
書

評

堀
　
和
生
著

『
朝
鮮
工
業
化
の
史
的
分
析
』

松
　
本
　
俊
　
郎

7
］

　
本
書
は
堀
和
生
氏
が
一
九
八
四
年
以
降
に
発
表
し
て
き
た
論
文
を
体
系
的

に
ま
と
め
、
そ
の
主
張
を
よ
り
明
確
に
し
て
世
に
問
う
た
力
作
の
研
究
書
で

あ
る
。
問
題
の
提
起
に
も
実
証
に
も
注
目
に
値
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。
本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
曲
り
で
あ
る
。

〈
編
別
構
成
〉

　
序
章
　
課
題
と
方
法

　
第
一
編
　
朝
鮮
経
済
の
構
造
変
化

　
　
第
一
章
　
植
民
地
経
済
と
日
本
資
本
主
義

　
　
第
二
章
　
朝
鮮
工
業
再
生
産
の
市
場
的
条
件

　
　
第
三
章
　
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
成
立

　
　
第
四
章
　
京
畿
道
・
京
城
府
の
工
業
分
析

　
第
二
編
　
日
本
資
本
と
朝
鮮
経
済

　
　
第
五
章
　
朝
鮮
の
電
力
と
日
本
資
本

　
　
第
六
章
　
日
本
化
学
工
業
と
日
本
窒
素
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
　
　
個
別
資
本

　
　
　
　
　
と
植
民
地
経
済
一

終
章
　
植
民
地
工
業
化
の
終
焉

　
序
章
（
課
題
と
方
法
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
植
民
地
研
究
に
対
す
る
批
判

的
な
総
括
が
提
起
さ
れ
、
堀
氏
の
問
題
意
識
と
課
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
説
得
的
で
あ
る
。
お
お
む
ね
と
し
た
の
は
、
掘
氏

の
研
究
史
整
理
に
は
以
下
の
二
点
で
留
保
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
N
I
C
s
（
掘
氏
の
表
記
）
の
発
展
の
要
因
を
支
え

た
外
的
条
件
に
対
す
る
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。

　
本
書
の
実
証
分
析
の
対
象
は
、
植
民
地
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

堀
氏
の
最
終
的
な
関
心
は
、
本
書
の
中
で
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
戦
後
の
N
I
C
s
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
韓
国

の
工
業
化
に
関
し
て
も
、
研
究
史
整
理
、
分
析
視
角
の
提
示
と
い
う
範
囲
で

は
多
く
の
書
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
堀
氏
は
、
N
l
C
s
の
発
展
の
要
因
を
戦
前
期
朝
鮮
の
社
会
経
済
条
件
の

変
化
の
中
に
歴
史
的
に
見
出
そ
う
と
苦
闘
し
た
。
そ
の
反
面
、
堀
氏
は
、
今

日
の
世
界
資
本
主
義
が
N
I
C
s
の
発
展
を
許
容
し
、
ま
た
促
進
し
て
き
た

と
い
う
側
衝
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
ヒ
ル
ガ
ー
ト

に
対
す
る
堀
氏
の
批
判
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
（
七
ぺ
…
ジ
）
、
掘

氏
の
持
論
の
最
大
の
持
ち
味
は
、
外
的
条
件
と
し
て
の
日
本
資
本
主
義
が
植

民
地
朝
鮮
の
経
済
に
与
え
た
影
響
を
冷
静
に
観
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
同
じ
堀
氏
が
戦
後
に
関
わ
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
や
日
本
が
持
っ
て
い
た
韓

国
に
対
す
る
影
響
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
の
は
、
評
者
に
と
っ
て
不

思
議
で
あ
る
。
む
ろ
ん
戦
前
日
本
の
植
民
地
支
配
と
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
対

韓
政
策
が
同
～
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
植
民
地
と
独
立
国
と
い

う
民
族
主
権
の
あ
り
方
の
違
い
こ
そ
が
、
N
I
C
s
的
な
発
展
を
実
現
し
た 146 （622）



血書

最
大
の
要
素
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
堀
氏
に
あ
っ
て
は
既
存
の
「
先

進
資
本
主
義
万
能
論
」
に
対
す
る
反
発
が
過
剰
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
評
者

に
は
思
わ
れ
る
（
八
ペ
ー
ジ
）
。

　
評
者
は
、
先
進
国
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
と
い
う
問
題
を
抜
き
に
し
て
N

I
C
s
の
発
展
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ド
ル
の
威

信
の
低
下
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
展
開
を
背
景
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦

略
は
一
九
六
〇
年
代
に
大
き
く
転
換
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
を
補
完

す
る
日
本
の
役
割
も
、
高
度
成
長
の
達
成
に
支
え
ら
れ
、
一
九
六
〇
年
代
後

半
か
ら
変
化
し
た
。
そ
う
し
た
変
化
の
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
た
資
本
主
義
陣

営
の
社
会
主
義
陣
営
に
対
す
る
対
抗
策
、
す
な
わ
ち
西
側
発
展
途
上
国
に
対

す
る
援
助
策
の
新
た
な
展
開
は
、
N
I
C
s
の
台
頭
に
と
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
。
各
種
の
資
金
や
市
場
の
提
供
、
輸
出
加
工
区
の
設
置
な
ど

は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
や
政
策
の
次
元
を
ふ
く
め
、
N
I
C
s
の
独
力
で
実
現
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
N
I
C
s
化
の
道
を
切
り
開
け
な
か
っ
た
ア

