
分
の
漁
獲
高
敬

重

不
す
る
に

止
め

る
○左

の
八
ヶ
年
の
統
計
は
明
治
時
代
に
比
し
格
段
の
減

少
と

い
ふ
事
で
あ
る
｡
此
の
班
由
は

1
に
既
述
の
明
治

末
年
の
内
務
省
淀
川
改
修
工
事
に
依
身
'

今

迄
宜
椋
他

は
宇
治
川
と
直
接
相
頂
き
'
木
津

｡
株
の
二
川
と
も
間

接
は
連
潰
し
て
ゐ
た
も
の
を
金
然
各
河
川
と
分
離
L
t

孤
立
し
た

1
磁
輝
池
と
覆
し
.
魚
族
の
繁
殖
を
中
断
し

允
カ
め
で
あ
る
｡

三

六

一



地

球

宜
椋
池
水
産
挽
抵
宙
晃
年
比
較

(東
都
肝
水
産
純
的
)

節
二
十
三
谷

着
衣
に
疲
れ
ば
東
棟
池
年
平
均
約
五
寓
六
千
回
の
漁

獲
高
が
あ
る
中
.
其
の
七
割
は
御
牧
村
で
占
め
て
ゐ
る
｡

御
牧
村
の
漁
獲
は
､
と
少
も
夜
は
讃
ず
粟

一
口
の
も
の

で
あ
る
か
ら
､
換
言
す
れ
ば
宜
林
地
漁
粧
高
の
約
七
割

は
､
兼

1
口
の
漁
業
者
の
事
に
よ
っ
て
漁
獲
さ
れ
て
ゐ

る
と
言
ふ
革
に
在
る
｡

而
し
て
其
の
魚
旗
種
別
は
鯉
･鮒
･総

･
は
す

･
も
ろ

て
｡
は
え
･ど
ん
こ
｡わ
た
rJ
･う
な
ぎ

･
ぎ
ぎ
･
え
び
･ど

紡
1
既

望

六
二

じ
ょ
等
多
種
多
様
で
あ
る
｡
又
漁
業
種
類
も
様
々
で
､

専
用
漁
業
構
義
帳
記
載
を
見
る
と
投
網
｣

四
ヅ
手
綱
･剰

網
二

夜
臥
･浸
水
･答
･桐
谷
｡椅
子
答
こ

孤
箇
･で
尤
じ

ゆ
｡う
げ
｡耀
網
･叉
手
綱
･
か
止
す
け

こ
肌
掻
･流
し
勃
17

建
釣
肇
で
あ
る
0

右
の
内
浸
水
は
欄
興
味
あ
る
漁
陸
で

あ
る
｡
即
ち
長
n
一
丈
四
五
八
の
小
木
を
､
塀
州
尺
代

方
南
よ
カ
求
め
湖
中
に
n
L
､

一
二
年
放
置
す
る
｡
す

る
と
魚
族
の
集
樺
場
が
出
凍
る
蔀
に
な
る
か
ら
､
冬
季

は
魚
族
殆
ん
ど
rJ
の
中
に
基
因
し
静
止
し
て
ゐ
る
｡
そ

の
頃
'･竹
の
す
の
rJ
を
以
て
石
定
木
の
周
遊
を
包
囲
し
'

浸
水
を
舟
か
ら
披

き
と
る
と
.
魚
族
は
す
の
rJ
の
中
は

包
ま
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
上
か
ら
網
で
す
-
以
取
る
の
で

あ
る
O
時
に
数
十
賞
の
都
魚
が
､

一
浸
水
の
中
か
ら
輔

甚
n
れ
ね
ら
し
い
が
､
近
年
殆
止
ど
牧
獲
上
ら
ず
､
過

去

<三

ヶ
年
は
産
米
を
上
げ
る
罫
す
ら
行
は
ず
'
自
然

は
放
任
n
れ
で
あ
る
｡
こ

こ
数
年
の
う
ち
に
は
､
由
兼

あ
る
浸
木
も
金
-
湖
中
よ
少
姿
を
消
す
の
で
あ
る
｡
定

木
の
み
な
ら
ず
近
年
漁
獲
高
漸
減
し
'
着
に
示
し
た
統

計
よ
～,>
温
か
は
減
少
し
て
ゐ
る
ら
し

い
｡



☆
凍
湖
岸
漁
業
者
と
農
耕
者
と
は
利
害
朝
反
す
る
の

佳
活
を
な
し
て
衆
ね
｡
即
ち
洪
水
ほ
で
宜
横
地
が
浸
水

す
る
と
豊
漁
と
な
-
､
漁
業
者
は
蕃
ん
だ
が
'
湖
岸
の

敷
板
浸
水
の
為
め
腐
蝕
枯
死
し
二

二
年
に

一
皮
の
平
作

ru
へ
望
め
夜
い
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
｡
同

一
日
蝕
現

象
の
及
ぼ
し
た
刺
客
二
面
観
で
;

地
相
牽
上
興
味
あ
る

革
で
あ
る
｡

飴
し
､
今
や
互
椋
池
干
拓
事
業
に
件
S
尭

一
口
の
漁

舟
も
湖
岸
よ
少
影
を
消
し
､
或
79
の
は
農
作
物

｡
肥
料

の
運
搬
用
舟
と
職
業
慶
換
む
す
る
で
あ
ら
う
.

