
研
究
ノ
ー
ト

わ
が
国
資
本
主
義
経
済
の
成
立
と
財
政
・
金
融
政
策
（
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
　
田
　
浩
　
太
　
郎

　
一
、
序
ー
本
稿
の
課
題

　
ニ
、
資
本
主
義
経
済
体
制
確
立
の
た
め
の
社
会
的
・
政
治
的
諸
条
件
の
整
備
ー
明
治
維
新
の
遂
行
―
―

　
三
、
資
本
主
義
経
済
体
制
確
立
へ
の
推
進
カ
ー
士
族
階
級
の
意
識
と
政
策
―

　
四
、
資
本
育
成
の
た
め
の
財
政
・
金
融
政
策

　
　
１
、
イ
、
民
間
へ
の
資
金
供
給
政
策

　
　
　
イ
、
ａ
、
金
札
貸
付
と
銀
行
の
育
成

　
　
　
イ
、
ｂ
、
準
備
金
か
ら
の
貸
付

　
　
　
イ
、
ｃ
、
そ
の
他
の
貸
付
金
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イ
、
ｄ
、
公
債
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
、
ｅ
、
官
金
の
民
間
予
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
、
市
民
的
富
の
育
成
政
策
と
し
て
の
地
租
改
正

　
　
　
　
　
　
　
２
、
政
府
の
直
接
投
資
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
官
業
と
そ
の
払
下
、
お
よ
び
社
会
的
間
接
資
本
の
建
設
政
策
ｌ
<
以
上
前
号
Ｖ

　
　
　
　
　
　
五
、
資
本
主
義
体
制
確
立
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
的
基
礎
ｌ
伝
統
的
産
業
部
門
お
よ
び
輸
出
産
業
部
門
の
役
割

　
　
　
　
　
　
六
、
労
働
力
の
創
出
過
程
と
資
本
主
義
経
済
の
成
立
過
程
ｌ
結
語
ｌ
ハ
以
上
本
号
Ｖ

　
　
　
　
　
五
、
資
本
主
義
体
副
確
立
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
的
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
伝
統
的
産
業
部
門
お
よ
び
輸
出
産
業
部
門
の
役
割
ー

　
前
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
一
八
六
八
年
以
降
、
資
本
主
義
経
済
体
制
の
成
立
の
た
め
に
政
府
が
い
か
な
る
財
政
・
金
融
政
策
を

お
こ
な
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
様
な
効
果
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
就
中
資
本
主
義
の
中
枢
た
る
資
本
の
育
成
を

政
府
の
財
政
・
金
融
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
資
本
育
成
過
程
は
同
時
に
社
会
経
済
制
度
の
近
代
化
過

程
や
近
代
的
産
業
技
術
の
導
入
過
程
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
了
解
で
き
た
こ
と
と
お
も
う
。

　
そ
し
て
資
本
の
育
成
過
程
、
社
会
経
済
組
織
の
近
代
化
過
程
、
産
業
技
術
の
近
代
化
過
程
と
後
述
す
る
労
働
力
創
出
過
程
と
が
渾

然
一
体
と
な
っ
て
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
体
制
の
確
立
へ
と
す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
一
体
い
か
な
る
物
的
基
礎
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
過
程
が
す
す
め
ら
れ
え
た
か
、
ね
れ
わ
れ
が
本
節
で
検
討
し
た
い
の

は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
個
人
の
生
活
で
も
そ
の
日
暮
し
し
か
で
き
ぬ
低
い
経
済
水
準
で
は
た
と
ひ
生
活
改
善
や
近
代
化
の
意
志

が
あ
っ
た
と
し
て
も
現
実
に
は
何
も
手
が
打
て
な
い
は
ず
で
あ
る
。
明
治
維
新
後
の
経
済
に
つ
い
て
も
同
様
な
類
推
が
許
さ
れ
る
と

お
も
う
。

　
明
治
維
新
当
時
の
経
済
状
況
は
こ
れ
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
具
体
的
数
字
に
と
ぼ
し
い
。
し
か
し
社
会
経
済
の
近
代
化
を
推
進
す

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
経
済
的
余
裕
は
当
時
の
日
本
に
は
全
然
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
日
本
経

済
は
明
治
維
新
以
来
増
加
す
る
人
口
を
養
い
（
上
表
参
照
）
、
資
本
を
育
成
し
、
近
代
的
企
業
組
織
や
生
産
技
術
を
輸
入
し
、
か
つ

あ
る
程
度
ま
で
こ
れ
を
普
及
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
意
志
と
政
策
や
、
こ
れ

を
受
け
入
れ
る
民
衆
の
知
的
能
カ
ー
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
ー
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
を
推
進
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

い
わ
ば
日
本
に
於
け
る
資
本
主
義
経
済
体
制
の
急
速
な
る
確
立
を
可
能
に
さ
せ
た
物
的
基
礎
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
余
剰
経

済
力
は
一
体
ど
こ
か
ら
生
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。　

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
剰
余
経
済
力
は
主
と
し
て
国
内
の
経
済
力
に
依

存
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
八
八
○
年
代
に
か
け
て
の
列
強

の
帝
国
主
義
的
対
外
政
策
の
あ
り
方
と
、
当
時
の
日
本
政
府
自
体
の
安
定
度
の
低
さ
、

さ
ら
に
は
日
本
に
た
い
す
る
外
国
の
評
価
の
低
さ
、
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
当
時
の

日
本
に
於
い
て
経
済
発
展
の
た
め
に
単
な
る
コ
マ
ー
シ
ア
ル
・
ベ
ー
ス
で
も
っ
て
外
。

国
資
本
を
利
用
し
う
る
可
能
性
は
非
常
に
す
く
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
日

　単位万人．万人以

下切捨

　明治大正国勢総覧

634ページより作成

（１）明治初期人口表
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本
の
側
に
お
い
て
も
、
鉱
業
、
工
業
、
農
業
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、
外
国
資
本
が
直
接
に
侵
入
し
、
支
配
の
力
を
ふ
る
う
こ
と
を

極
力
防
が
ん
と
す
る
意
向
が
つ
よ
か
っ
た
。
事
実
に
お
い
て
も
維
新
期
に
於
け
る
、
政
府
の
若
干
の
在
日
外
国
商
社
よ
り
の
短
期
的

借
入
、
鉄
道
建
設
の
た
め
の
外
債
募
集
、
秩
祿
処
分
の
資
金
の
一
部
に
充
当
す
る
た
め
の
外
債
募
集
以
外
に
外
国
資
本
ー
外
国
技

術
で
は
な
い
！
Ｉ
を
利
用
し
た
形
跡
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
点
当
時
の
日
本
と
、
今
日
の
後
進
諸
国
が
経
済
成
長
の
た
め
に
多
額
の
外
国
資
本
や
外
国
技
術
の
援
助
を
期
待
し
て
い
る
の

