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ニ

o
七
六)

数

の

企

業

麦

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

.た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個

々

I

備
は
産
業
需
要
に
く
ら
べ
れ
ば
き
わ
め
て
大
規
模
で
あ
る
と
い
ぅ
わ
け
に 

は
ゆ
か
ず

..し
た
が
つ
Iて
最
適
規
模
の
平
均
費
用
も
産
業
全
体
め
見
地
か
ら
は
十
分
に
低
い
と
は
い
え
な
い
。
し
ば
し
ば
ニ
重
投
資
と
よ
ポ
、 

る
も
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
産
業
政
策
の
見
地
か
ら
は
、
産
業
内
に
お
け
る
企
業
者
数
が
重
要
な
の

I

の
た
め
で
あ
る
。
し
か 

し
、

こ
の
間
題
は
ま
た
別
個
の
厚
生
分
析
を
要
す
る
と
こ
ろ

^
あ
る

。

'

付
記
こ
の
ノ
オ
ト
は「

醫
規
模
と
市
場
競
争—

過
剰
能
力
説
の
展
開」

本
誌
第
五
三
巻
.
j.〇

.
一
一
合
併
号
と
の
関
連
に
お
い
て
書
か
れ
ミ
の
で 

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
論
文
な
ら
び
に
そ
れ
に
掲
敏
し
た
参
考
文
献
を
参
照
せ
ら
れ
た
て

料

十

九

世

紀

末

に

お

け

.る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
と
保
護
関
税
政
策

資 

ロ
ル
フ
•
ゾ
ン
ネ
マ
ン
著

「

一
A
七

九

年

.か

ら

一

八

九

ニ

年

ま

で

の

ド

イ

ツ.鉄
鋼

業

の

独

！

Q

化
に
た

— 

い
す
る
保
護
関
税
の
成
果」

.(Rolf 

S
o
n
n
e
m
a
n
n
;

 

Die 

A
u
s
w
i
r
k
u
n
g
e
n

 

des 

Schutzzolls 

auf 

die 

Monopolisierung 

der 

d
e
u
t
s
&
e
n

 

Eisen 

u
n
d

 

MtahlindustHe 

1
8
7
9
—

1
8
9
0

 

〔Deutsche 

A
k
a
d
e
m
i
e

 der Wissenschaften 

zu 

Berlin, 

Schriften 

des 

Instituts 

fill-

Geschichte, 

Reihe 

I: 

Allegemeine u
n
d

 

V
e
r
l
a
g Berlin, 

1
9
6
0
.
)

の
紹
介

i
——

ふ
た
つ
の
ド
ィ
ッ

の
存
在
を
め
ぐ
る
民
族
的
歌
劇
に
つ
い
て
、，
ジ
ャー

ナ
リ 

ズ
ム
は
、
あ
た
か
も
こ
の
歴
史
的
現
実
が
何
か
不
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
米

.
 

ソ
ー
一
大
国
の
政
策
の「

か
げ
ひ
き」

だ
け
に
利
用
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
ぅ
な
印 

象
を
強
調
ず
る
こ
と
に
.よ
.っ
て
、
"自
由
の
砦
".西
べ
ル
リ
ン
の
価
値
、

そ
の
悲 

恰
な
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
ぅ
と
し
て
い
る
。

し
か
し

わ
た
く
し
は
ド
ィ
ッ
に 

お
け
る
ふ
た
つ
の
異
な

っ
た
政
治
体
制
の
阱
存
、
ド
ィ
ッ

民
主
共
和
国
と
ド
ィ 

ッ
速
判
共
和
国
の
共
存
.は
、
厳
と
し
て

動
か
す
ベ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
と

考

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
と
保
護
関
税
政
策
,

d
e
u
t
s
c
h
e

 

G
esc

hic
ht
e, 

B
a
n
d

 

9
〕

A
k
a
d
e
m
i
e
*

」

•

飯
丨
，

田
,
鼎

え
る
。
も
し
こ
れ
が
、
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
悲
劇
で
あ
り
、
国 

土
の
三
分
の
一
が
、
典
.産
主
義
圏
に
入
る
こ
と
に
限
り
な
い
屈
辱
を
、
西
ド
イ 

ツ
の
指
導
者
が
感
ず
る
と
.し
て
も
’
こ
れ
は
ま
さ
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
^
軍
モ
ン 

ト
ゴ
メ
リ
ー
が
述
懐
し
た
よ
う
に
"第
二
次
世
界
大
戦
の「

火
つ
け
役」

ド
イ 

ツ
が
身
を
も
っ
て
あ
が
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
犠
牲
"
で
あ
り
、
誰
の
罪
で
も 

な
い
、
ド
イ
ツ
人
自
身
，の
責
任
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ 

る
。
 

-

西
欧
陣
営
は
果
し
て
、
心
の
奥
底
か
ら
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
統
一

-
た
と

え
ば
そ
れ
が
、

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
の
と
な
え
る
よ
う
に
自
由
選
挙
に
よ
ろ
う
.

四

一

(

一
〇
七
七)



と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
フ
ル
'

y

チ
ョ
フ
酋
相
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
つ 

の
！
！

家
速
合
と
い
う
形
に
お
い
て
で
あ
れ
-—

を
欲
し
て
い
る
の
だ
な
う
か
。
.

周
知
の
よ
う
に
、
奇
蹟
的
な
繁
栄
を
背
景
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
'は
す
で
に
北 

大
西
洋
条
約
機
構
に
お
け
る
中
核
的
な
地
歩
を
し
め
、
核
武
装
に
ふ
み
き
ろ
う 

と
し
て
い
る
^
実
を
冷
静
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
ニ
度
ま
で
も
世
界
大
戦
を
ひ 

き
お
こ
す
に
至
っ
た
ド
イ
ツ
は
、
そ
れ
が
も
し
西
欧
側
の
希
望
す
る
よ
う
な
条 

汁
で
統
一
.さ
れ
る
こ
と
を
仮
，{/h
し
た
.と
し
て
も
、
三
た
び
世
界
戦
争
へ
の
危
険 

な
立
役
者
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
.と
を
知
る
で
あ
ろ 

う
。
異
な
れ
る
体
制
の
二
つ
の
ド
イ
ツ
が
併
存
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し 

て
は
ま
こ
と
に
忍
び
が
た
い
"民
族
の
悲
劇
"
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
う 

し
た
歴
史
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
限
り
、
厳
粛
な
?!
?
実
と
し
て
認
め
ら 

.れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
.

.

西
ド
イ
ツ
の
め
ざ
ま
し
い
復
興
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
世
界
独 

占
資
本
の
洱
編
成
の
過
程
に
お
い
て
、
と
く
に
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
に
よ
る
ヨ 

丨
ロ
ツ
パ
資
本
主
義
の
再
建
政
策
と
し
て
の
マ
ー
シ
ャ
ル
.
プ
ラ
ン
以
後
、
急 

速
に
お
し
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
，
ま
っ
た
く
異
な
れ
る
^
双
と 

興
な
っ
た
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヮ
イ
マ
•

—
ル
共 

•和
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
復
興
の
た
め
の
政
策
と
し
て
の
ド
ー
ズ
案
と 

対
比
し
た
場
合
、
歴
史
の
教
訓
の
深
刻
さ
を
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
ず
に
は
お 

か
な
い
。
戦
後
、
こ
う
し
た
意
味
も
あ
っ
て
か
，
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
い 

て
は
、
独
占
資
本
生
籤
な
い
し
帝
国
主
義
に
か
ん
す
る
理
論
的•

歴
史
的
研
究 

が
か
な
り
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

さ
し
あ
た
り
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
教
授
の
ニ
卷
に
わ
た
る
堀
大
な
る
労
作「

ド

四
ニ 

(

一
 

0
七
八)

イ
ツ
帝
国
主
義
史
研
究」

(Jurgen 

Kuczyns,ki;

.
 Studien 

zur 

Geschichte 

des... deutschen .Imperialisms,. 