ジ
ア
諸
国
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ

る
樵
の
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
も
変

化
を
続
け
た
外
的
条
件
を
こ
う
し
た
形
で
相
応
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
堀

氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
植
民
地
期
そ
し
て
第
二
次
大
戦
直
後
か
ら
～
九
六

〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
の
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
資
本
主
義
の
展
開
を
無
視

す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
と
は
思
え
な
い
（
八
ペ
ー
ジ
）
。
堀
氏
の

研
究
職
整
理
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
N
I
C
s
の
内
的
条
件
に
問
題
関
心
が
集
中

し
て
い
る
が
、
戦
後
の
分
析
を
具
体
的
に
進
め
る
過
程
で
は
、
対
外
的
な
側

面
に
対
し
て
も
、
よ
り
積
極
的
な
位
置
づ
け
が
求
め
ら
れ
て
こ
よ
う
。
そ
れ

は
＝
国
資
本
主
義
成
立
論
」
を
批
判
し
、
外
的
条
件
と
内
的
条
件
と
の
相

互
規
定
関
係
の
申
か
ら
植
民
地
に
お
け
る
資
本
主
義
の
展
開
を
解
明
し
よ
う

と
し
た
博
学
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
自
然
な
選
択
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
留
保
を
て
い
し
た
い
第
二
の
点
は
、
堀
氏
が
「
植
民
地
史
に
お
い
て
は
、

ま
ず
そ
の
分
析
方
法
を
、
日
本
帝
国
主
義
の
研
究
の
論
理
で
代
替
す
る
こ
と

を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
堀

氏
は
「
日
本
経
済
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
そ

れ
は
同
時
に
解
放
後
朝
鮮
社
会
の
前
提
を
形
づ
く
る
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
、
明
確
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
五
ペ
ー
ジ
）
と
指

摘
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
「
日
本
の
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

朝
鮮
在
来
の
歴
史
的
要
因
に
よ
っ
て
、
植
民
地
期
に
お
い
て
も
日
本
の
｝
部

で
は
な
い
独
自
の
個
性
を
持
っ
た
社
会
を
書
成
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
」
（
同
上
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
に
は
、
侵
略
の
過
程
が
同

時
に
資
本
主
義
化
の
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
歴
史
家
は
素
直
に
認

め
る
べ
き
だ
と
す
る
評
者
の
年
来
の
主
張
と
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
も
っ

と
も
評
者
は
、
「
独
自
の
個
性
を
持
っ
た
社
会
」
の
領
域
だ
け
が
独
立
後
の

社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
字
通
り
に
植
民
者
が
独

占
し
、
支
配
し
た
領
域
に
お
い
て
も
解
放
後
の
資
本
主
義
（
あ
る
い
は
社
会

主
義
）
の
展
開
に
積
極
的
を
影
響
を
与
え
た
事
例
は
多
々
あ
っ
た
と
考
え
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
後
段
の
終
章
で
展
開
さ
れ
る
帰
属
財

産
に
つ
い
て
の
堀
氏
の
研
究
史
整
理
を
み
る
な
ら
ば
（
三
〇
　
ペ
ー
ジ
）
、

評
者
と
堀
氏
の
間
に
は
、
あ
る
い
ほ
実
質
的
な
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
帰
属
財
産
が
戦
後
に
な
っ
て
朝
鮮
入

自
身
の
手
に
よ
っ
て
再
活
用
さ
れ
、
…
九
四
七
－
八
年
と
い
う
早
い
段
階
で

多
く
の
工
業
生
産
が
回
復
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
金
牛
元
氏
の
研
究
が

好
意
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
三
〇
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
も
っ
と
も

堀
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
金
氏
の
主
張
は
中
小
企
業
の
再
生
に
重
点
が
置
か
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れ
て
い
る
か
ら
、
評
者
と
堀
（
金
）
氏
の
見
解
は
い
ま
だ
同
じ
で
あ
る
と
は

言
い
難
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
五
－
六
章
の
位
置
づ
け
に
関
わ
っ
て
、

後
に
改
め
て
触
れ
て
み
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
か
っ
た
の
は
こ

の
こ
と
で
は
な
く
、
堀
氏
の
先
行
研
究
に
対
す
る
批
判
の
方
法
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　
掘
氏
の
先
行
植
民
地
史
研
究
、
特
に
小
林
英
夫
氏
の
業
績
に
対
す
る
批
判

は
、
そ
の
不
十
分
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
域
を
越
え
て
、
ほ
と
ん
ど
否
定
的

で
あ
る
。
爆
睡
は
、
戦
前
日
本
の
経
済
構
造
を
植
民
地
を
含
め
て
把
握
し
よ

う
と
す
る
研
究
に
、
独
自
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
視

角
か
ら
の
歴
史
研
究
は
、
堀
氏
に
と
っ
て
は
日
本
帝
国
主
義
の
矛
盾
の
累
積

と
崩
壊
を
帰
結
す
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
は
日
本
経
済
の
戦
時
経
済
化
と
瓦

解
と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
民
地
朝
鮮
の
独
自
の
動
向
に
対

す
る
関
心
が
希
薄
化
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
旧
植
民
地
国
の
戦
後
史
を
理

解
す
る
上
で
は
膚
効
で
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
　
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、