（２）生産国民所得構成比五年平均表

山田雄三，国民所得推計資料，改訂版，

東京，1956年, 214, 15ページ。

と
は
非
常
な
相
違
が
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
剰
余
経
済
力
は
国
内
経
済
力
の
う
ち
、

当
時
漸
次
建
設
さ
れ
、
稼
働
を
は
じ
め
た
近
代
的
企
業
生
産
か
ら
生
じ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
近
代
企
業
は
後
の
大
企
業
経
営
形

態
の
手
本
と
な
っ
た
点
に
お
い
て
、
又
こ
こ
に
採
用
さ
れ
た
近
代
技
術
が
後

に
大
経
営
の
普
及
と
と
も
に
生
産
水
準
を
上
げ
る
に
役
立
っ
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
わ
が
国
経
済
の
発
展
に
た
い
し
て
非
常
な
重
要
性
を
も
つ
。
し

か
し
当
時
に
あ
っ
て
は
各
種
産
業
生
産
総
額
中
に
し
め
る
こ
れ
ら
近
代
企

業
か
ら
の
生
産
物
の
割
合
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
上
に

掲
げ
た
山
田
雄
三
教
授
の
推
計
表
か
ら
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従

っ
て
こ
の
部
門
か
ら
の
剰
余
経
済
力
は
当
時
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
状
態

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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む
し
ろ
我
々
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
の
は
、
近
代
企
業
の
育
成
に
資
金
を
注
ぐ
こ
と
の
で
き
た
源
泉
な
の
で
あ
る
。
近
代
的
企
業

が
当
初
生
産
物
の
量
も
相
対
的
に
小
さ
い
の
み
な
ら
ず
必
ず
し
も
充
分
利
潤
を
産
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
若
干
の
官
業
の

例
で
も
明
か
で
あ
る
。
種
々
の
財
政
措
置
は
儲
か
ら
ぬ
近
代
企
業
を
資
金
的
に
援
助
し
て
儲
か
る
ー
ひ
と
り
だ
ち
で
き
る
ー
企

業
に
ま
で
育
成
し
、
以
て
天
下
に
範
を
示
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
か
く
て
第
三
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
産
業
部
門
に
於
け
る
生
産
性
の
向
上
で
あ
る
。
農
業
や
農
産
加
工
業
、

鉱
業
、
国
内
商
業
な
ど
の
全
般
的
改
善
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
表
師
か
ら
明

か
な
る
ご
と
く
こ
れ
ら
産
業
部
門
の
当
時
の
全
産
業
部
門
に
し
め
る
割
合
は
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
産
業
部
門
の
生
産

性
向
上
が
資
本
主
義
生
産
体
制
成
立
の
た
め
の
剰
余
経
済
力
を
う
み
だ
す
一
つ
の
有
力
な
源
泉
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
こ
と
は

き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
就
中
農
業
及
び
農
産
加
工
業
の
生
産
性
向
上
が
当
時
の
経
済
体
制
下
で
は
最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
農
業
こ
そ
は
国
力
の
根
元
で
あ
り
こ
れ
の
生
産
性
を
向
上
す
べ
し
と
い
う
考
え
は
政
府
の
間
で
も
つ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

（
例
え
ば
大
隈
文
書
Ａ
九
六
八
、
松
方
の
「
国
家
富
強
の
根
本
を
奨
励
し
不
急
の
費
を
省
く
意
見
書
」
一
八
七
三
年
参
照
）
。
と
は
い

え
政
府
が
劃
期
的
な
農
業
改
革
を
行
っ
た
り
、
又
農
業
に
尨
大
な
経
費
を
投
じ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
地
租
改
正
、

潅
漑
な
ど
の
設
備
の
改
良
、
耕
地
拡
張
、
疎
水
の
開
鑿
、
農
事
試
験
場
の
開
設
、
新
種
子
の
導
入
な
ど
政
府
の
な
し
た
農
業
政
策
は

農
業
生
産
を
漸
次
的
に
で
は
あ
る
が
向
上
さ
せ
た
。
こ
こ
か
ら
相
当
程
度
の
剰
余
経
済
力
が
生
じ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
勿
論
事
実
問
題
と
し
て
ど
の
程
度
当
時
の
日
本
の
第
一
次
生
産
物
が
増
加
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
正
確
に
は
把
握
し
が
た

い
。
試
み
に
大
川
一
司
教
授
「
日
本
経
済
の
成
長
率
」
一
九
五
九
年
、
四
六
ぺ
ｌ
ジ
の
表
に
よ
る
と
、
第
一
次
産
業
の
生
産
額
は
卯
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あ
る
。
し
か
し
概
し
て
農
民
は
相
当
程
度
の
耕
地
を
増
加
さ
せ
耕
地
の
増
大
を
上
回
る
生
産
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
（
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
、
前
揚
言
二
四
五
ペ
ー
ジ
、
邦
訳
上
三
二
八
ぺ
ｌ
ジ
）
。

　
さ
て
前
掲
国
表
と
④
表
を
対
照
し
て
み
る
と
国
民
」
人
当
り
の
米
収
獲
高
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
ハ
ハ
○
年
○
・
八

七
石
、
一
八
八
五
年
○
・
八
九
石
、
一
八
九
〇
年
一
・
〇
六
石
、
一
八
九
五
年
〇
・
九
四
石
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
数
字
で
結

論
を
だ
す
こ
と
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
諸
種
の
事
情
を
も
勘
案
し
て
い
え
る
こ
と
は
増
大
し
た
農
業
生
産
物
が
、
当

表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
金
額
的
に
は
明
治
初
期
に
於

け
る
第
一
次
産
業
の
生
産
性
の
の
び
は
そ
れ
以
後
の

時
期
と
く
ら
べ
て
却
っ
て
小
さ
く
む
し
ろ
生
産
増
加

の
傾
向
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
く
ら
い
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
農
産

物
の
価
格
の
変
動
な
ど
に
起
因
す
る
の
で
あ
っ
て
、

生
産
量
で
測
る
と
こ
れ
ら
の
も
の
の
生
産
性
の
向
上

が
か
な
り
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
当
時
の
比
較
的
重
要
な
る
農
産
物
の
生
産
数

量
の
増
加
傾
向
を
み
る
と
圃
表
の
よ
う
で
あ
る
。
勿

論
実
線
な
ど
生
産
数
量
の
減
少
傾
向
を
た
ど
っ
た
も

の
も
あ
る
。
ま
た
年
度
に
よ
っ
て
豊
凶
の
差
も
相
当

単位百万円．百万円以下切捨

（３）第一次産業生産額

明治大正国勢総覧より作成，単位以下切捨

（４）主要農産物生産量
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時
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
人
口
を
充
分
養
い
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
よ
り
農
業
入
口
が
若
干
停
滞
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
農
業
以
外
の
労
働
に
向
け
ら
れ
う
る
人
口
の
増
加
を
農
業
部
門
が
保
障
し
た
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
土
地
に
課
せ
ら
れ
た
地
租
は
明
治
初
期
の
税
収
の
九
〇
パ
ｌ
セ
ン
ト
な
い
し
六
〇
パ
ｌ
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
農