Band I

丨Monopole, 

und unternehmer- 

v

o.rbande. Band II

丨propagandaorganisat

o-n- des 

IVIonopolkapitals, 1948 

〜
1
9
5
P
)，

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
、
あ
る
い
は
ク
チ
ン
ス
キー

 

教
授
'に
指
導
さ
れ
て
非
常
'に
有
益
な
研
究
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば 

寡
聞
な
筆
者
の
眼
に
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

マ
ル
.テ
イ
ン
•
シH

ミ
ツ
ド
の 

「

一
九
三
一
年
に
，お
け
る
電
気
産
業
株
式
会
社
に
.お
け
る
取
引」

(

 ̂

Schmidt; 

Die 

B
E
W
A
G
-

T̂ransaktion 

im 

Jahre 

1931—
Eine Studie 

zur. Geschichte 

d
s deutschen Finanzkapitals, 

1957 .)、
4

め
.る
い
は
ケ 

I 

_
lツ
ヒ
の「

'ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
経
済
独
占
の
到
来」

(Erika Konig: Dir 

deutsche 

Sozialdemokratie 

und 

die 

a
u
f
k
o
m
m
e
n
d
e
n 

wirtschaftsl 

nopol.e, 1958.)

な
ど
で
あ
る
が
，
こ
.こ
に
と
り
あ
げ
た
ゾ
ン
ネ
マ
ン
の
.「1

八 

七
九
年
か
ら 
一
A
九
〇
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
鉄
鋼
業
の
独
占
化
に
た
い
す
る
保
護 

関
税
の
成
果」

は
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
教
授
を
中
心
と
す
る
人
々
の
研
究
と
は
別 

の
*

ハ
レ
大
学
に
お
け
る
ギ
ー
工
ル
ズ
イ
ペ
ン
教
贤(prof. 

Giersiepen) 

■お
よ
び
ボ
ン
デ
.ィ
教
授(

P3
,
w
G
n
d
i

)

の
指
導
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
の 

で
あ
る
が
、
研
究
の
志
向
す
る
方
向
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最 

近
、
わ
が
国
で
も
、
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
研
究
に
か
ん
す
る
す
ぐ
れ
た
業
績
が 

あ
い
つ
い
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
し
、
十
九
世
紀 

末
、
独
占
資
本
主
義
形
成
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
労
働
運
動
と
の 

関
係
！

従
っ
て
そ
れ
は
帝
国
主
義
形
成
期
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
運
動
の 

理
論
的
究
明
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が——

に
関
心
を
も
つ
者
に
と
っ
て
は
、
 

こ
れ
ら
の
研
究
は
絶
対
に
必
要
な
前
提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
つ
て
康
者

が
本
書
を
と
り
あ
げ
た
の
も
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ 

る
独
占
資
本
の
形
成
が
' 

ど
の
よ
う
な
仕
方
で
な
し
と
げ
ら
れ
た
か
と
い
う
も 

っ
と
も
具
体
的
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
こ
と 

わ
り
し
て
お
こ
う
。

■

ニ

，本
書
は
"
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第

一

章

序

論

。

第
二
章
保
護
関
税
と
独
占
と
の
相
互
作
用
。
'
、

第
三
章
ド
イ
ツ
鉄
鋼
産
業
に
お
け
る
独
占
形
成
に
た
い
す
る
保
護
関
税
の 

影
響
。
.

第
四
章
総
括
的
な
評
価
、
研
究
成
果
の
叙
述
、
附
録
。

箸
者
は
ま
ず
、
序
論
に
お
い
て
、
本
書
は
一
八
七
三
年
の
周
期
的
恐
慌
を
契 

機
と
し
て
、「

い
か
に
明
白
な
方
法
に
お
い
て
、
ビ
ス
マ
ル
タ
の
首
相
時
代
の
保 

護
関
税
の
経
済
政
策
が
，
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
へ
の
急
速
な
移
行
に 

影
響
を
あ
た
え
た
か
、
な
い
し
保
護
関
税
が
、
急
速
な
独
占
化
に
た
い
し
て
決 

5E
的
な
.役
割
を
果
し
た
と
.い
う
.こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
.い
う
こ
と
を 

明
ら
か
に
す
る
も
.の
で
あ
る」

こ
と
を
強
調
し
、
こ
のEI

的
の
た
め
に
鉄
鋼
：業 

を
選
ん
だ
理
由
に
つ
き
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
 

•

■

㈠
製
鉄
業
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
' 

独
占
化
.の
傾
向
が
あ 

ら
わ
れ
、
こ
の
製
鉄
業
の
大
產
業
資
本
家
が
、
保
護
関
税
運
動
に
お
い 

て
，
決
定
的
な
役
割
を
衆
し
た
こ
と
。

㈡

製
鉄
業
部
門
は
、
全
工
業
生
産
部
門
の
基
礎
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大
き

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
.ド
イ
ツ
独
占
資
本
と
保
護
関
税
政
策

な
影
響
を
加
工
業
に
及
ぼ
し
、
後
者
は
、
前
者
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
。

.

㈢

兵
器
産
業
と
軍
国
主
義
化
が
、
そ
の
な
か
に
そ
の
物
質
的
な
迤
礎
を
見 

出
し
た
こ
と(s. 

S
。

.

著
者
の
態
度
は
、

レ
I 
ニ
ン
に
よ
る
ド
ィ
ッ
帝
国
主
義
に
た
V
す
る
有
名
な 

規
定
、「

ユ
ン
ヵ
ー
的
•■ブ
ル
ジ
ョ
ア
的」

帝
国
主
義rJunkerlich-bourge- 

oisen :Imperialismus.)

.に
基
本
的
.に
.一
致
し
つ
つ
、
そ
の
性
格
に
い
ち
じ
る 

し
く
特
徴
づ
け
、
刻
印
せ
し
め
た
メ
ル
ク
マ
I
ル
に
つ
い
て
、

つ
ま
り
、
帝
国 

主
義
に
関
係
あ
る
新
し
い
経
済
的
な
諸
現
象
や
も
ろ
も
ろ
の
範
畴
の
多
様
性
か 

ら
問
題
を
探
求
し
よ
ぅ
と
い
ぅ
の
で
あ
る
。

本
研
究
の
要
点
、
そ
の
方
法
論
的
弱
点
に
た
い
す
る
批
判
は
最
後
に
ゆ
ず
る 

と
し
で
、
そ
の
内
容
.を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
紹
介
し
、
問
題
点
を
え
ぐ
り
出
さ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