歴
史
の
断
絶
の
野
面
の
中
に
も
そ
の
後
の
社
会
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
材
料
は
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
も
当
然
、
独
自
の
意

味
が
あ
る
。
ま
た
日
本
帝
国
の
分
析
が
朝
鮮
の
独
自
性
の
分
析
と
本
来
的
に

排
他
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
問
題
と
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
＝
国
資
本
主
義
成
立

論
」
や
「
先
進
資
本
主
義
万
能
論
」
に
対
す
る
検
討
が
意
義
と
限
界
の
両
面

に
立
ち
入
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
に
比
べ
る
と
、
小
林
英
夫
氏
の
研
究
に
対
す

る
醤
及
は
否
定
面
に
偏
っ
て
お
り
、
複
眼
的
な
視
野
に
欠
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
源
氏
の
小
林
氏
に
対
す
る
批
判
は
説
得
的
で
あ
り
、
教
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
別
の
機
会
に
述
べ
た
こ
と

で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
小
林
氏
が
一
九
七
〇

年
代
以
降
の
植
民
地
史
研
究
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
小

林
氏
が
行
っ
た
本
書
に
対
す
る
書
評
（
『
日
本
植
民
地
研
究
』
第
八
号
、
一

九
九
六
年
）
は
外
在
的
で
不
毛
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
の
責
任
の
一
端
は
、

堀
氏
の
小
林
批
判
の
あ
り
方
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
堀
氏
は
、
従
来
の
植
民
地
史
研
究
が
持
っ
て
い
た
弱
点
を
、
東

ア
ジ
ア
の
現
状
と
関
わ
ら
せ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
を
実
証
的
に
克
服

す
べ
く
、
執
拗
な
追
究
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
植
民
地

期
の
朝
鮮
が
日
本
に
包
摂
さ
れ
る
形
で
貸
本
主
義
化
し
、
戦
後
の
N
I
C
s

化
を
準
備
し
て
い
た
と
い
う
視
点
か
ら
の
経
済
史
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
は
次

第
に
「
解
禁
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
今
な
お
ア
プ
リ
オ
ル
な
反
感
を

こ
う
む
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
視
角
か
ら
の
歴
史
研
究
で
あ
る
。
「
本
研

究
が
、
日
本
の
植
民
地
支
配
弁
護
論
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
く

明
言
し
て
お
き
た
い
」
（
＝
ハ
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
堀
氏
の
醤
葉
は
、
そ
う
し

た
圧
力
の
存
在
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
学
界
の
状

況
に
抗
っ
て
自
ら
の
問
題
意
識
に
忠
実
に
実
証
的
な
検
証
を
追
究
し
て
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
堀
氏
は
従
来
の
朝
鮮
植
艮
地
経
済
史
研
究
の
到
達
点
に
対

し
て
刺
激
的
で
、
な
お
か
つ
体
系
的
な
研
究
成
果
を
対
置
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。

［
2
］

　
第
｝
編
（
朝
鮮
経
済
の
構
造
変
化
）
で
は
、
植
民
地
朝
群
の
工
業
化
問
題

が
「
主
に
朝
鮮
の
側
の
論
理
」
か
ら
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
経
済
そ
れ
自
体
の
変

化
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
追
究
さ
れ
て
い
る
。
第
㎜
輩
（
植
民
地
経
済
と
日
本

資
本
主
義
）
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
極
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
貿
易
高
の
推
移
が

比
較
さ
れ
、
ω
当
該
地
域
が
世
界
的
に
見
て
両
大
戦
間
期
と
り
わ
け
一
九
三
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評書

○
年
代
に
経
済
規
模
（
貿
易
規
模
）
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
、
ω
そ
の
中
に
あ

っ
て
は
日
本
帝
国
圏
な
か
で
も
朝
鮮
が
著
し
い
伸
び
を
見
せ
、
申
国
と
は
様

相
を
こ
と
に
し
て
い
た
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
け
て
「
こ

の
大
戦
期
に
形
成
さ
れ
た
対
外
関
係
の
類
型
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
も
類
似

の
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
」
（
二
八
ペ
ー
ジ
）
が
強
調
さ
れ
、
こ
の

大
戦
間
期
の
「
構
造
的
特
質
が
第
二
次
大
戦
後
の
各
国
の
再
出
発
と
再
編
成

を
、
内
的
に
相
当
強
く
規
定
し
て
い
る
」
（
同
上
）
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
数
量
的
な
推
移
と
し
て
確
認
さ
れ
た
大
戦
間
期
と
　
九
六
〇

年
代
後
半
以
降
の
問
の
共
通
性
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
同
質
性
が
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
自
説
の
展
開
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
終
章
の

中
で
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
が
（
三
〇
四
ぺ
…
ジ
）
、
か
な
り
の
労
力

と
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
い
ま
少
し
立
ち

入
っ
た
説
明
な
い
し
は
見
通
し
が
欲
し
か
っ
た
。

　
朝
鮮
と
日
本
と
の
関
わ
り
で
は
、
両
音
の
経
済
発
展
に
強
い
相
関
性
の
あ

っ
た
こ
と
が
数
壷
変
化
の
類
似
性
を
根
拠
に
示
唆
さ
れ
、
後
段
の
分
析
の
前

提
が
与
え
ら
れ
る
。
朝
講
の
工
業
生
産
に
つ
い
て
は
、
資
本
財
と
建
設
財
そ

し
て
生
活
財
の
面
で
強
い
対
日
依
存
を
残
し
つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
は
自
給