斯
-
淀
川
改
修
工
事
を
基
準
と
し
て
'
瓦
茄
池
洪
水

の
英
が
在
-
在
る
と
共
に
､
漁
獲
高
の
急
減
を
来
し
た

の
で
､
背
水
通
わ
漁
業
の
み
を
以
て
其
の
珪
活
を
支
へ

る
ほ
は
不
十
分
と
な
っ
た
o
よ
っ
tJ
一
方
農
耕

へ
と
志

す
者
が
増
加
し
て
凍
カ
｡

互
林
地
湖
岸
の
地
は
'
前
述

の
如
-
三
年
に

1
皮
収
穫
敬
称
ば
普
通
の
葦
で
あ
っ
カ

が
､
右
改
修
工
事
に
伴
S
殆
ん
ど
大
損
審
よ
-1
免
る
る

を
稗
下
盤
業
者
の
安
定
度
を
埼
し
て
兼
ね
｡
叉
､
他
方

湖
樺
の
儀
磁
樺
地
拭
漸
次
干
拓
さ
れ
､
塩
耕
地
と
し
て

五
枚
池
湖
揮
発
終
放

1
ロ
の
考
雛

利
用
の
見
込
立
つ
や
う
に
な
つ
光
た
め
､
背
水
瀦
鐸
地

で
芭
芦
が
従
に
亜
繁
っ
て
放
任
ru机
で
ゐ
尭
湖
岸
の
芭

島
新
田
へ
漸
次
進
Ⅲ
し
､
開
拓
し
今
日
に
於

七は
..
秦

段
島
新
田
の
み
ほ
て
も
朱

1
口
の
住
民
の
手
に
よ
っ
私

新
作
さ
れ
て
ゐ
る
江t
地
約
五
六
十
町
に
及
ん
で
ゐ
る
0

本
部
落
民
の

1
披
露
酒
状
態
如
何
を
見
る
ほ
'
薯
魂

と
も
極
め
て
安
登
を
職
業
で
あ
っ
･ね
カ
め
:
漁
業
専
業
､

ほ
て
十
分
な
寵
鮮
生
活
が
連
せ
ら
れ
て
凍
允
の
で
協
ら

う
｡
既
述
の
如
-
､
民
家
の
大
き
ru夜
も
'
其
の
内
部

の
状
愚
な
み
を
見
る
と
'
金
魚
普
通
漁
村
と
其
の
規
を

異
に
し
て
必
る
｡
何
れ
か
と
言

へ
ば
､
む
し
ろ
鹿
家
の

形
態
で
飴
裕
あ
る
生
活
な
る
事
が
認
め
ら
れ
る
Ot･但
し

以
前
は
現
春
よ
り
一
般
は
民
家
の
大

dTJrUは
狭
少
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
輩

出
率
漁
的
蕉
産
業
と
祝
っ
て
か
ら
漸

次
大

き
-
な
つ
た
と

い
ふ
事
で
あ
る
｡

淀
川
改
修
工
事
後
盤
を
舘
職
す
る
事
に
な
っ
て
か
ら

は
､
反
っ

て経
沸
状
態
は
良
好
に
な
っ
た
ら
し
い
｡
何

故
か
と
言

へば
､
現
在
兼

一
口
の
者
に
ょ
つ
て
耕
作
さ

れ
て
ゐ
る
反
別
､
約
九
十
町
ほ
し
で

1
月
苑
六
段
歩
宛

三

六
三



地

球

第

二
十
三

啓

は
在
る
｡

之
は
附
近
農
相

一
月
宛
作
付
反
別
平
均
は
略

々
近
い
O
革
は
農
耕
の
み
に
て
79
､
附
近
農
業
者
な
み

で
あ
る
の
は
､

一
方
本
業
で
あ
っ
た
漁
業
に
従
事
し
､

遭
閑
時
.
叉
は
漁
業
相
に
は
皆
之
に
従
事
す
る
｡
漁
具
｡

漁
舟
等
大
し
た
資
本
を
要
せ
ず
'
舟
の
他
漁
具
は
殆
ん

ど
自
家
製
で
間
に
合
ふ
し
､
別
に
固
定
資
本

･
人
件
費

と
大
し
た
入
費
を
要

せ
ず
し
て
漁
獲
す
る
を
程
'
漁
獲

物
は
直
ち
に
現
金
に
て
取
引
さ
れ
'
仲
買
商
に
渡
し
'