•

著
者
に
よ
れ
ば
，

一
八
七
一
年
の
普
仏
戦
争
の
勝
利
の
ド
ィ
ッ
資
本
主
義
史 

上
に
お
け
る
意
義
は
、
賠
償
金
に
よ
る
急
速
な
資
本
の
蓄
積
を
促
し
、
そ
の
結 

果
と
し
て
、
国
民
的
市
場
の
創
出
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
 

レ
ー-1

ン
は
、「

㈠
独
占
の
歴
史
を
、

一
八
六
〇
年
代
と
一
八
七
〇
年
代—

自 

由
競
争
の
発
展
め
最
高
の
、
極
限
の
段
階
。
独
占
は
や
ら
と
み
と
め
ら
れ
る
く 

ら
い
の
萌
芽
に
す
ぎ
な
い
。
«

一
 

八
七
三
年
の
恐
慌
以
罾
。
ヵ
ル
テ
ル
が
広
汎 

に
発
展
し
た
が
、
.な
お
そ
れ
は
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
'そ
れ
は
ま
だ
強
固
で
な 

く
、
ま
だ
過
渡
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
。㈢
十
九
世
紀
末
の
好
景
気
と
一
九
〇
〇 

—

一
九
〇
三
年
の
恐
慌
。
ヵ
ル
テ
ル
は
全
経
済
生
活
の
®
礎
の
一
.つ
と
な
る
。
 

資
本
主
義
は
帝
国
主
義
に
：転
化
し
た
の
で
あ
る」

と
指
摘
し
て
い
る
。

レ
ー
ニ 

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、

つ
ま
り
本
研
究
が
対
象
と
し
て
い
る一

八
七
九
年

四

三

(

一
〇
七
九)



か
ら
一
八
九
一
一
年
ま
で
の
十
三
年
は
，.
丁
度
第
一一

期
の
後
年
か
ら
第
三
期
の
は 

じ
め
の
数
年
に
わ
た
る
時
期
で
あ
り
、「

ヵ
ル
テ
ル
は
広
巩
に
発
展
し
た」

W
、
 

な
お
そ
れ
は1

例
外
に
す
ぎ
な
い
|_
と
い
う
の
で
お
っ
た
0
そ
こ
で
こ
の「

広 

,
 

汎
に
発
展
し
た
が
、
し
か
し
例
外
に
す
ぎ
な
い
独
占
化
が
、
重
工
業
の
基
幹
部 

門
と
も
い
う
べ
き
鉄
鋼
業
に
ど
.の
よ
う
な
規
模
で
発
展
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ 

の
諸
特
徴
は
何
か
と
，

> 
う
に
、

1
A
七
一
年
か
ら
七
三
年
ま
.で
の
分
析
に
よ
れ 

ば
、
生
産
財
生
産
部
門
で
は
総
計
一
六
九
五
百
万
マ
.ル
ク
に
達
す
る
三
七 

八
の
企
業
が
建
設
.さ
れ
た
の
に
反
し
*
消
費
財
生
産
部
門
に
お
い
て
は
、.
総
計 

二
三
一
.
六
百
万
マ
ル
ク
の
資
本
を
も
つ
一
八
五
の
企
業
.が
建
設
さ
れ
た
と
い 

わ
れ
，
生
産
財
生
産
部
門
の
庄
倒
的
優
位
が
目
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ 

と
つ
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
賠
償
金
が
、
主
と
し
て
生
産
財
生
産
部
門
に
流 

れ
こ
み
.
.
と
り
わ
け
車
需
品
生
産
部
門
の
膨
脹
を
来
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で 

あ
っ
た
。
し
か
し
，
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
工
業
の
発
展
は
、

一
八
六
八 

年
か
ら
七
八
年
の
ド
ィ
ッ
.の
工
業
生
産
が
*

一
 

八
五
一
年
か
ら
六
〇
年
ま
で
の 

十
年
間
に
相
当
す
る
生
産
の
三
分
の
一
に
し
か
当
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
ず
.
 

べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
エ
•業
生
産
の
重
要
.な 

特
徴
は
、
国
民
総
工
業
生
産
に
お
け
石
第
一
次
生
産
部
門(

生
産
財
生
產
部§

:)

と
消
費
財
生
産
部
n

.

(

第
二
次
生
産
部
門)

と
の
間
の
断
層
の
敗
大
、

従
っ
て 

一
八
六
〇
年
代
以
来
、
生
産
財
生
産
の
急
激
な
発
展
、
石
炭
お
よ
び
鋼
鉄
の
生 

産
の
異
常
な
增
加
を
み
た
こ
と
で
あ
る(

第
一
表)

。

•

ま
た
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
掲
げ
る
統
計
に
よ
れ
ば
、

一
八
七
〇
年
と
'一
八
八
.〇 

.

年
と
を
比
較
し
た
場
合
、
恐
慌
を
中
に
は
さ
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
年
度 

と
も
世
界
め
エ
業
生
座
の
ニ
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
安
定
し
た
也

!

_

隱
 

.
 

.

^
 

^
 

^
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證鉄
千

ン

〇 5 五 七
〇

m

奮鉄

卜
ン

.位

を

し

め

た

の

に

反

し

、
.
ア

メ
リ
力
は

二
三
パ
I
セ

ン

ト

か

ら

ニ

，
^

パ

ー

セ
ン 

ト

に

イ
ギ
リ
ス
は

三
ニ
パ
ー
セ
ン
..ト
か
ら
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
、.
フ
ラ
ン
ス
は 

i

〇
パ
f
セ

ン
卜
と
い
う
よ
う

に
增
加
ま
た
は
減
少
し
て
い
る
。
と
く
に

ア
メ 

.リ
カ

，
.の

工

業

生

産

の

上

昇

と

.イ
ギ
リ
ス
の
減
退
は
ま
こ
と
に
対
照
的
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ一.

八
七
〇
年
代
に
お
け
る
独
占

化
を
促
し
た
も
の
と
し
て
、
巨 

大
経
営
と
金
融
資
本
の
結
び
つ
き
，の
強
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
八
七
〇
年
た
に 

お
け
る
ド

イ

ッ
，銀
行
お
よ
び
商
業
割
引
銀
行
の
建
設
、
株
式
会
社
の
発
展
は
、
 

た
と
え
ば
プ
ロ
イ

セ
ン
に
お
い
て
は

、
.一

八
五
一
年
か
ら
七

0
年
ま
で
の
間
に 

ニ
九
五
の
株
式

’
社
の
建
設
、
さ
ら
に
一
八
七
〇
年
か
ら
七
四
年
ま
で
の
き
わ 

め
て
短
い
期
間
に
、
八
七
五
の
株
式
会
社
の
新
設
を
み
ち
び
い
た
い
わ
ゆ
る
泡 

沫
会
社
滝
立
時
代(

Gru
nderjahre)

と
相
ま
っ
て
、

株
式
の
値
上
り
を
ま
つ 

新
し
い
株
式
会
社
、
投
機
に
よ
っ
て
法
外
な
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
支
配 

階

級

(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
お
よ
び
ユ
ン
カ
ー)

に
た
■い
し
て
、

資
本
蓄
橫
の
好
機 

を
あ
た
え
た
。

一
八
七
三
年
の
恐
慌
勃
発
の
直
前
、
.
ド
イ
ッ
帝
国
議
会
：は
、

一
八
七
三
年
十 

月
一
日
を
も
つ
て
、
鉄
！
^
に
つ
い
て
'
:関
税
は
中
止
さ
れ
、
鉄
製
品
に
た
い
す

る
関
税
も
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て1

A
七
七
年一

月
一
.'日
以
後
適
用
さ
れ
な 

い
と
い
う
、
間
税
撤
廃
の
&
#
を
通
過
さ
せ
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
経
済
政
策
は
、
 