業
は
地
租
と
い
う
形
で
国
家
を
養
い
、
国
家
の
資
金
供
給
政
策
や
官
業
政
策
の
物
的
基
礎
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
高
率
な
る

小
作
料
は
ー
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
ｌ
地
主
階
層
に
富
を
集
積
さ
せ
た
。
彼
等
は
こ
れ
を
農
業
経
営
の
近
代
化
な
ど

へ
の
再
投
資
よ
り
も
、
む
し
ろ
単
な
る
土
地
兼
併
や
商
工
方
面
の
資
本
と
し
て
流
出
さ
せ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
結
局

日
本
の
場
合
に
も
「
農
業
は
食
糧
の
供
給
を
増
大
さ
せ
、
市
場
を
拡
大
さ
せ
、
そ
し
て
近
代
部
門
へ
の
貸
付
基
金
の
供
給
を
増
大
さ

せ
ａ
」
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
如
　
ロ
ス
ト
ウ
、
前
掲
書
二
四
ペ
ー
ジ
、
邦
訳
三
四
ペ
ー
ジ
。

　
そ
し
て
当
時
に
於
け
る
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
手
工
業
、
商
業
な
ど
の
能
率
向
上
は
そ
れ
こ
そ
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
い
う
よ
う
に

「
割
合
に
簡
単
な
技
術
的
改
善
を
数
限
り
な
く
積
み
重
ね
て
ゆ
く
」
（
前
掲
書
一
九
八
ぺ
ー
ジ
、
邦
訳
上
二
六
七
ぺ
ｌ
ジ
）
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
此
の
領
域
に
お
い
て
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
い
う
中
世
的
な
経
験
的
ｌ
伝
統
主
義
的
な
技
術
か
ら

初
期
資
本
主
義
的
な
経
験
的
ｌ
合
理
主
義
的
な
も
の
へ
と
技
術
改
善
が
た
え
ま
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
領
域
で
は

真
の
近
代
的
科
学
的
合
理
主
義
的
技
術
は
未
だ
充
分
に
効
果
を
現
わ
す
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
（
ゾ
ム
バ
ル

ト
、
前
掲
書
第
二
巻
四
七
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
つ
い
で
わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
経
済
体
制
確
立
を
可
能
に
し
た
第
二
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
輸
出
産
業
部
門
の
発
展
を
あ
げ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
主
と
し
て
農
業
、
農
産
加
工
業
、
鉱
業
な
ど
第
一
次
産
業
の
生
産
性
向
上
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

135



（５）主要輸入品

単位万円。万円以下切捨。

機械類には時計，学術機械，船車，銃砲，機械類が含まれる。

日本貿易精覧より作成。

　
周
知
の
よ
う
に
資
本
主
義
的
完
成
品
や
生
産
設
備
の
輸
入
は
後
進
国
の
生
産
技

術
の
近
代
化
を
決
定
的
に
早
め
る
。
そ
し
て
技
術
の
近
代
化
を
通
し
て
輸
入
は
、

資
本
主
義
経
済
体
制
の
確
立
に
直
接
大
き
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
み

に
明
治
初
期
に
お
け
る
輸
入
品
の
う
ち
年
額
百
万
円
以
上
の
も
の
を
表
示
し
て
み

る
と
上
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
も
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
輸
入
品

の
う
ち
金
額
的
に
大
き
い
も
の
は
主
と
し
て
生
活
必
需
品
な
い
し
消
費
財
が
し
め

て
い
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
う
ち
大
部
分
は
新
し
い
生
活
様
式
、
近
代
的
西
欧
的

生
活
様
式
に
適
応
す
る
た
め
の
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
間
に
あ
っ
て

政
府
は
綿
紡
機
械
の
輸
入
、
製
糖
機
械
の
導
入
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
近
代
的

科
学
的
機
械
器
具
の
輸
入
に
っ
と
め
た
し
、
更
に
か
か
る
機
械
と
と
も
に
、
外
人

技
師
を
も
招
い
た
。
と
こ
ろ
で
「
包
括
的
に
考
え
れ
ば
資
本
設
備
を
輸
入
し
て
い

る
国
は
、
持
ち
こ
ま
れ
た
資
本
財
の
代
り
に
輸
入
で
き
る
筈
だ
っ
た
消
費
者
財
の

享
受
を
抑
制
し
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
輸
入
さ
れ
た
設
備
の
支
払
の
た
め
に

い
ま
輸
出
し
て
い
る
財
貨
の
消
費
を
抑
制
し
て
い
る
と
い
う
。
正
に
そ
の
事
実
に

よ
っ
て
貯
蓄
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
単
に
こ

の
分
だ
け
消
費
を
抑
制
し
、
貯
蓄
し
、
こ
れ
を
投
資
に
ふ
り
向
け
た
と
い
う
丈
の

意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
新
し
い
機
械
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
と
も
か
く
こ
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さ
て
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
上
非
常
に
重
大
な
意
義
を
有
す
る
輸
入
を
可
能
に
さ
せ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば

正
貨
購
入
政
策
お
よ
び
殖
産
興
業
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
特
産
物
の
生
産
お
よ
び
輸
出
増
加
と
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
が
関
税
自
主

権
を
も
た
ぬ
と
き
に
輸
入
に
見
合
う
何
物
か
（
輸
出
及
び
正
貨
購
入
）
を
確
保
し
え
た
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
事
実
で
あ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
政
府
は
維
新
直
後
、
殖
産
興
業
、
貿
易
振
興
な
ど
の
目
的
で
商
法
司
や
通
商
司
を
設
置
し
た
。
こ
れ
ら
の
官
署
は
単
に
上
記
の
目

的
を
民
間
へ
の
資
金
融
通
の
形
で
遂
行
し
た
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
政
府
の
民
間
か
ら
の
正
貨
吸
上
げ
や
洋
銀
買
上
政
策
を
遂
行

す
る
任
務
を
も
持
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
正
貨
や
洋
銀
は
勿
論
主
と
し
て
対
外
支
払
に
充
当
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
吸
上
げ
た
正
貨
を
以
て
、
産
業
上
、
軍
事
上
重
要
と
お
も
わ
れ
る
諸
種
の
輸
入
品
を
購
っ
た
の
で
あ
る
。
急
速
な
経
済
近
代
化

を
目
ざ
す
明
治
初
期
ｌ
と
く
に
松
方
デ
フ
レ
政
策
遂
行
ま
で
の
時
期
―
に
と
っ
て
輸
入
超
過
は
一
種
の
不
可
避
的
な
事
実
で
あ