商
品
の
販
路
に
困
る
事
故
-
､
且
つ
魚
償
高
値
で
債
格

の
塵
勧
少
-
､
巷
鷺
業
者
の
如
-
泣
-
に
も
挽
け
ざ
る

惨
状
は
絶
無
で
あ
る
｡
加
ふ
る
ほ
､
湖
水
の
副
産
物
と

も
見
る
べ
き
蓮
･韮
･産
声
｡
rJ
も
等
の
採
取
に
､
或
は
附

近
土
木
工
事
の
人
夫

と
し

て
有
利
在
る
副

業
が
数
多

-
､
失
業
苦
の
塊
を
知
ら
ざ
る
有
様
で
あ
る
｡
蓮
は
水

産
骨
よ
少
抑
下
げ
る
｡
多
-
大
阪
の
人
之
を
落
札
し
､

花
を
伐
夕
大
阪

へ
積
出
す
の
で
あ
る
が
､
そ
の
落
札
高

今
年
は
二
千
七
宵
園
｡
そ
れ
を
切
ム
と
る
人
夫
賃
千
三

百
回
.
自
動
車
運
搬
費
其
他
を
加
算
す
る
と
ー
大
阪
に

到
着
す
る
迄
に
'
蓮
の
み
ほ
て
約

一
苗
圃
の
入
費
を
箪

節

1
雛

盃

大

.
四

す
る
と
の
事
で
あ
る
｡
此
等
の
人
夫
に
は
多
-
乗

1
口

の
者
が
出
稼
ぎ

一
般
の
舟
は
二
人
乗
込
み
採
取
す
る
｡

人
夫
賃

1
旦

二
閲
内
外
で
あ
る
か
ら
､
土
木

ふ
炭
耕
人

夫
は
此
し
造
か
に
有
利
で
あ
る
｡
菱
は
舟
で
女
子
が
湖

中
ほ
て
採
取
し
､
挿
蹄
タ
､
之
を
煮
て
男
子
が
白
樺
革

に
て
近
郊
町
村

へ
嚢
わ
に
視
る
｡
つ
食
卓
球
宴
費
夫
の

分
業
で
'

1
日
四
五
回
の
利
を
得
る
と

い
ふ
｡
故
に
七

月
上
旬
よ
カ
ナ
月
下
旬
頃
迄
毎
日
'
池
の
上
に
五
十
鹿

以
上
の
菱
取
鹿
が
活
動
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
中
本
部
落
の

菱
収
場
数
は
平
均

一
旦

二
十
鹿
乃
至

二
十
五
塵
を
下
ら

ず
と

い
ふ
o

其
の
他
秋
冬
の
蓮
据
わ
｡秋
冬
の
猟
銃
の
船
頭
･芭
芦

の
難
聴
も
や
は
力
士
地
の
利
洞
と
在
る
｡
そ
れ
以
外
に

部
落
直
接
の
収
入
は
'
兼

一
口
南
側
の
中
内
池
の
漁
獲

柿
を
奉
げ
て
､
凍
都
の
中
井
基
は
譲
･Jl
渡
し
'

1
ヶ
年

四
千
五
百
固
と
し
今
よ
み
五
年
前
迄
､
七
八
ケ
年
間
腹

宿
し
た
と

い
ふ
.
飴
し
今
は
中
絶
し
た
が
翻
､
中
内
池

の
東
閣
二
つ
の
橋
の
間
を

一
般
公
開
の
釣
場
と
し
.