自
由
質
易
の
方
向
に
進
む
か
に
み
克
た
が
，
長
く
は
つ
づ
か
ず
、

一

八
七
れ
ハ
ヰ 

ド
イ
ツ
は
、
.高
保
護
関
税
制
度(der .system des: Hochschutsoll

)

に
転 

換
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
た
び
自
由
贸
易
主
義
に
礙
じ
な
が
ら
，
再
転 

し
て
高
関
税
政
策
に
政
府
を
向
わ
し
め
た
契
機
は
、
製
鉄
業
で
あ
っ
た
と
い
う 

の
で
あ
る
。
外
国
,
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
製
鉄
業
と
の
競
争
が
、
こ
れ
に
拍
車
を 

か
け
た
の
で
あ
っ
•た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
自
由
胄 

易
が
必
要
と
思
わ
れ
た
と
き
に
，
保
護
関
税
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ 

(
S
.
15 )

。 

•

一
八
七
〇
年
代
，
ド
イ
ツ
は
、
外
国
に
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
ー
九
パ
ー
セ 

ン
ト
の
銑
鉄
の
輪
入
を
^
:い
だ
が
、
泡
沫
創
業
の
時
期
と
い
う
べ
き
一
八
七
三 

年
に
は
総
需
要
の
一
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
仰
ぐ
に
至
っ
た
。
そ
し
て
恐
慌
の
勃
発 

後
も
こ
の
傾
向
は
か
わ
ら
ず
，

一
八
七
四
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
、
ニ
四 

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
三
パ
I
セ
；ン
ト
>
減
少
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
一
時 

的
な
関
税
撤
廃
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
た
め
'
ド
イ
ツ
製
鉄
業
は
世
界
市
場 

に
お
け
る
は
げ
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

,1

八
六
七
年
，
鉄
お
よ
び
鉄
製
品
の
輸
出
は
、
.銑
鉄
を
別
と
す
れ
ば
，

一
八 

三
七
年
以
来
は
じ
め
て
鉄
の
消
費
総
額
の
一
〇
パ
I
セ
ン
ト
の
高
さ
に
達
し
'.

•1

八
六
八
年
か
ら
一
八
七
三
年
ま
で
の
間
に
一
，八
。ハ
丨
セ
ン
ト
か
ら
ニ
〇
パ
I 

セ
ン
ト
に
、

一

八
七
四
年
か
らj

八
七
六
年
ま
で
の
間
に
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
か 

ら
ニ
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
し
て
.国
内
で
の
鉄
の
消
費
高
は
，
：一
八 

六
五
年
か
ら
一
八
七
三
^
-ま
で
の
.間
に
：一
六一

パー

セ
ン
ト
上
っ
た
。
鉄
製
品

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
.独
占
資
本
と
保
護
関
税
政
策

の
輸
出
の
増
大
、
銑
鉄
の
生
産
の
.増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
市
場
は
、
 

英
国
の
銑
鉄
が
氾
蘅
し(

第
二
表
参
照)

、
関
税
障
壁
に
よ
っ
て
競
争
は
排
除
さ 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(S ，

17 )
。

八
七
八

八
七
七

八
$

八
七
五-

八
七
四

八
-b. ¥/ 敍 

1 鉄

九

八
九 
プL

八
〇 ミ八

七 ,
四

坐

m

額

o
七
A

四 m

八
〇

輸

入

U

五

〇

"

四

四

i f

四

tt

四

八

"
I
セ

ン
卜

生
m

輸 '
入
に
対
す
る
関
係

一
八
七
四
年
が
、
生
産
お
よ
び
輸
入
と
も
激
減
し
て
い
る
の
は
'
恐
慌
の
影 

響
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
銑
鉄
の
輸
入
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か 

し
依
然
と
し
て
英
国
か
ら
の
銑
鉄
の
輸
入
が
田
倒
的
な
比
重
を
し
め
て
い
た
こ 

と
を
考
え
る
と
、
ド
ィ
ッ
製
鉄
業
に
と
っ
て
.は
必
ず
し
も
安
心
す
ベ
き
こ
と
で 

は
な
か
っ
た
。
た
.と
え
ば
、
ゼ
ー
リ
ン
グ(M.+ 

sering )

の
掲
げ
る
製
鉄
工 

場
へ
鋳
鉄
•
銅
终
統
計
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
銑
鉄
の
総
消
費
贵
に 

お
け
る
国
内
お
よ
び
国
外
の
銑
鉄
の
割
合
を
示
す
な
ら
ば
、

一

八
七一

年
か
ら 

七
六
宇
ま
で
の
間
に
、
.鋳
鉄
工
場
に
は
平
均
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
_
鉄
工
場
は 

一
|〇
パ
ー
セ
ン
ト
.、.金
属
圧
延
機
に
三
〇
パ
ー
セ
ゾ
ト
、
こ
れ
ら
の
加
工
さ
れ 

た
鋳
鉄
が
外
国
が
ら
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ゼ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ 

ば
、
英
国
製
.の
鋳
鉄
は
、

一
八
七
三
年一

五̂
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
八
七
四
年

四

五

ニ
 o

八
：



—

八
〇
パ
ー
セ
シ
ト
、

一
八
七
五
年——

七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
八
七
六
苌 

I

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
よ
う
に
、

一
八
七
〇
年
代
に
お
い
て
は

、
.英
国 

ヵ
ら
の
贫
鉄
の
输
入
は
ヵ
な
り
高

„
>比
率
を
し
め
て
い

.た
こ

と

が

注

目

.さ
れ 

る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

,'
良
質
の
鋳
鉄
を
生
產
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に 

な
っ
た
の
は
、

ー
八
八
0
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、

.L
か
も 

そ
れ
で
さ
え
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
，

少
数
の
熔
鉱
炉
工
場
に
お
い
て
の

み
生 

産
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い

の
で
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
.輸
入
に
ま
た
な
け
れ
ば
な 

ら
ず
、
従
っ
て
、

外
国
と
.く
に
イ
ギ
リ
ス
と
の

間
に
は
げ
し
い

競
争
に
入
ら
な 

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

1

八
七
三
年
か
ら一

八
七
八
年
お
よ
び
七
九
年
ま
で
の
数
年
間
は
、
独
占
形 

成
の
初
期
的
な
段
階
で
あ
り
、
と
く
に
一
八
七
四
年
の
危
機
の
経
過
し
て
は
じ 

め
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
経
済
政
策
は
•
保
護
関
税
の
強
化
U
ヵ
ル
テ
ル

結
成
を 

通
じ
て
の
独
占
形
成
の
方
向
へ
歩
み

出
ず
の
で
あ
る
が
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ 

う
し
た
表
面
的
な
現
象
の
背
後
に
、

一
八
七
八
年
、
当
時
、

帝
国
議
会
の
か
な 

り
多
く
の
議
員
が
、
自
由
貿
易
主
義
派
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
や
が
て 

保
護
関
税
を
要
求
ず
る
多
数
派
の
前
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ 

の
関
係
に
お
い
て
は
，

一
八
七
三
年
か
，ら
一
八
七
八
年
お
よ
び
七
九
年
ま
で
の 

数
年
は
，

つ
ぎ
の
よ
う
な
い
ち
じ
る

し
い
特
徴
を
も
っ
て
、
き
わ
立
っ
て
、-
る 

の
で
あ
る
。

B

ま
す
ま
す
発
展
す
る
あ
ら
ゆ
る
デ
マ
ゴ

ギ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ 

て
お
こ
な
う
保
護
関
税
の
方
向
を
志
向
ず
る
大
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
と
企
業 

.
連
合
に
お
け
る
組
織
的
集
約
。
 

.