率
を
高
め
、
各
工
業
部
門
で
紺
日
、
対
満
、
対
中
輸
血
が
増
大
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
農
村
に
い
た
る
ま
で
の
商
品
経
済
の
深
化
と

広
範
な
工
業
化
」
（
五
一
ペ
ー
ジ
）
が
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
（
朝
鮮
工
業
再
生
産
の
市
場
的
条
件
）
で
は
基
礎
的
資
材
部
門
と

し
て
の
鉄
鋼
業
・
セ
メ
ン
ト
業
・
石
炭
産
業
・
電
力
業
と
、
金
属
・
機
械
工

業
、
大
衆
部
門
消
費
部
門
と
し
て
の
衣
料
／
織
物
工
業
・
酒
・
砂
糖
／
煙
草

業
、
そ
し
て
化
学
工
業
の
各
部
門
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
農
村
地
域
を
含
め
た

朝
鮮
内
部
の
社
会
的
分
業
の
再
編
が
追
跡
さ
れ
る
。

　
基
礎
的
資
材
に
関
し
て
は
、
電
力
を
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
の
分
野
に
お

い
て
も
一
九
三
〇
年
代
に
対
日
輸
入
が
急
速
に
拡
大
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の

背
景
に
鉄
道
建
設
と
土
木
建
設
の
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
基
礎
的
資
材
部
門
に
つ
い
て
は
朝
鮮
内
の
生
産
拡
大
と
い
う
側
裁

よ
り
は
移
入
の
拡
大
に
よ
る
社
会
経
済
構
造
変
化
の
促
進
と
い
う
側
面
か
ら
、

朝
鮮
市
場
、
朝
鮮
経
済
の
変
化
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
衣
料
・
織
物
業
に
関
わ
っ
て
は
、
～
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
綿
布

生
産
に
お
け
る
工
場
制
の
普
及
（
家
内
工
業
の
衰
退
、
輸
移
入
量
の
後
退
）
、

一
九
二
〇
年
代
の
生
糸
の
商
品
化
、
一
九
三
〇
年
代
の
絹
布
生
産
の
拡
大
、

一
九
三
〇
年
代
の
人
絹
の
対
臼
輸
入
と
生
産
の
岡
時
拡
大
、
一
九
二
〇
年
代

以
来
の
毛
織
物
生
産
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
、
全
体
と
し
て
の
生
産
・
市
場
の

拡
大
状
況
と
り
わ
け
朝
鮮
織
物
消
費
市
場
の
膨
張
が
指
摘
さ
れ
る
。
特
に
絹

布
、
人
絹
製
造
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
人
資
本
家
の
比
重
が
高
く
、
「
日
本
で

す
で
に
発
展
し
て
い
た
大
規
模
な
機
械
制
工
場
と
直
接
競
合
し
な
い
分
野
や
、

多
様
な
需
要
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
種
で
は
…
…
朝
鮮
人
の
工
業

が
発
展
し
て
い
た
」
（
七
七
ペ
ー
ジ
）
こ
と
が
強
講
さ
れ
て
い
る
。

　
金
属
工
業
と
機
械
工
業
に
つ
い
て
は
日
本
資
本
、
朝
鮮
資
本
の
い
ず
れ
も

が
未
発
達
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
朝
鮮
資
本
の
技
術
水
準
が
低
か
っ
た

こ
と
が
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
該
分
野
に
関

わ
る
朝
鮮
内
の
需
要
は
、
植
民
地
來
期
に
い
た
る
ま
で
、
臼
本
に
依
存
し
な

が
ら
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
六
五
ぺ
…
ジ
）
。

　
酒
類
に
関
し
て
は
、
消
費
市
場
の
拡
大
と
、
生
産
の
集
中
、
工
場
制
令
、

朝
鮮
人
経
営
工
場
の
成
立
・
発
展
が
確
認
さ
れ
、
砂
糖
・
煙
草
に
関
し
て
は

移
入
の
拡
大
を
主
な
支
え
に
し
て
消
費
の
急
増
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
要
す
る
に
嗜
好
品
に
関
し
て
は
、
一
九
三
六
～
三
七
年
ま
で
、
日
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本
を
上
回
る
速
度
で
消
費
市
場
が
拡
大
し
た
こ
と
、
そ
し
て
朝
鮮
酒
、
焼
酎

な
ど
在
来
の
技
術
を
生
か
し
う
る
特
定
の
分
野
で
は
朝
鮮
人
工
場
が
発
展
し

て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
八
○
ペ
ー
ジ
）
。

　
化
学
工
業
に
関
し
て
は
、
硫
安
生
産
に
代
表
さ
れ
る
電
気
化
学
工
業
と
イ

ワ
シ
油
関
係
事
業
に
つ
い
て
、
生
産
高
と
消
費
高
の
推
移
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
電
気
化
学
工
業
に
関
し
て
は
硫
安
の
生
産
と
輸
移
入
の
増
大
が
輸
移
出

の
拡
大
を
上
回
り
、
朝
鮮
内
で
の
消
費
が
伸
び
て
い
た
こ
と
、
特
に
～
九
三

〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
朝
鮮
農
村
へ
化
学
朋
料
が
急
速
に
浸
透
し
て
い
た

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
各
種
の
化
学
製
品
が
朝
鮮
内
で
工
業
原
料