れ
が
稼
働
を
は
じ
め
る
こ
と
は
、
機
械
の
買
入
代
金
だ
け
投
資
し
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
新
し
い
経
済
体
制
、

企
業
体
制
へ
の
発
展
の
バ
ネ
的
役
割
を
も
こ
れ
が
担
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
総
輸
入
中
に
し
め
る
近
代
的
機
械
、
器
具
類
の
も
つ
比

重
は
そ
う
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
導
入
は
わ
が
国
経
済
の
資
本
主
義
化
に
絶
大
な
る
貢
献
を
な
し
た
こ
と

と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
一
素
地
と
な
っ
て
明
治
初
期
に
於
い
て
近
代
紡
績
業
や
製
糖
業
の
発
展
を
み
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前

述
せ
る
生
活
必
需
品
の
大
量
輸
入
も
、
わ
が
国
社
会
経
済
生
活
の
西
欧
化
、
近
代
化
を
可
能
に
す
る
重
要
な
条
件
と
な
っ
た
。
そ
し

て
こ
れ
を
通
し
て
資
本
主
義
体
制
の
成
立
推
進
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
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っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
不
可
避
事
実
を
障
害
な
く
乗
り
切
る
た
め
に
明
治
政
府
は
異
常

な
努
力
を
払
っ
た
の
で
あ
る
。
通
商
司
、
商
法
司
の
設
置
も
こ
の
努
力
の
一
側
面
を
物
語
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
政
府
は
わ
が
国
貿
易
事
業
に
於
い
て
外
国
商
人
や
外
国
銀
行
が
つ
ね
に
優
位
に
あ

っ
た
事
情
に
か
ん
が
み
て
直
輸
出
の
振
興
の
た
め
に
資
金
的
援
助
を
し
た
り
、
日
本
の
貿
易

業
者
の
た
め
に
金
融
的
便
宜
を
は
か
る
必
要
を
感
じ
た
。
こ
れ
は
関
税
自
主
権
の
な
か
っ
た

当
時
に
お
い
て
貿
易
に
於
い
て
主
導
権
を
確
立
す
る
た
め
に
は
必
須
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
一

八
八
○
年
正
金
銀
行
設
立
に
あ
た
り
政
府
は
資
本
金
の
三
分
の
一
を
出
資
し
た
。
そ
し
て
正

金
銀
行
に
対
し
官
金
の
予
託
、
日
銀
の
低
利
貸
付
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
資
金
的
援
助
を
な
し
た

の
で
あ
る
。
も
っ
て
正
金
銀
行
を
し
て
輸
出
振
興
政
策
遂
行
の
中
心
機
関
た
ら
し
め
よ
う
と

し
た
。
か
く
て
正
金
銀
行
は
そ
の
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
独
占
的
国
際
金
融
機
関
に
発
展
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
貿
易
政
策
、
さ
ら
に
は
一
般
の
殖
産
興
業
政
策
に
支
え
ら
れ
て
日
本
の
輸
出

貿
易
は
相
当
な
の
び
を
し
め
し
た
（
尤
も
大
体
輸
入
の
方
が
輸
出
を
若
干
上
回
る
年
が
殆
ん

ど
で
あ
っ
た
）
。

　
さ
て
明
治
初
期
に
於
い
て
年
輸
出
額
百
万
円
を
こ
え
る
商
品
を
あ
げ
る
と
大
体
㈲
表
の
よ

う
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
輸
出
品
の
中
心
は
第
一
次
産
業
の
生
産
物
、
就
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中
農
業
生
産
物
、
鉱
業
生
産
物
、
農
産
加
工
品
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
政
府
は
こ
れ
ら
生
産
物
の
増
産
と
輸
出
振
興
の
た
め
に

保
護
育
成
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
あ
る
程
度
の
効
果
を
も
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
生
産
物
の
増
大
と

輸
出
増
加
と
は
単
に
こ
れ
が
前
述
せ
る
輸
入
を
支
え
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
の
み
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
の
成
立
に
た
い
し

て
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
外
国
市
場
は
こ
れ
ら
生
産
物
の
輸
出
に
際
し
、
品
質
の
均
一
性
、
大
量
定
期
納
入
の
確
実
性
を
要

求
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
増
産
、
輸
出
増
大
の
た
め
に
は
か
か
る
伝
統
的
生
産
物
に
た
い
し
絶
え
ざ
る
技
術
の
改
善
、
近
代

化
に
よ
る
質
の
向
上
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
或
る
程
度
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
伝
統
的
な
産
業
領
域
で
も
或
る
と
き
は
か
な
り
急
激
な
技
術
や
企
業
組
織
の
近
代
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
又
た
え
ず
漸
次
的
近
代
化

も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
政
府
の
資
金
供
給
政
策
が
ま
づ
こ
の
よ
う
な
輸
出
振
興
的
産
業
部
門
に
向
っ
て
重

点
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
わ
が
国
資
本
主
義
体
制
の
確
立
に
と
っ
て
誠
に
意
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
伝
統
的
産
業
部
門
の
漸
次
的
近
代
化
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
が
、
ま
づ
第
一
に
そ
れ
自
体
と
し
て
、
第
二
に
輸
出
増
大

と
い
う
パ
イ
プ
を
通
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
の
近
代
産
業
、
企
業
を
育
成
す
る
た
め
の
経
済
的
基
礎
を
な
し
た
と
い
う
事
情
が
大

体
了
解
で
き
た
こ
と
と
お
も
う
帥
。
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六
　
労
働
力
の
創
出
過
程
と
資
本
主
義
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
成
立
の
過
程
ｌ
結
語
ー

　
さ
て
明
治
維
新
を
契
機
と
し
て
社
会
、
経
済
、
国
家
の
諸
制
度
の
近
代
化
に
乗
り
だ
し
た
政
府
は
、
一
八
七
八
年
こ
ろ
ま
で
に
は

旧
封
建
制
度
の
要
素
を
か
な
り
払
拭
し
え
た
。

　
さ
ら
に
国
家
資
金
の
供
給
、
国
家
自
身
に
よ
る
近
代
的
工
場
・
企
業
の
経
営
、
社
会
的
間
接
資
本
に
属
す
る
諸
設
備
の
建
設
、
と

い
う
よ
う
な
事
態
に
刺
戟
さ
れ
て
一
八
七
八
年
以
降
急
速
に
社
会
経
済
体
制
の
近
代
化
が
す
す
ん
だ
。
民
間
に
於
い
て
も
政
府
の
援

助
に
よ
り
、
時
に
は
又
民
間
自
体
の
力
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
企
業
を
起
す
こ
と
も
ぼ
つ
ぼ
つ
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
銀
行
、

運
輸
業
、
綿
紡
績
業
、
製
糸
業
、
諸
鉱
業
な
ど
が
近
代
企
業
の
形
で
勃
興
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
官
業
払
下
を