㈡

極
端
な
自
ft
l
贸
易
か
ら
高
度
の
保
護
関
税
へ
の
ュ
ン
カ
ー
の
政
策
的
k

四

六

■ニ 

o
八
ニ)

移
行
と
、
そ
.の
要
求
貫
徹
の
た
め
の
組
織
の
形
成
。

保
護
関
税
の

な
か
で
確
証
さ
れ

た
大
土

地
所
有

者

と

産

業

資

本

の

速 

合
、
そ
の
勝
利
の
た
め
の
ニ
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
漸
次
的
接
近
。

m

.

.
経
済
政
策
の
問
霞
を
め
ぐ
る
協
定
、

と
く
に
.
ュ
ン
ヵ
ー
の
も
っ
と
も
反 

動
的
な
代
表
者
と
ビ
ス
マ
ル
ク
と
の

密
接
な
協
同
に
‘お
け
る
国
家
機
関
の 

■

直
接
的
介
入
。

㈤

ユ
ン
ヵー

の
支
柱
と
し
て
の
ビ
ス
マ
ル
ク
お
よ
び
ド
ィ
ッ
皇
帝
に
た
、
 

す
る
鉄
鋼
.業
資
本
の
誘
惑
、
保
護
関
税
主
義
者
グ
ル
I
プ
へ
の
そ
の
抱
き 

込
み
。

内
反
動
的
な
保
護
関
税
要
求
の
妨
害
さ
れ
ざ
る
実
現
をnz

的
と
し
て
、
ド 

ィ
ッ
社
会
民
主
党
に
反
対
す
る
搾
取
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
の
党
派(

ュ
ン
ヵ 

丨
お
よ
び
独
占
的
な
產
菜
资
本
家)

の
共
同
の
闘
争
。

以
上
の
よ
ぅ
な
一
八
七
三
年
か
ら
一
八
七
八〜

七
九
年
に
至
る
時
期
の
分
析 

は
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
で
あ
り
，
そ
れ
ら
の
政
策
が
ど
の
よ
ぅ
に
具
沐
的
に
展 

開
さ
れ
た
か
は
*
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
と
も
か
く

支
配
階
級
内
部
こ
お 

い
て
、
異
常
な
は
げ
し
さ
を

も
っ
て

お
こ
な
わ
れ
た
さ

ま

ざ

ま

な

グ

ル

ー

ブ

の
 

間
に
お
け
る「

か
け
ひ
き」

、
と
り
わ
け
社
会
民
主
党
に
た
い
す
る
反
対
工
作
の 

結
果
は
、

一
八
七
九
年
七
月
十
五
日
の
関
税
率
立
法
で
あ
っ
た
。
.

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
関
税
率
は
、

一
八
七
九
年
七
月
の
立
法
に
よ
っ
て 

成
立
し
.
ド
ィ
ッ
の
関
税
地
域
の
関
税
率
お
よ
び
関
税
の
収
益
に
か
ん
し
て
、

一
八
八
〇
年
一
月
一
日
か
ら
効
力
を
発
し
た
。
第
一
章
第
一
.項
お
よ
び
第
二
•項 

に
よ
れ
ば
、

一
八
七
九
年
十
月
—-
.
日
か
ら
、
若
干
の
商
品
に
つ
い
て
は
関
税
は 

ひ
き
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
.ら
ず
、
銑
鉄
に
つ
い
て
は
、
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
っ
ノ
て

一
マ
ル
ク
の
輸
入
税
が
課
せ
ら
れ
て
販
売
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
.

こ
の
よ
う
な

新
し
い
税
率
の
も
と
に

鉄
鋼
産
業
が
お
か
れ
る
と
す
れ
ば
、

つ 

ぎ
の
よ
う
な

こ
と
が
結
果
と
し
て
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

⑷

ド
ィ
ツ
製
鉄
業
は
、
そ
の
輸
出
を
増
大
さ
せ
つ
つ
も
、
鉄
加
工
業
の
激 

増
す
る
需
要
を
充
た
す
た
办
に
は
、
ど
う
し
て
も
銑
鉄
が
輸
入
さ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
.に
は
、
ド
ィ
ツ
の
鋼
鉄
お
よ
び
压
延
エ
場 

の
利
益
の
た
め
に
、
鋳
鉄
な
い
し
銑
鉄
の
価
格
を
低
く
お
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
か
っ
た
。.
た
と
え
ば
、1

八
七

六
年
か
ら
一
八
七

九
年
ま
で
の
数
年
に 

.お
い
て
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
い
し
，

ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
で
き
め
ら
れ
た
銑
鉄
の 

価
格
を
一
〇
o
キ
ロ
グ
ラ
ム
あ
た
り
一
マ
ル
ク
の
ド
ィ
ツ
の
鉄
鉄
の
関
税
と
比 

較
ず
る
な
ら
は
、

つ
ま
り
つ
ぎ
の
こ
と
が
.明
ら
か
に
な
る
。

ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
.
 

の
銑
鉄
の
場
合
は
、
平
均
価
格
の一

九
パ
ー
セ
ン
ト
の
関
税
が
か
か
っ
て
お 

り
、
ク
リ
.丨
ヴ
ラ
ン
ド
の
鉄
は
八
パー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の 

よ
う
に
し
て
、

一
八
七

九
年
以
前
の
銑
鉄
の
生
産
、
'
 
輸
入
お
よ
び
輸
出
も
あ
る 

い
は
ま
た
保
護
関
税
の
暮
入
後
の
そ
れ
ら
の
発
展
を
考
虛
し
た
場
合
に
、
国
内 

市
場
に
お
け
る
銑
鉄
価
格
の
騰
貴
こ
そ
唯
一
の
目
的
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
ま 

た
こ
の
高
保
護
関
税
の
結
果
で
も
あ
っ
た
.0
.

(b
)

関
税
率
の
肋
か
ら
叫
ま
で
の
項
0
に
ふ
く
ま
れ
る
錬
鉄
お
よ
び
鎔
鉄
に 

た
い
す
る
関
税
は
、
平
均
一
五
。ハ
ー
セ
シ
ト
か
ら
一
ー0

パ
I

セ
，ン
ト
で
あ
り
、
 

レー

ル
の
場
合
に
は
、
生
産
物
矹
格
の
ー
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。

(c
)

関
税
率
の
第
六
項
に
該
当
す
る
鉄
製
•品
の
関
税
は
、
大
体
に
お
い
て
、
 

生
産
、
輸
出
お
よ
び
輸
入
か
ら
当
然
出
て
来
ざ
る
を
え
な
い
K
#
政
策
上
の
諸 

頭
求
に
到
底
応
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
ず
な
わ
ち
鉄
製
品
は
い
か
な
る
保
護
関

•
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
と
保
護
関
税
政
策

税
を
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

.

著
者
は
さ
ら
に
保
護
関
税
の
反
人
民
的
な
性
格
を
暴
露
す
る
た
め
に
ま
ず
つ 

ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。「

保
護
関
税
と
い
う
概
念
は
、
商
品
、
貨
幣
、
fl
i
l
iM, 

お
よ
び
資
本
と
い
う
よ
う
な
経
済
筝
上
の
範
畴
で
は
な
く
、

一
 

国
の
资
木
主
義 

.