1

人

一
日
五
十
銀
宛
の
入
場
料
を
徴
収
し
て
ゐ
る
が
'
奪



田
数
十
人
の
太
公
望
が
現
は
れ
そ
の
収
入
年
約
二
千
回

は
上
る
ト
)
S
ふ
.
細

い
釣
竿
の
カ
亦
驚
-
べ
L
で
あ

る
｡
此
の
収
入
の
牢
を
部
落
公
費
に
曹
て
る
と
い
ふ
の

で
､

一
般
=:辰
村
に
此
し
誠
に
恵
ま
れ
た
る
境
遇
に
あ
ゎ

と
言
ふ
べ
L
で
あ
る
｡

叉

一
方
に
は
本
村

一
月
の
戸
数
割
が
全
問
町
村
平
均

数
よ
ら
藍
は
低
-
'
昭
和
六
年
度

一
月
宛
二
十
二
間
五

十
銀
で
あ
る
｡

加
越
の
如
き
関
係
に
あ
れ
ば
､
東

一
口
の
部
落
は
他

の
一
般
幾
漁
村
に
此
し
､
温
か
は
生
活
豊
に
し
て
約
枚

闘
係
も
極
め
て
良
好
と
の
革
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
衣
食

足
み
て
弛
節
知
る
の
有
言
の
如
-
､
汲
業
種
以
外
の
普

通
の
訴
認
事
件
又
は
小
作
辱
議
等
殆
ん
ど
夜
-
､
平
和

図
滴
で
あ
る
｡

又
附
近
農
村

1
枚
の
風
習
と
し
て
'
取
引
勘
定
は
半

期
の
決
算
で
あ
る
の
は
'
本
部
落
の
み
は
毎
月
二
日
に

確
賓
在
る
決
算
取
引
が
行
は
れ
で
ゐ
る
の
は
経
路
内
容

の
1
鼎
を
窺
ふ
資
料
と
な
る
｡

瓦
椋
弛
湖
揮
発
終
末

1
ロ
の
考
察

五
､
滑
に
漁
巣
的
繋
蕗
よ

り愚
弟
的

繋
啓
に
韓
向
せ
ん
と
す

る
末

関
口

宋
落
教
生
の
普
初
よ
タ
漁
舟
的
衆
落
と
し
て
､
漁
業

専
業
の
生
活
ほ
て
教
官
年
を
過
し
た
彼
等
部
落
人
は
､

初
め
て
手
に
鋤

鍬を
親
ら
ざ
る
を
得
ざ
ら
し

め
た
る

は
､
明
治
未
年
の
淀
川
改
修
大
工
事
に
伴
ふ
宜
椋
池
生

産
急
減
の
結
果
で
あ
る
｡
然
し
'
前
章
論
述
せ
し
如
-

未
だ
倖
続
の
漁
業
は
彼
等
生
活
の
根
幹
を
を
し
､
片
手

に
櫓
'
片
手
に
鍬
執
る
牛
汲
牛
農
的
生
活
と
改
み
'
漁

槽
は
維
持
し
て
兼
ね
の
で
あ
る
.
触
る
ほ
､
今
や
'

宜

椋
池
干
拓
事
業
も
着
々
進
め
ら
れ
'
直
森
六
尺
を
有
す

る
排
水
電
力
ポ
ン
プ
十
蔓
を
有
す
る
排
水
機
場
は
兼

一

口
に
設
置
せ
ら
れ
'
教
官
隼
雄
生
活
の
根
源
地
で
あ
っ

た
大
池
も
､
今
や
此
の
大
ポ
ン
プ
の
カ
を
以
て
せ
ば
'

優
に
六
十
時
間
内
外
を
以
七
会
-
の
干
潟
と
化
し
､
金

魚
陸
化
す
る
と
い
ふ
｡
依
っ
て
苗
に
彼
等
は
纏
に
第
二

段
の
生
産
革
命
に
遭
遇
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
.
今
や
俸
銃