契
機
と
し
て
民
間
に
於
け
る
工
場
工
業
は
質
量
と
も
に
格
段
と
増
強
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
明
治
維
新
期
以
降
十
数
年
に
わ
た
る
政
府
の
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ス
ム
ス
遂
行
は
、
一
面
に
お
い
て
は
積
極
的
イ
ン
フ
レ
政
策
の

推
進
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
一
八
七
〇
年
代
に
於
け
る
こ
の
政
策
の
有
力
な
指
導
者
は
大
隈
大
蔵
卿
で
あ
っ
た
。
彼
は

　
「
資
本
流
動
」
に
よ
る
「
財
貨
増
殖
」
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
ゆ
た
か
な
る
資
金
を
供
給
し
、
こ
れ
の
活
動
に
よ
っ

て
産
業
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
基
本
的
考
え
を
彼
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
わ
ゆ
る
生
産
的
経
費
（
「
回
産
復
生
、
国
益
興
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隆
の
事
業
の
資
本
費
途
に
充
つ
る
も
の
」
）
の
概
念
を
把
握
し
、
社
会
的
間
接
資
本
の
形
成
や
国
産
の
保
護
奨
励
政
策
の
遂
行
を
つ
よ

く
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
政
策
を
公
債
財
源
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
公
債
は
、
こ
れ
が
財
源
に
よ
る
政
策
遂
行
に
と
も
な
う
生
産
性
の
向
上
に
よ
っ
て
充
分
元
利
つ
ぐ
な
え
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

　
（
た
と
え
ば
一
八
七
五
年
大
隈
の
「
収
入
支
出
の
源
流
を
清
ま
し
理
財
会
計
の
根
本
を
立
つ
る
の
議
」
、
大
隈
文
書
第
三
巻
所
収
を
み

よ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
対
応
す
る
維
新
以
来
の
紙
幣
発
行
政
策
は
尨
大
な
発
行
紙
幣
額
を
も
た
ら
し
、
他
面
こ
れ
に
反
比
例
す
る

正
貨
準
備
不
足
の
事
態
を
生
ぜ
し
め
た
。
ま
た
一
八
六
八
年
以
来
殆
ど
毎
年
に
わ
た
る
輸
入
超
過
の
継
続
は
金
銀
の
海
外
流
出
を
ひ

き
お
こ
し
た
。
さ
ら
に
金
銀
比
価
の
変
動
に
よ
る
金
の
流
出
も
お
こ
っ
た
。
従
来
よ
り
の
こ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
レ
的
素
地
に
加
え
て

一
八
七
七
年
西
南
戦
争
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
約
四
千
二
百
万
円
の
戦
費
を
要
し
た
が
、
政
府
は
こ
れ
を
国
立
第
十
五
銀
行
か
ら
の
借

入
金
一
、
五
〇
〇
万
円
、
不
換
紙
幣
発
行
二
、
七
〇
〇
万
円
と
い
う
イ
ン
フ
レ
促
進
的
方
法
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
こ
れ
ら
諸
事
情
が
重
な
り
あ
っ
て
遂
に
一
八
七
〇
年
代
末
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
わ
が
国
を
お
そ
っ
た
の
で
あ
る
。
輸
出

の
不
振
、
紙
幣
価
格
の
暴
落
、
物
価
の
騰
貴
、
公
債
価
格
の
下
落
、
金
利
の
昂
騰
な
ど
の
諸
事
実
が
一
度
に
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
米
価
の
昂
騰
は
農
村
の
商
品
経
済
を
発
展
さ
せ
、
他
方
伝
統
的
産
業
も
ま
た
物
価
高
に
よ
っ
て
拡
大
し
、
こ

れ
と
関
係
あ
る
地
方
銀
行
も
ま
た
繁
栄
を
み
た
。

　
然
し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
経
済
活
動
の
正
常
化
を
い
ろ
い
ろ
の
側
面
で
撹
乱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
就
中
、
金
利
生
活
者
、
中

・
下
級
俸
給
生
活
者
、
中
小
経
営
者
な
ど
が
イ
ン
ラ
レ
の
圧
迫
を
真
向
か
ら
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
時
期
に
至
っ
て
政
府
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
終
熄
を
当
面
の
最
重
要
な
政
策
と
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
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る
。
と
こ
ろ
で
経
済
政
策
の
担
当
者
で
あ
っ
た
大
隈
は
い
か
な
る
態
度
で
、
ま
た
い
か
な
る
政
策
を
ひ
っ
さ
げ
て
こ
の
事
態
に
た
ち

む
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
述
の
よ
う
な
経
済
政
策
的
観
念
を
も
つ
大
隈
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
真
の
原
因
を
紙
幣
増
発
で
あ
る
と
認
め
ず
、
主
と
し
て

輸
入
超
過
に
よ
る
金
銀
の
欠
乏
に
よ
る
も
の
と
判
断
し
た
の
も
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
隈
は
イ
ン
フ
レ
の
俸
給
生
活
者

な
ど
に
対
す
る
害
悪
を
認
め
た
が
、
同
時
に
、
イ
ン
フ
レ
が
生
産
向
上
へ
の
刺
戟
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
も
積
極
的
に
承
認
し
よ
う

と
し
た
。
イ
ン
フ
レ
克
服
対
策
と
し
て
彼
は
益
々
社
会
的
間
接
資
本
の
形
成
を
増
進
し
、
ま
た
殖
産
興
業
や
輸
出
増
大
を
は
か
り
、

輸
入
制
限
、
関
税
改
正
を
な
す
こ
と
な
ど
に
頼
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
大
隈
は
、
イ
ン
フ
レ
を
制
圧
す
る
た
め
に
は

究
極
に
於
い
て
は
生
産
を
向
上
さ
せ
る
以
外
に
道
は
な
い
と
考
え
、
根
本
的
に
は
イ
ン
フ
レ
政
策
に
た
よ
る
こ
と
を
不
可
避
と
し
た

わ
け
で
あ
る
。
然
し
目
前
の
イ
ン
フ
レ
事
態
に
た
い
し
て
は
彼
は
応
急
的
イ
ン
フ
レ
終
熄
措
置
を
も
考
え
た
。
す
な
わ
ち
外
債
五
千

万
円
、
金
札
引
換
公
債
二
、
七
〇
〇
万
円
の
募
集
や
準
備
金
の
操
作
な
ど
を
中
心
に
し
た
諸
政
策
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
紙
幣

を
銷
却
し
、
も
っ
て
正
金
通
用
制
度
の
確
立
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
一
大
正
金
銀
行
の
設
立
な
ど
も
提
案
し
た
。

　
大
隈
の
提
案
は
」
部
は
実
現
さ
れ
、
又
一
部
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
一
八
八
一
年
に
は
彼
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ン
フ
レ
は