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
あ
わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
口

強
興
南
を
中
心
と
す
る
「
電
気
化
学
工
業
の
主
た
る
市
場
が
朝
鮮
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
（
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
分
析
は
堀
氏
に
あ
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
鮮
簾
で
の
資
本

主
義
化
の
進
展
を
検
証
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
対

日
原
料
供
給
の
側
面
を
過
剰
に
強
調
し
て
朝
鮮
内
で
の
工
業
連
関
を
軽
視
し

て
き
た
先
行
研
究
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

　
イ
ワ
シ
油
に
つ
い
て
は
、
～
九
三
〇
年
代
の
生
産
と
朝
鮮
内
消
費
の
急
増

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
製
品
は
大
工
場
（
硬
化
油
製
造
原
料
）
と
農
村

（
金
肥
）
と
い
う
ま
っ
た
く
対
照
的
な
二
つ
の
消
費
先
を
持
ち
、
「
相
当
広

範
囲
に
、
社
会
的
分
業
の
商
品
経
済
的
・
資
本
主
義
的
再
編
が
進
展
」
（
八

四
ペ
ー
ジ
）
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
（
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
成
立
）
は
、
小
経
営
生
産
様
式
の
解

体
と
資
本
な
ら
び
に
労
働
者
の
蓄
積
と
い
う
過
程
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
若
年
農
村
労
働
力
の
離
村
傾
向
が
一
九
三
〇
年
代
に
拡
大
し
、

朝
鮮
人
資
本
も
ま
た
成
長
し
て
い
た
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
証
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
「
植
罠
地
末
期
に
朝
鮮
は
本
源
的
蓄
積
が
不
可
逆

的
な
段
階
に
ま
で
進
展
し
て
い
た
社
会
に
な
っ
て
い
た
」
（
一
四
六
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
堀
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
本
源
的
蓄
積
」
と

い
う
用
語
は
旧
体
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
そ
れ
自
体
を
指
す
用
語
と
し

て
で
は
な
く
、
資
本
主
義
塁
壁
産
が
再
生
産
さ
れ
る
過
程
全
体
を
意
味
す
る

も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
～
六
ペ
ー
ジ
）
。

　
職
工
数
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
大
規
模
工
場
は
も
と
よ
り
、

五
～
二
九
人
使
用
の
中
小
工
場
に
お
い
て
も
増
え
て
お
り
、
朝
鮮
の
工
業
化

は
「
進
出
し
て
き
た
日
本
大
資
本
に
よ
る
も
の
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
在
朝

日
本
人
や
朝
鮮
入
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
も
巻
き
込
ん
で
展
開
し
た
」
（
一
〇

一
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
労
働
市
場
に
関
わ
っ
て
は
、
一
九
三
〇
年
代

後
半
か
ら
の
市
場
の
逼
追
化
が
検
証
さ
れ
、
一
九
四
〇
年
の
国
勢
調
査
に
即

し
て
は
、
農
業
入
口
の
減
少
と
非
農
業
部
門
で
の
賃
労
働
者
の
急
速
な
拡
大

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
農
工
間
移
動
の
背
景
に
は
工
業
化
の
進
展
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
移
動

要
因
の
直
接
的
な
検
討
1
1
賃
金
格
差
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
一
〇
七
一
八
ぺ
一
ジ
）
。
農
村

か
ら
の
人
口
流
出
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
対
日
、
対
満
移
民
の
増

大
に
対
し
て
も
言
及
が
あ
り
、
離
村
が
対
外
関
係
の
変
化
と
朝
鮮
工
業
化
の

進
展
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
促
進
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ

う
し
た
農
村
人
口
の
流
出
過
程
で
は
、
地
主
制
が
強
国
に
残
存
し
、
窮
乏
化

す
る
下
層
農
毘
と
教
育
歴
の
あ
る
中
農
層
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
要
因
に
よ

っ
て
離
村
し
て
い
た
と
い
う
（
一
二
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
会
社
数
、
資
本
金
の
側
面
か
ら
は
、
許
粋
烈
氏
や
朱
黒
諸
氏
の
研
究
に
依

拠
し
て
、
工
業
生
産
力
の
拡
大
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
急
成
長
期
の
一
九
三
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評書

○
年
代
、
朝
鮮
人
の
投
資
額
が
絶
対
的
に
拡
大
し
、
比
率
と
し
て
も
一
〇

数
％
の
水
準
を
保
持
し
て
い
た
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
資
本
形
成
に
関

わ
っ
て
は
対
日
資
本
輸
入
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
先
行
研
究
に
対
す
る
示
唆
に

富
ん
だ
コ
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
証
的
な
解
明
は
今
後
の
課
題
と

さ
れ
て
い
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。

　
第
四
章
（
京
畿
道
、
京
城
府
の
工
業
分
析
）
は
、
朝
鮮
内
で
も
っ
と
も
大

き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
京
畿
道
・
京
城
府
を
取
り
上
げ
て
、
地
域
経
済
に

対
す
る
個
別
分
析
か
ら
、
前
章
ま
で
の
結
論
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
日
本
資
本
に
よ
る
経
済
支
配
が
深
ま
る
過
程
で
は
、
同
晴
に
、
朝
鮮

独
自
の
資
本
主
義
的
な
社
会
分
業
が
進
展
し
て
い
た
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
少
数
大
都
布
へ
の
都
市
機
能
の
極
端
な
集
中
、
零
細
工
業
の