の
舟
を
捨
て
'
網
を
破
棄
す
る
の
時
に
際
骨
直
面
し
て

ゐ
る
｡
愈
々
漁
を
革
め
て
盤
専
業
は
噂
向
を
飴
儀
夜
-

宝

六
五



地

政

解
二
十
三
谷

n
れ
て
ゐ
る
｡

光
輝
あ
る
漁
樵
の
放
棄
の
薦
め
に
'
京
都
府
は
瓦
林

地
闘
係
漁
業
者
に
､
倉
計
十
五
常
田t
の
補
機
金
を
出
す

事
と
な
み
'
既
に
第
二
回
目
(
一
同
五
簡
閲
宛
)
は
渡
し

終
わ
も
第
三
回
目
を
支
緋
は
ん
と
し
て
ゐ
る
｡
廿
五
年

以
上
専
業
棟
を
有
す
る
も
の
を
筆
頭
に
､
大
鰭
年
数
は

鷹
じ
三
組
に
等
級
を
附
し
'
分
配
金
に
等
差
を
つ
け
て

分
け
ら
れ
た
｡
本
地
に
居
を
構

へ
で
以
水
の
漁
業
者
も
､

合
計
七
百
数
十
園
の
補
償
金
を
以
て
､
永
久
に
風
発
俸

魂
の
漁
業
と
別
れ
を
つ
げ
る
事
に
な
っ
た
｡

つ
ま
み
兼

山
口
栄
藤
に
は
､
教
生
以
凍
二
回
の
産
業

的
革
期
が
衆
力
事
に
在
る
｡
第

一
は
漁
業
専
業
よ
少
単

数
中
瓶
的
生
活
と
老
身
'
今
回
を
以
て
愈
々
農
業
専
業

と
な
る
.
n
て
職
業
機
能
の
鍵
化
に
仲
以
来
落
構
成
は

如
何
は
な
る
か

一
言
し
ょ
う
｡

光

一
日
月
数
百
六
十

1
月
の
内
､
暇
に
九
割
が
純
農

家
に
輯
向
し
た
と
す
れ
ば
､
現
在
本
部
蕗
民
の
既
耕
地

各
計
九
十
町
の
み
ほ
て
は

一
月
宛
僅
か
は
六
反
二
畝
弧

平
均
で
､
之
の
み
ほ

ては
盤
業
捷
活
を
覆
す
ほ
不
足
を

妨

1
班

宍

六
大

事
は
明
か
で
あ
る
｡
背
水
の
副
業
が
殆

ん
ど
蚤
-
滑
滅

す
る
の
で
あ
る
か
ら

.
之
に
代
る
べ
き

新
耕
地
の
供
給

が
骨
蛮
行
は
る
べ

き
で
あ
る
｡

宜
株
池
干
拓
計
書
を
見
る
ほ
'
宜
椋
池
干
拓
新
地
の

配

給
消
化
を
閲
る
た
め
､
農
家

一
月
平
均
耕
地
敬

一
町

六
反
歩
と

い
ふ
塵
準
を
立
て
て
居
る
｡
触
ら
ば
､
rJ
の

藤
準
は
蓮
す
る
為
に
は
現
在
の
九
十
町
歩
以
外
に
飼
育

四
五
十
町
歩
を
妥
す
る
｡
此
の
要
求
耕
地
は
､
勿
論
互

椋
池
の
新
干
拓
地
に
求
め
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
｡
然
ち
ば

現
在
の
衆
終
に
で
~
そ
の
ま
ま
此
等
新
更
生
の
農
業
に

通
す
る
や
否
や
､
適
せ
ざ
れ
ば
勢
､
艶
蕗
の
移
稗
が
起

る
｡
移
輯
地
は
如
何
在
る
場
所
に
如
何
な
る
計
蓋
の
下

に
布
は
る
る
べ
き
か
多
少
私
寛
を
述
べ
て
見
よ
う
｡

先
づ
純
盛
付
機
能
と
在
る
と
､
妨

一
不
便
不
利
夜
の

は
現
在
の
堤
防
上
の
衆
蕗
で
あ
る
｡
干
拓
後
は
現
在
の

栄
藤
の
高
さ
は
最
高
四
閏
年
に
蓮
す
る
で
あ
ら
う
｡
か

-
の
如
-
新
地
よ
んエ
向
い
所
は
民
居
を
構

へ
で
､
干
拓

地
内

へ
耕
作
に
出
づ
る
事
の
不
便
は
霜
に
論
ず
る
迄
も

な

い
｡
敬
で
観
光
停
魂
の
現
在
の
地
は
居
を
置
-
と
す



れ
ば
､
四
闘
牛
の
階
段
を
作
っ
て
'
上
下
す
る
か
p
ru

も
な
け
れ
ば
急
傾
斜
何
に
斜
の
坂
を
作
っ
て
､
耕
地

へ

社
凍
す
ふ
よ
～,>
他
は
方
法
は
な

い
｡
或
は
施
肥
運
搬
に

或
は
収
穫
物
の
運
搬
に
t
rJ
の
急
坂
を
上
下
し
て
Jlj
逢

せ
ぬ
ば
な
ら
附
｡
元
凍
'