の
発
展
段
階
の
解
明
と
、
そ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
影
響
を
及
ぼ
す
他
国
の
諸 

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
理
解
で
き
な
い
と(S. 

22
)
」
。

さ 

き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、

一
八
七
九
年
恐
慌
の
ド
ィ
ッ
関
税
政
策
に
お
け
る
完 

全
な
政
策
転
換
ば
’

一
方
に
お
け
る
ユ
ン
ヵ
ー
の
農
業
市
場
に
お
け
る
危
擺
と 

他
方
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
反
動
的
な
一
部
へ
鉄
鋼
お
よ
び
戡
維
產
業
資
木 

家)

，の
圧
办
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

一
八
七
九
年
に
お
け
る
保
護
関
税
率
の
制 

.定
は
、
' こ
の
両
者
の
希
望
を
み
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
労
働
者
階
級
は
、
自
由
質
易
の
支
持
と
い
う
形
で
大
土
地
所
有
者
と 

産
業
資
本
家
と
の
対
立
に
波
紋
を
投
じ
、
こ
れ
を
指
導
す
る
ド
ィ
ッ
社
会
民
主 

党
は
自
由
質
易
政
策
の
支
持
を
、「

国
民
労
働
の
保
護」

r
s
c
h
u
t
z

 der natio, 

aalen 

Arbeit
:
)

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
.ン
を
掲
げ
て
決
定
し
た
の
で
.あ
っ
た
。
産 

業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
地
主
的
利
益
の
保
証
と
％
い
う
べ
き
穀
物
法
撤
廃
の 

運
動
に
、
労
働
者
階
級
の
勢
力
を
動
員
ず
る
こ
と
が
で
き
た
英
国
の
場
合
と

 ̂

倩
は
若
干
似
か
よ
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
運
動
の
お
先
棒 

を
か
つ
ぐ
愚
を
指
摘
し
，
自
由
質
易
と
保
護
関
税
の
問
題
は
、
資
本
家
的
生
産 

の
な
か
で
動
く
の
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
者
の
㈣
益
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指 

摘
し
た
。
た
だ
社
会
主
義
者
は
、

つ
ぎ
の
点
に
か
ん
す
る
限
り
関
心
を
も
つ
。
 

す
な
わ
ち
生
産
の
発
展
が
結
局
袋
小
路
に
追
い
こ
ま
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ 

る
。
結
局
自
由
質
易
も
保
護
質
易
も
労
働
者
階
級
を
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と

四
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い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
ド
ィ
ッ
社
会
民
主
党
の
指
導
者
ヵ
ゥ
ッ
キ
ー
も
，
こ 

の
立
場
を
と
り
、
保
護
貿
易
は
、
資
本
主
義
制
度
の
搾
取
的
な
傾
向
を
最
高
度 

に
た
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
、；

ブ
ル
ジ
ョ
ア
灼
な
経 

済
学
者
デ
ィ
ッ
エ
ル(Dietzel)

も
，
部
分
的
に
は
保
護
関
税
に
よ
っ
て
条
件 

づ
け
ら
れ
る
独
占
的
な
組
織
の
成
立
は
、
必
然
的
に
階
級
闘
争
を
激
化
さ
せ
ず 

に
は
お
か
な
い
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

.

.

.

，こ
れ
を
要
す
る
に
、
資
本
主
義
社
会
の
打
倒
こ
そ
最
終
の
目
標
で
あ
る
プ
.ロ 

レ
タ
.リ
ア

ー
ト
お
よ
び
社
会
主
義
者
に
と
っ
て
、

帝
国
主
義
へ
の
移
行
に
と
も 

众
う
、
保
護
関
税
の
要
求
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
克
服
し
よ
う
と
す

る

 ̂

級
、

つ
ま
り
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
办
の
強
化
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
' 保
護
関
税 

に
賛
成
す
る
こ
と
は
、
独
占
を
援
け
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
重
工
業
資
本
家 

の
利
益
に
没
立
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
労
働
者
階
級
は
、
.必
ず
し
も 

~1
安
価
な
パ
ン」

も
し
く
ば「

国
民
の
労
働
の
擁
護」

.に
役
立
つ
と
も
思
わ
れ 

な
い
因
由
贸
易
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
保
護
関
税
と
独
占
と
の
関 

係
、
そ
の
相
互
作
用
と
は
何
か
。

三

著
者
に
よ
れ
ば
、
自
由
競
争
か
ら
帝
国
主
義
へ
の
移
行
の
段
階
に
お
い
て
、
 

保
護
関
税
が
独
占
の
加
速
度
的
な
'|
|
]
出
の
た
め
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
つ
ぎ 

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
外
国
製
品
の
排
除
、
資
本
家
の
数
の
制
限
な
い
し
減 

少
す
る
こ
と
を
通
じ

て
与
え
ら
れ
た
国
内
市
場
に
お
い
て
、
自
由
取
引
の
も
と 

に
競
争
ず
る
こ
と
。
従
っ
て
少
数
者
の
独
占
的
利
益
の
擁
護
に
奉
仕
ず
る
も
の 

で
あ
り
，
小
企
業
は
圧
倒
的
な
不
利
を
蒙
る
と
い
う
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
き

四

八

ニ
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わ
め
て
常
識
.的
な
解
釈
で
あ
る
。
著
者
は
、
製
鉄
業
に
お
け
る
ヵ
ル
テ
ル
運
動 

の
ニ
つ
の
異
な
れ
る
領
域
と
し
て
、
㈠
銑
鉄
部
門
、
㈡
鉄
加
工
部
門
と
を
区
別 

し
、
強
力
な
ヵ
ル
テ
ル
が
出
現
し
た
の
は
主
と
し
て
銑
鉄
製
造
部
門
で
あ
っ
た 

と
I
ぅ
。

一
A
七
九
年
か
ら
一
八
八
ニ
年
ま
で
の
間
に
お
け
る
力
ル
テ
ル
の
異 

常
な
発
展
は
一
'保
護
関
税
の
結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
独
占
化
お
よ
び
生 

産
の
急
速
な
上
昇
に
よ
っ
て
、
と
く
に
製
鉄
業
の
場
合
は
、
ト
ー

マ
ス
•
ギ
ル 

ク
リ
ス
ト
法
の
導
入
が
あ
ず
か
，っ
て
力
が
あ
っ
た
。
一
般
に
、
原

料

お
よ
び
半
製 

品
の
資
本
家
に
.た
ぃ
す
る
関
税
に
よ
る
保
護
が
た
か
ま
れ
ば
た
か
ま
る
ほ
ど
、
 

加
工
産
業
部
門
の
前
者
に
た
い
す
る
依
存
度
が
強
ま
り
、
そ
の
結
果
と
し
て 

富
お
よ
び
社
会
他
経
済
的
偏
差
お
よ
び
分
極
化
傾
向
が
濃
厚
と
な
る
。
か
く
し 

て
独
占
.価
格
形
成
の
た
め
に
、
独
占
の
力
に
よ
り
ず
ベ
て
の
商
品
の
肺
格
の
総 

額
■と
す
.へ
て
の
.
_独
占
商
品
■の
価
格
の
.差
を
で
き
る
，だ
け
高
く

ず
る
と
と
に
り 

が
注
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
過
程
の
な
か
で
当
然
労
働
者
階 

級
の
闘
争
力
の
問
題
、
剰
：余
価
値
の
西
分
配
を
狙
ぅ
独
占
体
相
互
の
争
い
が
表 

.面
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
独
占
資
本
家
が
、
何
よ
り
も
保
護
関
税
を
求
め
る
.
 