脆
弱
性
と
大
工
場
の
優
位
性
の
対
称
、
資
本
・
技
術
面
で
の
強
い
対
日
依
存
、

資
本
主
義
が
支
配
的
な
産
業
・
地
域
に
お
け
る
朝
鮮
人
労
働
者
と
経
営
者
の

急
激
な
増
大
な
ど
が
そ
う
し
た
進
展
の
申
身
で
あ
る
（
一
八
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
京
城
の
工
業
化
は
「
綿
紡
質
業
と
新
し
い
生
活
様
式
・
生
産
技
術
に
よ
る

と
こ
ろ
の
多
消
費
手
段
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
機
械
工
業
の
組
立
製

造
・
修
理
補
修
部
門
」
（
一
七
六
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
有
業

者
申
の
労
働
者
の
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
検
証
さ
れ
、
一
九
三
〇
年

代
の
朝
鮮
工
業
の
性
格
を
軍
事
工
業
化
に
収
敏
さ
せ
る
通
説
的
な
評
価
や
、

京
城
の
膨
張
を
工
業
化
が
立
ち
遅
れ
た
都
市
化
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
に
、

異
論
を
て
い
し
て
い
る
（
一
七
六
、
一
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
第
二
編
（
日
本
貸
本
と
朝
鮮
経
済
）
で
は
日
本
資
本
が
支
配
的
で
あ
っ
た

電
力
関
連
産
業
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
「
日
本
経
済
の
側
の
論
理
」
か
ら
、
分

析
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
（
朝
鮮
の
電
力
と
日
本
資
本
）
で
扱
わ
れ

た
電
力
産
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
当
該
産
業
を
四
壁
か
ら
扱
っ
た
分
析

が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
朝
鮮
に

お
け
る
統
制
策
の
展
開
過
程
、
民
間
資
本
の
問
で
の
電
源
開
発
を
め
ぐ
る
競

争
、
電
力
需
要
の
内
容
、
戦
時
期
に
な
っ
て
か
ら
の
電
力
国
家
管
理
へ
の
移

行
と
日
窒
資
本
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
実
証
は
、
い
ず
れ
も

興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
戦
時
期
の
朝
鮮
が
日
本
帝
国
経

済
圏
内
で
最
大
の
電
力
多
消
費
産
業
の
中
核
地
帯
と
し
て
日
本
側
か
ら
も
認

め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
方
向
で
大
き
く
拡
張
を
続
け
て
い
た
こ
と
、
そ
の
変
化

の
過
程
で
日
立
は
資
本
と
し
て
の
一
休
性
を
保
持
し
つ
つ
敗
戦
に
至
る
ま
で

発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
、
貴
重
で
あ
る
（
二
二
七

ぺ
…
ジ
）
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
知
見
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
の
中
で
も
繰
り

返
さ
れ
て
お
り
（
二
六
　
ペ
ー
ジ
）
、
二
つ
の
章
は
直
接
的
な
補
完
の
関
係

に
あ
る
。

　
第
六
章
（
日
本
化
学
工
業
と
日
本
窒
繁
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
）
は
、
朝
鮮
工
業

の
中
で
は
比
較
的
に
研
究
蓄
積
が
あ
る
種
類
に
つ
い
て
の
事
例
分
析
で
あ
る
。

堀
氏
は
、
収
益
構
造
や
製
品
・
事
業
基
盤
に
対
す
る
周
到
な
分
析
を
通
し
て
、

日
窒
の
姓
格
に
は
一
九
三
〇
年
代
と
一
九
四
〇
年
代
の
間
で
大
き
な
変
化
が

な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
氏
は
、
従
来
の
研
究
が
強
調

し
て
き
た
一
九
四
〇
年
代
の
日
窒
に
つ
い
て
の
特
徴
づ
け
、
す
な
わ
ち
ω
軍

需
工
業
へ
の
移
行
、
②
事
業
主
体
と
し
て
の
牲
格
の
希
薄
化
と
い
う
2
点
に

つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
面
的
な
理
解
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る

（
二
六
一
、
二
二
七
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
ま
で
の
日
章
評
価
に
対
し
て
修
正
を

迫
る
本
章
の
実
証
は
発
見
事
実
に
満
ち
て
お
り
、
読
み
応
え
が
あ
る
。

　
終
章
（
植
属
地
工
業
化
）
の
内
容
は
前
章
ま
で
の
ま
と
め
で
は
な
く
、
一

九
四
〇
年
代
を
対
象
と
し
た
朝
鮮
工
業
化
に
つ
い
て
の
実
証
で
あ
り
、
植
民

地
工
業
化
の
最
終
的
な
到
達
点
の
確
認
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
（
二
六
六
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ペ
ー
ジ
）
。
全
体
と
し
て
朝
鮮
で
は
日
本
以
上
に
鉱
工
業
化
が
継
続
し
て
お

り
、
ま
た
そ
の
内
容
は
単
純
な
軍
需
工
業
化
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