益
々
ひ
ど
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
最
中
に
政
変
に
よ
っ
て
大
隈
は
退
陣
し
た
。
代
っ
て
松
方
正
義
が
財
政
金
融
政
策
の
担
当
者

と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
松
方
正
義
は
目
前
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
紙
幣
増
発
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
一
八
八
一

年
末
よ
り
い
わ
ゆ
る
紙
幣
整
理
に
と
も
な
う
デ
フ
レ
政
策
を
強
烈
な
勢
で
進
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
い

わ
ゆ
る
「
財
政
事
情
か
ら
の
貨
幣
制
度
の
解
放
、
即
ち
、
も
っ
ぱ
ら
（
資
本
主
義
的
）
経
済
生
活
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
と
く
に
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こ
の
政
策
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
増
税
、
経
費
据
置
と
い
う
緊
縮
財
政
政
策
の
採
用
（
い
わ
ゆ
る
超
均
衡
財
政
の
採
用
）
、
準

備
金
の
活
用
に
よ
る
正
貨
蓄
積
の
増
加
、
官
業
の
払
下
、
貸
付
金
の
禁
止
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
同
時
に
一
八
八
二
年
中
央
銀
行

と
し
て
の
日
本
銀
行
の
設
立
が
な
さ
れ
た
。

　
松
方
の
政
策
は
着
実
に
進
み
、
正
貨
保
有
高
が
相
当
増
加
す
る
に
い
た
る
と
と
も
に
紙
幣
の
整
理
鎖
却
も
進
行
し
た
。
こ
れ
に
と

も
な
い
銀
と
紙
幣
の
価
格
は
漸
次
回
復
に
向
っ
た
。
つ
い
に
兌
換
実
行
の
機
が
到
来
し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
銀
に
兌
換
銀
行
券
の
発

行
を
委
任
し
、
一
八
八
六
年
銀
貨
兌
換
制
が
布
告
さ
れ
た
。
こ
こ
に
松
方
の
紙
幣
整
理
は
一
応
の
結
末
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
わ
が
国
に
近
代
的
貨
幣
信
用
体
制
が
成
立
し
、
財
政
と
金
融
と
の
分
化
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
紙
幣
整
理
が
す
す
む
に
従
い
、
物
価
は
下
落
し
た
。
こ
れ
は
米
価
下
落
と
な
っ
て
農
民
、
と
く
に
中
下
層
農
民
を
く
る
し
め

た
。
ま
た
紙
幣
整
理
に
付
随
し
て
一
般
購
買
力
の
低
下
や
融
資
難
を
生
じ
、
多
く
の
中
小
企
業
の
没
落
を
み
る
に
い
た
っ
た
。

　
し
か
し
他
面
金
利
の
低
下
、
公
債
価
格
の
も
ち
直
し
の
事
態
は
、
自
力
で
又
は
デ
フ
レ
政
策
下
に
於
け
る
政
府
の
保
護
政
策
に
よ

っ
て
こ
の
時
期
を
乗
り
切
っ
た
財
閥
的
企
業
に
一
層
の
発
展
を
約
束
し
た
。
又
農
民
の
圧
迫
と
土
地
放
棄
は
富
豪
に
よ
る
土
地
兼
併

が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
が
近
代
的
金
融
機
関
と
結
び
つ
い
て
一
層
の
土
地
兼
併
の
急
速
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
れ
に
つ
づ
く
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
は
金
利
生
活
者
た
る
士
族
、
農
民
、
中
小

安
定
せ
る
貨
幣
制
度
の
確
知
」
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
松
方
の
政
策
は
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
体
制
確
立
の
要
件

と
し
て
の
通
貨
価
値
の
安
定
と
近
代
的
通
貨
信
用
制
度
の
建
設
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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商
工
業
者
な
ど
の
多
く
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
。
彼
等
は
少
く
と
も
労
働
予
備
軍
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
資
本
主
義
経
済
成
立

の
た
め
の
低
廉
、
豊
富
な
（
不
熟
練
的
）
労
働
力
の
提
供
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
面
に
お
い
て
は
従
前
よ
り
引
き
つ
づ
い
た
国
家
に
よ
る
民
間
へ
の
資
金
供
給
や
市
民
的
富
の
育
成
に
よ
っ
て
漸
次
貨
幣
的
資
産

が
財
閥
、
政
商
な
ど
の
も
と
に
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
官
業
払
下
の
後
は
こ
れ
ら
財
閥
、
政
商
は
い
く
つ
か
の
近
代
企
業
に

も
乗
り
出
し
、
更
に
彼
等
は
こ
れ
ら
企
業
の
数
を
ふ
や
し
、
生
産
量
も
向
上
さ
せ
よ
う
と
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
彼
等
の

貨
幣
的
資
産
は
近
代
的
設
備
投
資
な
ど
に
ま
ず
向
け
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
よ
り
少
い
比
率
で
は
あ
る
が
彼
等
の
貨
幣
資
産
は
本

来
の
資
本
に
転
化
し
う
る
た
め
の
煤
介
物
た
る
労
働
に
出
合
う
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
部
分
的
に
は
や
や
重
複
の
き
ら
い
は
あ
る
が
明
治
初
期
に
於
け
る
労
働
力
の
創
出
に
つ
い
て
こ
こ
で
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
「
あ
つ
ら
え
む
き
の
労
働
力
が
充
分
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
近
世
資
本
主
義
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
『
賃
労
働
者
の
成
立
』
は
そ
れ

故
資
本
主
義
経
済
の
一
つ
の
必
要
条
件
を
な
す
」
（
ゾ
ム
バ
ル
ト
、
前
掲
書
第
一
巻
七
八
五
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
で
は
一
体
日
本
資
本
主
義
を

成
立
さ
せ
る
に
た
る
量
と
質
を
も
っ
た
労
働
力
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ゾ
ム
バ
ル
ト
著
「
近
世
資
本
主
義
」
の
シ
ェ
ー

マ
に
従
え
ば
（
ゾ
ム
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
第
三
巻
三
一
九
、
三
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）
、
労
働
力
に
は
自
由
人
に
よ
る
も
の
と
、
不
自
由
人
に

よ
る
も
の
と
の
二
種
類
あ
る
。
更
に
自
由
人
に
よ
る
労
働
力
は
補
給
人
口
N
u
s
c
h
u
o
b
e
v
o
l
k
e
r
u
n
g
に
よ
る
も
の
と
過
剰
人
口

U
b
e
r
s
c
h
u
o
b
ev
o
l
k
e
r
u
n
g
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
・
補
給
人
口
と
は
、
経
済
的
独
立
性
を
失
っ
て
新
し
い
職
業
を
必
要
と
す
る

人
口
部
分
で
あ
り
、
過
剰
人
口
と
は
人
口
増
加
に
よ
っ
て
生
ず
る
増
加
人
口
分
の
相
当
な
部
分
を
し
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ

　
不
自
由
人
に
よ
る
労
働
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
明
治
初
期
に
於
い
て
囚
人
労
働
力
が
使
用
さ
れ
た
例
は
炭
坑
な
ど
で
み
ら
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れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
北
米
の
綿
花
生
産
に
於
け
る
黒
人
奴
隷
労
働
力
の
使
用
の
よ
う
な
公
然
か
つ
大
々
的
な
不
自
由
労
働

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
の
た
め
の
労
働
力
と
し
て
は
自
由
な
る
労
働
力
が
圧
倒
的
重
要
さ
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
自
由
な
る
労
働
力
の
う
ち
過
剰
人
口
に
つ
い
て
は
明
治
維
新
後
二
〇
年
間
位
を
観
察
す
る
限
り
二
つ
の
事
項
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
一
、
当
時
に
お
い
て
も
相
当
程
度
の
継
続
的
人
口
増
加
が
み
ら
れ
た
（
前
掲
表
雨
参
照
）
。

　
一
、
農
業
人
口
は
当
時
よ
り
既
に
若
干
停
滞
的
で
あ
っ
た
こ
と
（
農
業
人
口
は
一
八
七
五
年
約
一
、
四
七
五
万
人
、
一
八
九
五
年

一
、
六
九
一
万
人
と
ゆ
る
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
以
後
今
日
ま
で
農
業
人
口
は
大
体
一
、
六
〇
〇
万
乃
至
一
、
四
〇
〇

万
程
度
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
。

　
従
っ
て
過
剰
人
口
の
或
る
程
度
の
部
分
は
農
業
以
外
の
労
働
力
の
供
給
者
た
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
正
に
問
題
に

す
べ
き
は
明
治
維
新
後
生
じ
た
補
給
人
口
で
あ
ろ
う
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
古
い
社
会
経
済
体
制
が
解
体
し
、
新
た
な
る
資
本
主
義

的
経
済
体
制
が
成
立
す
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
於
い
て
、
古
い
体
制
の
う
ち
か
ら
は
き
出
さ
れ
新
し
い
体
制
の
う
ち
に
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
運
命
の
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
補
給
人
口
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
補
給
人
口
は
ま
づ
第
一
に
新
時
代
に
於
い
て
そ
の
任
務
か
ら
も
、
俸
給
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
四
〇
万
（
家
族
を
含
め
二
〇
〇
万

弱
）
の
士
族
層
の
う
ち
か
ら
生
じ
た
。

　
若
干
の
士
族
の
子
女
は
既
に
維
新
直
後
期
に
於
い
て
官
営
製
糸
工
場
の
女
工
と
な
っ
た
。
ま
た
下
級
士
族
自
身
は
多
く
士
族
授
産

所
で
労
働
し
た
。
し
か
し
実
業
に
つ
い
て
失
敗
し
た
士
族
や
、
イ
ン
フ
レ
や
松
方
デ
ラ
レ
政
策
に
と
も
な
っ
て
公
債
を
手
放
さ
ざ
る

-145-



を
え
な
く
な
っ
た
金
利
生
活
者
と
し
て
の
中
、
下
級
の
窮
乏
士
族
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
賃
労
働
者
に
な
る
よ
り
ほ
か
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
又
旧
社
会
体
制
に
於
い
て
は
必
需
品
で
あ
っ
た
が
、
新
時
代
に
は
不
必
要
と
な
っ
た
よ
う
な
品
物
を
つ
く
っ
て
い
る
職
入
な
ど
も

補
給
人
口
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
甲
冑
職
人
な
ど
こ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
失
業
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
群
に
落
ち
た
。
そ
の
他

の
職
人
層
も
請
負
人
と
問
屋
制
資
本
家
の
も
と
に
追
々
事
実
上
質
労
働
者
化
し
て
い
っ
た
。
勿
論
労
働
者
供
給
量
の
面
に
於
い
て
は

こ
の
層
か
ら
は
そ
う
大
し
て
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
第
三
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
農
村
か
ら
の
補
給
人
口
で
あ
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
中
小
農
民
層
も
地
租
改
正
や
松
方
デ
フ
レ
政
策
の
影
響
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
す
る
者
が
多
く
出
て
き
た
。

更
に
新
し
い
企
業
が
設
立
さ
れ
、
新
し
い
生
産
様
式
の
採
用
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
こ
れ
が
農
民
の
副
業
を
奪
う
こ
と
に
な
っ

た
。
貧
農
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
が
」
層
の
早
さ
を
も
っ
て
進
行
す
る
の
で
あ
一
一
一
。
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一
、
彼
等
は
ま
ず
農
村
周
辺
の
中
小
企
業
の
働
き
手
と
な
る
。

　
二
、
つ
い
で
農
村
家
庭
の
次
三
男
や
子
女
は
工
場
や
鉱
山
、
土
木
工
事
な
ど
へ
の
出
稼
労
働
者
と
な
る
。

　
三
、
更
に
彼
等
は
家
族
ぐ
る
み
都
市
へ
の
移
住
労
働
者
と
な
る
の
で
あ
る
（
隅
谷
三
喜
男
、
日
本
賃
労
働
史
論
、
東
京
、
一
九
五
五
年
、

　
二
六
ぺ
ー
ジ
参
照
）
。

　
彼
等
貧
農
は
主
と
し
て
不
熟
練
労
働
の
供
給
者
と
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
農
民
層
か
ら
創
出
さ
れ
た
労
働
力

こ
そ
が
来
る
べ
き
資
本
主
義
体
制
下
に
於
け
る
労
働
力
供
給
の
中
枢
を
占
め
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
階
層
か
ら
以
上
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
補
給
人
口
が
明
治
初
期
に
創
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
と
い
わ
ゆ
る
過
剰
人
口
分
が
合
し
て
、
資
本
主
義
的
経
営
に
必
要
な
る
労
働
者
の
供
給
源
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
労
働
力
供
給
の
面
で
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

　
一
、
明
治
初
期
の
日
本
は
旧
い
経
済
体
制
よ
り
一
挙
に
近
代
的
工
場
工
業
体
制
に
向
わ
ん
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
工
場
労
働
者
は

そ
れ
程
技
術
習
得
の
た
め
に
時
間
と
労
力
を
前
以
て
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
（
熟
練
工
た
る
必
要
が
少
な
か
っ
た
こ
と
）
。
従
っ

て
西
欧
初
期
資
本
主
義
時
代
の
労
働
者
よ
り
概
し
て
簡
単
に
労
働
者
に
な
り
え
た
こ
と
。

　
二
、
労
働
意
欲
は
若
干
の
士
族
な
ど
を
除
き
常
に
旺
盛
で
あ
っ
た
こ
と
。
「
勤
倹
力
行
」
は
日
本
人
の
生
活
感
情
の
奥
底
に
あ
り
、