の
は
' 

そ
れ
が
独
占
形
成
に
も
.っ
と
も
有
利
な
条
件
を
つ
く
り
出
し
、
関
税
を 

高
く

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
超
過
利
潤
を
大
き
く
す
る
を
H
的
と
し
て
い
る
 ̂

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
.て
鉄
鋼
業
の
場
合
、
高
保
誰
関
税
政
策
と
の
結
び 

つ
き
、
関
税
に
よ
っ
て
人
.為
的
に
鋼
材
の
価
格
が
た
か
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
 

海
外
の
輸
出
市
場
に
お
い
て
ド
ィ
ヴ
機
械
產
業
は
振
わ
な
く
な
る
と
い
ぅ
筮
大 

な
結
果
を
も
た
ら
ず
，の
で
あ
る
。
 

.

そ
し
て
，
保
護
関
税
政
|
$
が
ド
ィ
ッ
帝
国
の
経
済
政
策
の
茁
耍
な
ー
部
を
形 

成
し
た
こ
と
を
示
す
一
.八
七
九
年
の
保
護
関
税
立
法
の
結
果
は
、
ド
イ
ッ
の

國

際
的
競
^
力
は
弱
め
ら
れ
、
栽
礎
资
林
産
業
の
独
占
化
の
犠
牲
と
な
っ
た
完
成 

n
i製
造
業
者
の
不
満
が
激
化
す
.る
と
い
う
よ
う
に
、
帝
国
主
義
特
有
の
寄
生
的 

性
格
がE

立
っ
て
き
た
。
一
九
0
六
.年
*
と
き
の
哲
相
フ
ナ
ン
.ビ
ュ
ー
P—

 (von 

B
u
l
l
)

は
、
何
ら
か
の
対
策
を
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
外
国
の 

競
争
者
に
売
る
場
合
よ
り
も
.
カ
ル
テ
ル
か
ら
高
く
原
料
を
買
い
入
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
製
造
業
者
に
た
い
し
て
は
、
外
国
へ
の
そ
の
製
品
の
販
売
の
場
合 

に
は
補
償
す
る
と
い
う
慣
例
が
，

一

八
九
〇
年
代
に
は
、
ひ
と
つ
の
恒
常
的
な 

制
度
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
場
合
、
カ
ル
テ
ル
の
規
定
と
し
て 

は
•
口
頭
の
契
約
に
よ
っ
て
、
か
か
る
補
償
は
、
こ
う
し
た
奶
か(ver

r-ndero 

に
加
入
し
た
購
入
者
に
の
み
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
鉄
鋼
組 

合
述
合
の
现
*l
i
シ
ャ
ル
テ
y
ブ
ー
ッ
ン
ト(schaltenbrandt )

が
の
べ
て
い
る 

よ
う
に
、
独
占
体
は
こ
の
組
合
を
も
っ
て
、
そ
の
半
製
品
の
確
突
.な
顧
客
と
し 

て
と
ど
め
て
お
こ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
半
製
品
消
費
者
と
鉄
鋼
カ
ル
テ
ル 

と
の
結
び
つ
き
を
* 

.

「

そ
れ
に
限

^
し
た
独
占
形
成」

(

k
g
^
i
.
cr
goq
l

s- 

monopolbildend**)

と
呼
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
独 

占
的
な
団
体
へ
の
加
入
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
両
者 

す
な
わ
ち
原
料
生
鹿
者
お
よ
び
半
製
品
製
造
業
者
と
完
成
品
生
産
者
と
の
間
の 

関
係
は
一
層
惡
く
な
り
、
そ
の
矛
厭
は
さ
ら
に
激
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
悪 

循
環
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
矛
盾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
力
.
 

ル
テ
ル
が
、
做
界
の
市
場
価
格
を
超
え
る
国
内
価
格
の
つ
り
七
げ
を
通
じ
て
超 

過
利
潤
を
実
現
せ
し
め
•
矛
盾
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
。
保
護
関
税
と
独 

占
と
の
相
互
関
係
か
ら
え
ら
れ
た
認
識
を
、
著
者
は
つ
ぎ
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ
に 

総
括
し
て
い
る
。

十
九
il
l

-
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
と
段
證
関
税
政
策

㈠

独
占
形
成
の
客
観
的
な
過
程
は
、
.III
山
競
争
的
段
階
か
ら
帝
国
主
義
段 

階
へ
の
移
行
の
場
合
に
、
国
内
市
場
か
ら
外
国
の
競
爭
を
排
除
す
る
こ
と 

を
通
じ
て
速
め
ら
れ
る
。
商
品
の
販
売
を
め
ぐ
っ
て
闘
う
経
営
者
数
の3! 

立
っ
た
減
少
は
、
独
占
的
な
団
体
へ
の
加
入
の
た
め
、の
茁
要
な
前
提
条
件 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
独
占
的
な
団
体
は
、
独
占
化
の
初
期
の
段
階
に
お 

い
て
は
、
ヵ
ル
テ
ル
お
よ
び
シ
ン
ジ
ヶ
ー
ト
の
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。

㈡

ま
た
す
で
に
存
在
し
て
い
る
基
礎
資
材
産
業
の
独
占
は
、
独
占
組
織
の 

な
か
に
伽
入
す
る
よ
う
矻
買
手
に
求
め
る
こ

と

を

通

じ

て(

独
占
形
成
の 

客
観
的
な
形
成
は
速
め
ら
れ
る)

。

こ
の
傾
向
の
根
拠
は
，

つ
ぎ
の
よ
う
な 

事
実
に
芬
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
護
関
税
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
た
蜇 

エ
業
の
独
击
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
商
品
の
価
格
を
無
法
に
ひ 

.
き

上
げ
を
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
独
占
価
格
を
避
け
る
た
め
に
、
次 

位
の
生
産
段
階
の
経
営
者
は
、
自
分
の
企
菜
を「

純
粋」

の
工
場
か
ら
い 

わ
ゆ
るn

ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
転
換
さ
せ
よ
う
と

努
力
す
る
。

こ
こ
に
、
 

コ
ン
ッH

ル
ン
お
よ
び
ト
ラ
ス
ト
成
立
の
出
発
点
が
あ
る
。

㈢

ヵ
ル
テ
ル
お
よ
び
シ
ン
ジ
ヶ
.丨
ト
の
輸
出
補
償
金
の
結
^
と
し
て(

独 

占
形
成
の
容
観
的
な
過
程
は
速
め
ら
れ
た)

。な
ぜ
た
ら
ば
、
こ
の
独
占
的
な 

組
織
は
、

一
般
に
こ
の
よ
う
な
輸
出
補
助
金
お
よ
び
輸
出
奨
励
金
を
組
合 

に
支
払
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

㈣

超
過
利
潤
に
よ

っ

て(

独
占
形
成
の
客
観
.的
.な
過
程
が
速
め
ら
れ
る
0
独 

占
化
さ
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は

独
占
化
し
が
た
い
産
業
の
資
本
家
は
、
 

保
護
関
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
資
材
産
業
の
独
占
体
に
そ
の
超
過
利
潤 

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
： 

_ 

. 