宜
林
地
湖
岸
洪
水
の
厄
難
よ

～T
免
る
る
為
に
築
か
れ
空
歯
堤
宋
蕗
は
､
今
や
宜
株
池

干
拓
に
件
払
無
用
の
長
物
'
不
便
極
少
な
さ
過
去
の
遺

物
と
化
し
た
｡
自
然
封
人
文
の
相
補
幽
係
が
此
廃
に
賓

に
面
白
-
.
挿
葛
さ
れ
て
ゐ
る
で
は
を

い
か
｡

苗
に
於
で
現
在
の
民
居
､
即
ち
現
在
の
宋
蕗
を
そ
の

ま
ま
移
輯
さ
す
時
は
問
題
は
別
で
あ
る
が
'
恐
ら
-
大

部
分
は
故
地
を
守
っ

て不
便
夜
急
坂
を
上
下
し

て､
新

地

へ
社
凍
す
る
で
あ

らう
｡
欽
…
し
今
か
ら
分
家
す
る

者
.
又
は
移
輯
す
る
方
が
利
碍
た
る
者
は
'
漸
次
新
開

拓
地

へ
移
殖
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
､
兼

一
口
の
人
家
を

-
人
口
数
は
現
在
が
激
高
鮎
で
以
後
漸
減
す
る
で
あ
ら

ラ
.｡
而
L
tJ何
十
年
か
の
後
に
は
親
村
た
る
現
兼
｡一
口

の
人
口
よ
か
手
相
た
る
移
樽
先
の
人
口
人
家
が
多
-
在

み
.
終
に
は
各
部
現
在
の
高
地
は
切
り
下
げ
ら
れ
結
局

反
抗
池
捌
搾
米
終
光

1
口
の
考
察

は
衆
蕗
の
移
樽
と

い
ふ
朗
ま
で
到
達
す
る
で
あ
ら
う
｡

触
ら
ば
今
後
栄
藤
の
建
設
地
と
し
て
.
干
拓
地
内
の

何

廃
を
設
定
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
之
は
彼
等
移
樽
す
べ

き
者
に
は
､
第

一
に
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
｡
自
然

に
任
せ
て
然
る
べ
き
問
題
で
あ
ら
う
か
｡

干
拓
計
豊
藩
に
櫨
る
と
新
宋
落
後
定
地
と
し
て
'
湖

南
山
川
尻
附
近
と
湖
北
渡
島

新
旧

に
選

定
ru
れ
て
ゐ

る
｡
勿
論
'漁
定
で
未
だ
決
定
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
'