西
欧
初
期
資
本
主
義
下
の
、
労
働
に
そ
れ
程
か
り
た
て
ら
れ
な
い
精
神
を
も
っ
た
人
々
よ
り
も
労
働
力
供
給
に
障
害
が
す
く
な
か
っ

た
こ
と
。

　
三
、
法
的
に
移
住
制
限
、
職
業
選
択
の
制
限
が
維
新
後
い
ち
は
や
く
取
除
か
れ
た
こ
と
。

　
こ
の
様
な
諸
事
情
を
考
慮
し
て
い
え
る
こ
と
は
西
欧
初
期
資
本
主
義
の
時
代
と
異
な
り
、
当
時
の
日
本
は
充
分
な
る
量
ｌ
充
分
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す
ぎ
る
量
ー
の
労
働
力
供
給
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
海
外
移
民
な
ど
に
よ
る
労
働
力
の
減
少
を
考
慮
し
て
も
な

お
充
分
妥
当
す
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
労
働
力
の
需
要
面
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
当
時
の
企
業
の

数
と
規
模
で
あ
り
、
第
二
は
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ス
ム
ス
政
策
遂
行
中
の
後
進
国
た
る
日
本
の
資
本
家
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
企

業
へ
資
本
投
下
し
た
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
労
賃
分
を
節
約
す
る
不
変
質
本
分
へ
の
投
資
が
当
初
よ
り
相
対
的
に
大
き
な
割
合
を
し

め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
明
治
十
五
年
十
二
月
調
べ
に
よ
る
と
民
間
府
県
工
場
ｌ
凡
そ
エ
場
と
名
の
つ
く
も
の
す
べ
て
ー
の
数
は
凡
そ
ニ
、
○
三
三
、

こ
こ
に
働
く
職
工
の
数
は
、
男
一
五
、
六
五
四
、
女
三
五
、
五
三
五
、
十
五
才
以
下
九
、
八
六
三
人
で
総
計
六
一
、
〇
五
二
人
で
あ

っ
た
「
第
四
回
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
、
一
七
七
ｌ
一
八
三
ぺ
ー
ジ
参
照
）
。

　
こ
の
う
ち
主
要
な
る
も
の
を
若
干
あ
げ
る
と
、
生
糸
工
場
の
職
工
数
は
三
七
、
四
五
二
人
で
総
数
の
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
陶
磁
器

工
掲
載
工
数
二
、
三
八
四
人
で
総
数
の
約
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
織
物
工
掲
載
工
数
五
、
〇
七
八
人
で
総
数
の
凡
そ
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
造

船
工
場
職
工
数
は
一
、
〇
七
六
人
で
総
数
の
約
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
も
っ
て
当
時
の
民
間
企
業
の
発
展
状

況
と
発
展
方
向
と
の
一
半
を
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
官
営
工
場
の
方
を
み
る
と
、
明
治
十
六
年
十
二
月
調
べ
で
、
大
蔵
省
、
工
部
省
、
農
商
務
省
直
属
工
掲
載
工
数
四
、
八
八
〇

人
（
第
四
回
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
に
よ
る
）
、
こ
れ
に
陸
軍
省
所
属
工
場
（
東
京
及
び
大
阪
砲
兵
工
廠
）
明
治
十
七
年
職
工
数
三
、
〇

一
九
人
、
海
軍
省
所
属
工
場
（
横
須
賀
造
船
所
、
小
野
浜
造
船
所
、
兵
器
製
造
所
、
火
薬
製
造
所
）
明
治
十
七
年
職
工
敬
三
、
九
五

三
人
、
を
加
え
て
み
る
と
大
体
当
時
に
お
け
る
官
営
工
場
の
組
模
が
推
測
さ
れ
る
と
お
も
う
。
ち
な
み
に
総
職
工
数
は
一
一
、
八
五
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二
人
と
な
る
（
第
四
回
、
第
七
回
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
）
。

　
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
も
明
か
に
な
る
よ
う
に
労
働
力
の
需
要
者
の
面
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
工
場
は
一
八
八
○
年
頃
で
約
七
万
人

あ
ま
り
の
職
工
が
働
く
だ
け
の
規
模
し
か
全
体
と
し
て
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
過
半
が
女
子
及
び
年

少
労
働
者
で
あ
っ
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
第
七
回
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
に
よ
る
と
一
八
八
六
年
に
於
け
る
諸
会
社
の
職
工

数
一
二
四
、
〇
七
七
人
、
傭
人
六
七
、
九
八
六
人
で
あ
っ
た
）
。

　
勿
論
労
働
需
要
は
工
場
職
工
の
み
で
は
な
く
、
工
場
傭
人
、
坑
夫
、
職
人
、
土
方
、
人
足
な
ど
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
八
九
〇
年
前

後
で
凡
そ
十
数
万
人
い
た
と
推
量
さ
れ
る
。

　
然
し
こ
れ
ら
を
合
し
て
も
一
八
八
〇
年
代
頃
は
二
〇
万
乃
至
三
〇
万
程
度
の
労
働
人
口
を
需
要
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
前
述
せ

る
労
働
力
供
給
の
源
泉
は
こ
の
程
度
の
需
要
で
枯
れ
て
了
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
も
既
述
の
よ
う
に
当
時
に
於
け
る
資
本
は
近
代
的
西
欧
機
械
、
器
具
な
ど
当
時
と
し
て
は
相
当
す
す
ん
だ
高
価
な
設
備
を
必

要
と
し
た
か
ら
、
勢
い
労
賃
に
ま
わ
る
部
分
は
当
然
少
し
で
も
切
り
下
げ
よ
う
と
努
カ
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
れ
ら
か
ら
労
働

者
の
賃
金
水
準
を
相
当
低
い
と
こ
ろ
に
釘
づ
け
に
し
て
了
う
傾
向
が
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
後
々
ま
で
の

日
本
経
済
に
於
け
る
労
働
問
題
の
特
殊
性
を
刻
印
ず
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
経
済
制
度
の
近
代
化
、
資
本
の
育
成
、
近
代
技
術
の
産
業
へ
の
適
用
の
普
及
、
労
働
者
の
創
出
、
こ
れ
ら
の
諸
事
態
が
一
八

八
○
年
代
に
出
ぞ
ろ
い
、
こ
こ
に
わ
が
国
資
本
主
義
的
経
済
体
制
が
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
於
け
る
資
本
主
義
経
済
体
制
成
立
の
期
日
の
厳
格
な
確
定
を
す
る
こ
と
は
意
味
が
す
く
な
い
と
お
も
わ
れ
る
の
で
こ
れ

―－149 -



以
上
た
ち
い
ら
ぬ
こ
と
に
す
る
。

　
そ
し
て
成
立
し
た
日
本
資
本
主
義
の
独
特
の
様
相
の
い
く
つ
か
は
以
上
の
論
述
の
中
か
ら
自
ら
明
か
に
な
っ
た
こ
と
と
お
も
う
。
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