様
々
な
指
標
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ω
貿
易
で
は
輪
移

出
面
が
早
期
に
衰
退
し
（
一
九
四
カ
年
ピ
ー
ク
）
、
貿
易
の
全
体
は
日
本
に

比
べ
る
と
な
だ
ら
か
に
後
退
し
て
い
た
こ
と
（
一
　
七
〇
ペ
ー
ジ
）
、
②
生
産

力
拡
充
産
業
の
拡
張
に
つ
い
て
は
戦
争
未
期
ま
で
日
本
以
上
に
強
力
に
進
め

ら
れ
た
こ
と
（
二
七
八
－
九
ペ
ー
ジ
）
、
㈲
農
村
か
ら
の
食
料
収
奪
が
過
酷

化
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
朝
鮮
内
の
新
興
鉱
工
業
部
門
に
投
入
さ
れ
て
い
た
こ

と
（
二
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
、
ω
日
本
と
は
異
な
っ
て
労
働
力
規
模
は
拡
大
し
、

農
業
か
ら
鉱
工
業
へ
の
移
動
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
（
二
八
八
ペ
ー
ジ
）
、

㈲
直
接
の
兵
力
動
員
の
少
な
さ
、
対
日
強
制
連
行
や
対
満
移
畏
と
い
う
形
で

の
朝
鮮
外
へ
の
人
口
流
出
、
農
業
労
働
力
の
非
農
業
部
門
へ
の
直
接
的
な
動

員
と
い
っ
た
点
で
、
す
な
わ
ち
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
帝
国
か
ら
の
規
制
の
強

さ
ゆ
え
に
、
朝
鮮
の
労
働
力
移
動
は
日
本
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と

（
二
九
〇
ペ
ー
ジ
）
、
⑥
非
農
薬
部
門
内
部
に
お
い
て
は
、
多
く
の
部
門
が

一
九
四
三
年
段
階
ま
で
工
場
労
働
者
数
を
増
大
さ
せ
て
い
た
こ
と
（
二
九
六

！
八
ペ
ー
ジ
）
な
ど
が
、
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、

ど
れ
も
が
戦
時
期
の
乏
し
い
資
料
を
丹
念
に
発
掘
し
、
資
料
の
整
合
性
を
吟

味
し
た
上
で
提
起
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
重
み
が
あ
る
。

　
気
に
な
っ
た
の
は
こ
の
終
章
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
、
戦
後
史
に
対
し
て

の
堀
氏
の
展
望
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
帰
属
財
産
の
問
題

が
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
再
生
産
力
化
の
意

義
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
農
地
改
革
の
過
程
で
生
み
だ
さ
れ
た
新
た
な

資
本
家
層
と
資
本
市
場
（
地
主
資
本
の
転
化
）
に
対
す
る
分
析
の
必
要
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
〇
一
－
三
ペ
ー
ジ
）
。
作
業
課
題
の
提
起
は
説
得
的

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
五
一
五
〇
年
の
評
価
に
関
わ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
世
界
戦
略
に
組
み
込
ま
れ
な
い
形
で
の
「
ま
だ
違
っ
た
選
択
」
、
す
な
わ

ち
自
立
的
な
経
済
体
制
が
構
築
で
き
た
可
能
惟
を
想
定
す
る
こ
と
の
積
極
的

な
意
味
に
つ
い
て
は
、
仮
定
さ
れ
る
べ
き
諸
条
件
が
非
現
実
的
で
あ
り
、
解

説
の
記
述
も
簡
略
に
す
ぎ
る
た
め
、
評
者
に
は
そ
の
内
容
を
つ
か
み
切
れ
な

い
も
ど
か
し
さ
が
残
っ
た
（
三
〇
ニ
ベ
ー
ジ
）
。

［
3
］

　
本
書
の
実
証
分
析
の
中
で
評
者
が
も
っ
と
も
強
く
関
心
を
抱
い
た
の
は
、

戦
後
の
韓
国
経
済
を
分
析
す
る
上
で
の
電
力
産
業
そ
し
て
日
本
窒
素
の
位
置

づ
け
で
あ
る
。
堀
氏
は
第
六
章
の
ま
と
め
の
中
で
電
源
開
発
と
硫
安
生
産
が

も
た
ら
し
た
朝
鮮
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ω
日
窒

の
電
源
開
発
は
朝
鮮
南
部
を
含
め
た
朝
鮮
全
体
に
対
す
る
電
力
供
給
能
力
の

増
大
と
な
り
、
「
電
気
化
学
工
業
の
よ
う
な
電
力
多
消
費
産
業
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
電
動
機
を
使
用
す
る
広
範
な
工
業
が
成
立
し
て
く
る
基
礎
的
な
条

件
と
な
っ
た
」
（
二
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
こ
と
、
㈲
多
く
の
化
学
工
業
製
品
は
朝

鮮
内
で
消
費
さ
れ
、
代
表
的
な
製
品
で
あ
る
硫
安
に
つ
い
て
い
え
ば
「
金
肥

使
用
の
習
慣
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
朝
鮮
農
業
」
（
二
六
三
ぺ
一
ジ
）
に
急

速
に
浸
透
し
、
日
本
市
場
を
対
象
と
し
た
米
穀
の
増
産
が
実
現
さ
れ
る
た
め

の
生
産
力
的
条
件
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。

　
朝
鮮
全
体
に
関
わ
る
電
力
業
の
領
域
と
し
て
は
、
第
五
章
で
一
九
二
〇
年

代
の
電
気
料
金
引
き
下
げ
運
動
そ
し
て
電
気
事
業
の
公
営
舌
運
動
が
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
都
布
化
と
工
場
動
力
の
電
力
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
書
斎
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
の
電
力
需
要
は