. 
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従
っ
て

、

反
動
的
な
保
|1
関
税
政
策
と
独
占

体

と
の
相
互
開
係
に
つ
い
て 

.は
、
箸
者
に
よ
れ
ば
、「

国
内
に
お
け
る
価
格
の
ひ
き
上
げ
、
従
っ
て
人
民
の
、
な 

か
ん
ず
く
労
働
者
の
生
計
費
の
昂
騰
。
国
外
に
.お
け
.る
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
政
策
，
 

従
っ
て
，
ド
イ
ツ
の
輸
出
産
業
の
外
国
の
競
争
者
の
扶
助
。
，す
な
わ
ち
加
工
産 

業
の
原
料
資
材
お
よ
び
重
工
業
部
門
へ
Q
益
々
増
大
す
る
依
存
。
胄
ホ
主
義
諸 

国
間
の
諸
関
係
の
尖
鋭
化
で
あ
る
。」

(S. 

44
)
。

.
 

ホ 

* 

;

、
く

.
以
上
.は
，「

一
八
七
九
年
.か
ら
ニ
八
九
ニ
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
鉄
鋼
業
の
独
占
化 

に
た
い
す
る
保
護
関
税
の
成
果」

と
題
す
る
研
究
の
第
一
章
お
よ
び
.第
二
章
の 

内
容
.の
要
約
で
あ
る
。
筆
者
は
最
初
に
の
べ
た
よ
ぅ
に
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
特 

殊
性
、
そ
の
ユ
ン
カ
ー
㈣

•
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
帝
国
主
義
政
策
遂
行
の
な
か
で
、
 

ド
イ
.ッ
独
占
資
本
の
支
柱
と
し
て
の
鉄
鋼
業
資
本
の
し
め
る
地
位
，
そ
の
反
動

五
〇

a
〇
A
六
：

)

的

性

，将

、

そ

の

ド
ィ
ッ
軍
国
主
義
.の
物
質
的
親
礎
と
し
て
の
軍
需
産
業
と
の
関 

係
に
つ
い
て
の
.新
し
い
解
釈
：
新
鮮
な
問
題
提
供
を
期
待
し
'て
い
た
の
で
あ
っ
‘
 

た
が
、
読
み
終
っ
た
と
含
に
は
' 

本
書
の
分
析
は
あ
ま
り
に
も
微
視
的
で
、
し

.
 

か
も
何
か
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
き
列
ね
た
よ
う
で
、

い
さ
さ
か
期 

待
は
ず
れ
の
‘感
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
,̂
か
っ
た
。
そ
.こ
で
こ
の
よ
う
な
中
途 

半
端
な
も
の
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
ま
こ
と
.に
残
念
で
あ
り
、
読
者
に
申 

し
わ
け
な
く
感
じ
て
，い
る
次
第
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
章
は
茁
要
な
部
分
で
あ 

.り
、

一
た
び
手
が
け
た
以
上
是
非
と
も
紹
介
す
る
義
務
が
あ
る
の
で
あ
る
が
，
 

締
切
日
も
す
ぎ
て
も
、
到
底
ま
と
め
る
気
持
に
な
れ
な
.い
の
で
、
甚
だ
皮
心
的 

で
な
く
不
手
際
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
で
読
者
諸
氏
の
御
寛
恕
を
請 

う
も
の
で
あ
る
。
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一
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序

.
 

.

ニ
、
調
迕
地
の
性
格 

;
l
l
r

農

民

灸

担

の

.
内

容

四
、
村
入11
1

の
内
容

五
、
農
業
経
常
と
階
曆
性

六
、
結
び

'
' 

一
、
序 

:

:

徳
川
時
代
に
お
け
る
年
貢
で
代
表
さ
れ
る
農
民
負
担
に
関
ず
る
研
究
は
、
徳 

川
時
代
の
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
規
定
に
当
り
.、

こ

れ

.を

封

建

的

な

農

奴

制 

的
土
.地
所
有
と
し
て
.、
れ
の
封
建
制
の
確
認
を
農
民
負
担
に
求
.め
た
あ
た
り
か 

ら
始
ま
っ
た
と
云
え
よ
.ぅ
。
更
に
，
地
租
改
正
以
降
の
土
地
所
.有
の
半
封
建
制
.
 

を
，
徳
川
時
代
と
地
租
改
正
以
後
.の
、
公
租
諸
掛
•
地
主
作
徳
，
耕
作
者
取
米 

と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り

明
ら
か
に
し
よ
ぅ
と
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
'た)o . 

そ
れ
之
共
に
、
'.徳
川
時
代
.に
.お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
規
定
0
立
場
か 

ち
，
封
迚
的
貢
租
の
賦
課
さ
れ
る
-1
新
地
主」

.
及

び

手

作

地

主

経

営

.の

近

代

性

江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
^
担
に
関
す
る
一
考
察

K
K

良

(

3)

と
封
建
制
が
論
争
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
封
建
的
貢
租
そ
れ
自
体 

に
関
す
る
分
析
よ
り
も
.
封
建
的
貢
租
の
下
に
お
け
る
地
主
経
営
の
近
代
性
H 

資
本
主
義
的
性
格
の
有
無
が
論
ぜ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
.0

し
か
し
、
幕
末
維
新
期
を
日
本
に
お
け
る
内
発
的
な
必
然
性
か
ら
理
解
し
よ 

う
と
ず
る
.動
向
が
こ
の
論
争
の
巾
心
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
主
経
営
の
ブ 

ル
ジ
ョ
ヮ
性
.の
検
討
は
、
商
品
：*
貨
幣
経
済
•
商
品
生
産
の
農
村
侵
入
即
ち
農 

業
経
営
の
货
幣
経
済
化
の
吟
味
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
.い
た
。
そ
の
中
で
農
民 

負
担
は

,*
例
え
ば
、
貨
幣
経
済
の
侵
入
に
よ
り
富
裕
化
ず
る
特
殊
西
南
日
本
型 

農
業
経
営
と
、
貧
窮
化
す
.る
.西
南
日
本
型
農
業
経
営
の
，類
別
対
比
を
行
い
、
こ
，
 

の
農
業
経
営
の
差
は

、「

罾
胄
の
差
^
が
生
じ
て
来
る
，の
は
農
鹿
物
収
入
の
多
少 

と
年
貢
負
拒
の
軽
重
に
淵
^
ず
る」

と
さ
れ
た
戸
谷
氏
の
業
績
に
示
さ
れ
る
よ 

う
に
?'
,
農
業
経
営
の
順
調
な
発
展
を
阻
害
.す
る
も
の
と
.し
て
取
扱
わ
れ
た
の
で 

あ
っ
た
。
.そ
の
よ
う
な
ぶ
業
経
営
の
諸
類
型
の
類
別
と
典
に
、
徳
川
期
の
蓝
本 

的
農
業
経
営
発
展
の
.シ
.
H
...
I
.マ
が
論
ぜ
ら
れ
'

.
維
新
.の
物
質
的
寒
礎
た
る
一 

寄
生
地
主
制
の
成
立
条
件
が
換
評
さ
れ
る
に
至
っ(

切
。
そ
の
際
，
寄
生
地
主
が 

農
村
の
一
：定
の
ブ
'.ル.ジ
、
ョ

ヮ

発

展

の

所

：産

：
で

あ

る

が

、

.例

.え
ば
、
--
1領
主
と
金
融

.
,
' 

' 

五

~

(

1
0八
七)