此
の
漁
定
地
に
就
き

一
考
す
べ

き
必
要
が
あ
る
｡
何
故

に
右
二
ヶ
所
を
漁
定
地
と
さ
れ
ね
か
明
か
で
覆

い
が
､

察
す
る
に
親
展
よ
み
の
位
置
｡距
離
･甫
距
等
の
斯
よ
卓

見
で
湖
岸
の
南
北
に
'
暇
に
定
め
ら
れ
た
79
の
と
推
測

す
る
｡
単
に
高
庇
の
み
ょ
･et見
れ
ば
栄
藤
の
位
置
は
元

の
湖
床
上
の
畠
や
洲
､
又
は
牛
島
状
に
突
出
し
た
高
度

の
高
い
場
所
が
新
米
蕗
の
位
置
に
な
る
｡

現
在
東
棟
池
中
の
耕
作
n
れ
て
ゐ
る
部
分
は
､
湖
底

の
敢
低
部
分
よ
み
約
十
八
内
外
も
高

い
所
が
多

い
.の
だ

か
ら
､
そ
の
高

い
所
に
栄
蕗
が
教
生
す
る
轟
は
言
ふ
迄

も
な

い
｡
熟
し
平
面
的
に
見
て
干
拓
計
蓋
番
の
如
-
､

山ハ心

六

七



地

球

節
二
十
三
巷

南
部
と
北
部
と
が
最
も
通

常

な

位

置
で
あ
る
か
ど
う

か
J3
之
に
は

一
腰
我
岡
に
於
で
行
は
れ
た
湖
沼
干
拓
､

特
に
同

一
性
質
修
件
を
有
す
る
淡
水
湖
干
拓
に
於
け
る

状
態
を
吟
味
し
.
史
は
海
岸
干
拓
地
に
及
び
､
引

い
て

は
譜
外
囲
の
例
を

.E
臆
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
O

先
づ
新
潟
膳
北
蒲
原
郡
紫
雲
寺
沼

･
千
薬
膳
九
十
九

里
済
岸
の
馬
喰
新
田
を
始
め
､
有
水
淡
水
湖
と
し
て
の

大
事
業
で
あ
っ
た
同
職
椿
源
干
拓
地
等
の
干
拓
歴
史
在

i
･
現
状
等
を
見
る
ほ
､
栄
藤
の
位
置
は
､
平
面
的
は

見
て
殆
ル
ビ
元
の
湖
岸
に
沿
ふ
道
路
に
遊
ぶ
街
村
'
又

は
元
の
湖
中
に
引
か
れ
た
幹
線
道
路
に
沿
ふ
散
村

(
漸

次
街
村
に
移
化
す
る
傾
向
あ
も
)P
又
は
街
道
で
あ
る
｡

而
し
て
其
の
位
置
は
'
湖
中
の
最
79
高
い
水
温
地
に
あ

ら
ざ
る
部
分
に
位
す
る
罫
は
勿
論
で
あ
る
｡
其
他
海
岸

干
拓
地
と
し
て
兇
島
轡
の
藤
田
=:H
場
を
始
め
､
各
地
の

海
岸
干
拓
地
の
衆
蕗
は
殆
ん
ど
右
の
場
各
と
類
似
し
､

交
通
幹
線
又
は
溝
に
沿
ふ
街
村
が
多

い
｡
刺
蘭
の
ポ
ル

ダ
ー
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡
故
に
宜
椋
池
新
拓
衆
落

教

生
も
､
必
ず
や
以
上
の
場
各
に
略
々
瓶
似
し
た
形
式

節

1
39.,S

天

六
八

を
以
て
磯
連
す
る
と
瓜
ふ
｡

従
っ
て
現
在
衆
静
の
側
に
'
湖
畔
を
呪
力
廻
-
幹
線

道
終
夜
-
､
排
水
溝

｡
泉
水
溝
に
滑
ふ
て
街
村
式
衆
群

が
先
づ
敢
初
の
聴
塵
で
あ
ら
う
｡
莱

一
口
の
場
合
に
は

最
79
簡
易
夜
場
合
を
汲
想
す
れ
ば
､
排
水
幹
線
は
滑
ふ

現
在
の
粟
島
･丸
島
｡大
島
よ
-
芭
島
の
下
五
反
田
島
が

其
の
第

1
倍
補
地
で
あ
ら
う
｡
其
の
他
､
御
牧
各
部
落

は
勿
論
佐
山
･
小
倉
｡向
島
方
面
に
も
､
同
様
孜
形
式
の

下
に
教
生
す
る
も
の
と
恩
は
れ
る
.
而
し
て
.
中
央
の

低
位
地
帯
は
'
最
後
迄
衆
静
聴
鐘
を
見
る
事
殆
ん
ど
な

-
'
只
主
排
水
脱
文
は
主
道
に
沿
ふ
て
高
地
を
選
び
聴

壁
す
る
程
度
は
留
る
で
あ
ら
う
｡
か
-
し
て
親
里
は
そ

の
ま
ま
磯
る
が
束

一
口
の
場
各
の
み
は
､
他
の
人
為
的

特
殊
櫨
件
が
畿
生
せ
ぬ
隈
-
現
在
よ
-,L
月
数

･
人
口
北
ハ

に
噂
加
を
見
る
革
iqt･6-
も
恰
も
輔
東
中
野
の
中
に
聾
立

す
る
筑
波
山
の
如
-
､
新
干
拓
地
中
に
高
-
磯
与
､
月

毎
の
燈
火
は
愛
宕
山
の
醐
燈
の
如
-
其
の
日
藤
と
在
る

で
あ
ら
う
.
飴
し
之
も
永
蒋
す
る
事
は
夜
-
'
結
局
高

堤
防
は
取
･Jl
沸
は
れ
'
栄
罫
は
移
輯
す
る
時
が
凍
る
で



あ
ら
う
｡結

語

元
就
瓦

株
池
湖

岸

に
漁
舟
的
衆
蕗
と
し
て
磯
生
し
免

罪

-i
口
は
'
漁
場
的
位
置
の
良
好
と
歴
史
的
優
越
楯
の

力
と
'
極
め
て
安
定
あ
る
漁
業
方
池
に
基

い
で
凍
光
力

め
'
他
の
侮
岸
漁
業
者
に
見
る
が
如
き
生
活
の
危
険
に

直
面
す
る
事
孜
-
p
む
し
ろ

l
股
農
漁
村
よ
り
豊
富
な

る
庄
活
の
下
に
あ
っ
た
｡
然
も
或
特
殊
階
級
者
は
漁
業

的
本
業
以
外
は
大
地
主
と
し
て
.

山
城
内
に
も
名
を

現
は
す
者
が
あ

わ
湖
岸
沿
村

へ
の
勢
力
を
振

っ
て
ゐ

た
0か

-
し
て
数
百
年
間
を
過
し
て
凍
力
彼
等
は
産
業
的

革
新
が
起
っ
た
｡
そ
れ
は
明
治
末
年
の
内
務
省
の
淀
川

改
修
工
事
で
あ
る
｡
今
迄
区
椋
池
は
淀
川
本
流
と
直
接

刑
通
じ
て
ゐ
ね
79
の
が
､
本
工
事
は
伴
っ
て
金
-
隔
離

さ
れ
死
滅
潮
と
化
し
LJ｡

依
っ
て
魚
族
の
繁
机
上
大
支

障
を
来
し
た
｡
乙
の
粘
某
.
懲
水
の
漁
業
尊
業
ほ
て
は

到
底
珪
宿
し
得
ら
れ
ざ
る
状
態
と
な
っ
た
｡
此
の
改
修

工
事
に
よ
っ
で
p
恰
も
よ
し
潮
岬
の
温
浬
地
が
洪
水
の

瓦
抹
他
州
搾
究
拓
北

1
NTT
の
考
終

厄
難
よ
-
免
か
れ
'
水
位
減
少
に
伸
び
露
出
し
耕
地
と

し
て
利
用
し
得
る
様
に
な
っ
た
の
で
農
業
に
晒
向
す
る

も
の
多
-
､
現
在
に
於
で
は
審
独
老
少
-
牢
農
草
撤
者

が
多

い
｡
飴
し
こ
の
結

果

生

活
は
反
っ
て
安
楽
と
な

ヵ
'他
の
農
漁
村
に
此
し
経
済
状
態
は
良
好
と
在
っ
た
.