在
朝
日
本
人
と
宮
庁
に
集
中
し
、
工
場
需
要
を
業
種
で
見
て
み
て
も
、
精
米
、
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評

揚
水
、
製
材
業
な
ど
季
節
的
で
少
消
費
容
量
の
小
規
模
産
業
が
そ
の
大
半
を

占
め
て
い
た
。
多
く
の
企
業
は
当
時
、
割
高
で
あ
っ
た
電
気
料
金
の
負
担
を

避
け
、
自
家
用
発
電
設
備
を
も
う
け
て
い
た
。
一
九
三
か
年
の
殺
階
で
は
七

四
％
と
い
う
高
率
で
自
家
用
発
電
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
と
い
う
（
｝
九
六

ペ
ー
ジ
）
。
堀
氏
が
注
目
す
る
一
九
三
〇
年
代
に
つ
い
て
は
自
家
発
電
に
つ

い
て
の
説
明
が
な
い
が
、
上
記
の
小
規
模
産
業
に
関
わ
っ
て
は
自
家
発
電
の

急
速
な
衰
退
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
電
力
多
消
責
産
業
す
な
わ
ち
日
本
資
本
が
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
詳

細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
鮮
資
本
が
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

産
業
分
野
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
制
約
も
あ
っ
て
か
、
紡
織
業
を
の
ぞ
く
と
、

分
析
は
ほ
と
ん
ど
市
場
規
模
の
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
紡
織
業
以
外
の

部
門
で
も
窯
業
、
食
品
工
業
な
ど
で
電
力
需
要
は
急
速
に
伸
び
て
い
た
か
ら

（
表
五
－
六
、
｝
＝
四
ペ
ー
ジ
）
、
堀
氏
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う

し
た
業
種
と
の
関
わ
り
で
こ
そ
、
本
書
の
電
力
産
業
分
析
は
よ
り
掘
り
下
げ

ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
疑
問
は
、
第
六
章
に
関
わ
っ
て
も
、
浮
か
ん
で
き
た
。
評
者
に
は
、
植
民

地
期
そ
し
て
戦
後
の
分
析
を
進
め
る
上
で
持
っ
て
い
る
日
窒
資
本
の
位
置
づ

け
が
、
本
書
の
中
で
は
、
化
学
肥
料
が
農
村
へ
広
範
に
浸
透
し
た
と
い
う
問

題
に
収
轍
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
た
（
八
二
、
一
　
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

堀
氏
は
、
日
窒
が
作
っ
て
い
た
朝
鮮
内
で
の
分
業
関
係
を
詳
細
に
検
証
し
、

対
日
原
料
供
給
の
側
面
を
｝
面
的
に
強
調
し
て
き
た
従
来
の
日
置
評
価
に
反

論
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
確
認
さ
れ
た
日
本
企
業
・
工
場
の
間
で

の
相
互
補
完
的
な
工
業
の
発
展
が
堀
割
の
い
う
「
独
自
の
個
性
を
持
っ
た
社

会
」
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
で

な
い
。
一
連
の
当
該
企
業
・
工
場
は
植
民
地
期
の
朝
鮮
経
済
を
特
徴
づ
け
る

巨
大
産
業
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
堀
氏
の
踏
み
込
ん
だ
解

説
が
ほ
し
か
っ
た
。

　
む
ろ
ん
電
力
業
そ
し
て
日
窒
は
朝
鮮
北
部
に
集
中
し
て
い
た
か
ら
、
既
述

の
帰
属
財
産
の
問
題
と
同
様
の
視
角
か
ら
こ
れ
ら
を
取
り
扱
う
こ
と
に
は
当

面
、
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
遺
産
と
し
て
の

電
力
業
や
日
窒
資
本
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
研
究
者
が
こ
れ
を
論
じ
る

機
会
は
い
ず
れ
近
い
将
来
に
来
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
心
乱
の
今
後
の
展

開
を
待
ち
た
い
。

［
4
｝

　
以
上
、
本
書
に
対
す
る
内
容
の
紹
介
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
評
者
の
印
象
、

疑
問
を
記
し
て
き
た
。
本
稿
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
N
I
C
s
の
台

頭
の
要
因
を
歴
史
的
に
解
明
し
よ
う
と
い
う
旗
下
の
熱
意
に
支
え
ら
れ
て
、

本
書
は
新
鮮
で
細
密
な
研
究
の
書
と
な
っ
た
。
読
み
進
む
過
程
で
は
資
料
の

収
集
や
そ
の
加
工
に
費
や
さ
れ
た
労
力
の
大
き
さ
が
推
察
さ
れ
て
、
敬
服
の

意
を
抱
か
さ
れ
た
。
先
行
研
究
に
対
す
る
批
判
は
繊
密
で
あ
り
、
そ
の
多
く

は
説
得
的
で
あ
る
。
堀
氏
が
行
な
っ
た
問
題
の
提
起
と
実
証
の
成
果
は
、
植

民
地
朝
鮮
に
関
す
る
こ
れ
か
ら
の
経
済
史
分
析
に
と
っ
て
貴
重
な
土
台
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
朝
鮮
史
研
究
者
、
植
民
地
史
研
究
者
の
間
か

ら
実
証
的
な
反
論
が
提
起
さ
れ
、
歴
史
認
識
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
生
産
的

な
議
論
か
展
開
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
本
書
の
成
果
を
引
き
継
い
だ
堀
氏
の

韓
国
経
済
に
関
す
る
分
析
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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