依
っ
て
漸
次
人
口
増
加
し
､
栄
藤
は
膨
張
す
る

一
方
で
'

政
早
細
長
さ
堤
防
上
に
於
て
は
飽
和
状
態
に
蓮
し
て
ゐ

る
0触

る
ほ
'
今
や
再
び
産
業
的
麺
革
は
直
面
し
､
場
合

に
ょ
つ
て
は
乗
務
の
移
噛
さ
へ
考
慮
さ
れ
る
有
様
に
在

っ
た
｡
此
の
第
二
回
の
改
麺
は
宜
株
池
干
拓
事
業
で
あ

る
｡
昭
和
十
四
年
干
拓
事
業
完
成
の
上
は
､
光
輝
あ
る

漁
業
を
放
棄
L
t
農
か
又
は
他
の
業
に
輯
向
を
飴
儀
夜

-
せ
し
め
て
ゐ
る
｡
而
し
て
蕃
衆
は
洪
水
防
輿
の
馬
に

築
か
れ
た
大
堤
防
は
､
今
や
無
用
の
長
物
た
る
事
.
菌

里
の
長
城
以
上
と
な
み
､
之
が
封
策
に
預
を
惰
さ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
状
態
と
在
っ
た
｡

之
は
皆
然
の
老
少
行
き
と
79
見
ら
れ
る
｡
即
ち
山
城

盆
地
の
中
に
撮
樺
地
と
し

て'
今
日
ま
で
遺
さ
れ
尭
事

宋

六

九



地

球

節

二
十
三
谷

が
既
に
不
思
議
で
.
今
や
干
拓
さ
れ
出
城
盆
地
中
よ
み

そ
の
存
在
を
失
ふ
事
は
蕃
ぶ
べ
き
郡
で
あ
る
｡
此
不
思

議
夜
潮
岬
に
附
悔
し
で
今
口
ま

で
凍
た
が
､
湖
沼
消
滅

と
共
は
霜
に

一
大
革
稗
に
寓
面
す
る
革
は
不
思
議
で
は

老
い
｡
歯
然
の
事
で
あ
る
CJ
触
し
俸
統
あ
る
栗
群
が
か

-
し
て
鼻
化
し
､
改
革
さ
れ
て
行
-
事
は
地
排
撃
的
兄

節

一
批

書

七

〇

地
よ
わ
兄
で
興
味
あ
る
好
個
の
研
究
資
料
で
あ
る
.

終
に
本
稿
を
革
す
る
に
骨
身
､
資
料
蒐
基
其
他
に
御

力
を
戴
い
た
素
都
府
商
工
水
産
課
､
兼

一
口
山
田
嚢
方

氏
も
御
牧
村
山
田
村
長
始
め
同
村
小
撃
枚
職
員
各
位
は

戚
謝
の
意
を
衷
す
る
次
第
で
あ
る
｡

完

(
昭
和
九
年
十
月
)

近

江
肯

地

誌

解

題
(

一

)

近
江
の
園
の
古
地
誌
を
調
べ
て
み
る
と
他
の
多
-
の

地
方
と
同
様
穂
川
の
文
運
隆
盛
の
歌
を
待
力
を
-
で
は

な
ら
な
い
が
､
飴
し
育
-
造
っ
て
和
銅
の
風
土
記
の
撰

述
は
如
何
と
云
ふ
ほ
今
は
洩
ら
ず
､
唯
木
村
正
僻
博
士

の
探
輯
諮
問
風
土
記
補
遺
は
近
江
問
の
榛
が
あ
-
細
浪

聞
及
び
伊
香
小
江
の
修
改
が
所
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
風

土
記
の
文
と
し
て
は
疑
は
し
-
､
叉
栗
田
寛
博
士
の
育

槍

田

忠

･雄

風
土
記
逸
文
に
は
証
進
風
土
記
の
記
事
が
あ
わ
'
前
者

と
典
は
日
本
古
典
登
基
本
の
揖
採
譜
図
風
土
記
は
龍
城

ruれ
tJ
ゐ
る
'
貼
る
ほ
近
江
輿
地
志
略
に

｢
近
江
風
土

記
と
故
し
二
冊
紙
数
六
十
葉
許
多
あ
る
沓
ほ
て
浅
井
郡

の
股
間
を
記
せ
る
も
後
世
の
低
作
夜
-
L
と
あ
か
'
前

述
の
風
土
記
逸
文
と
は
異
る
ら
し
-
乙
の
本
の
所
在
も

今
は
明
か
で
は
在
5'｡


