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次
第
.に
事
業
を
拡
張
す
る
ょ
ぅ
に
な
る
と
、
放
出
さ 

れ
る
鉱
梅
の
贵
も
塌
し
、
.そ

れ

が

渡

良

瀬
？
：

に

流

れ 

こ
ん
で
、
沿
燁
の
農
民
に
驻
大
な
被
害
を
与
え
る
こ 

と
に
な
つ
た
。
'

こ
の
事
件
は
、
叨
治
一
〇
年
代
に
始
ま
り
、
鉱
韓 

問
題
か
ら
派
生
し
た
谷
中
村
祺
件
の
終
結
に
い
た
る 

ま
で
、
お
ょ
そ
四
〇
年
間
f
cわ
た
っ
て
世
間
の
耳
目 

を
ひ
き
続
け
た
こ
と
か
ら
、
明
治
年
間
最
大
の
社
会 

問
題
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
の 

解
決
の
た
め
に
身
命
を
賭
し
て
行
動
し
た
の
が
田
中 

正
.造
で
あ
っ
た
。

/
 

.

II
I

中
は
、
栃
木
県
の
小
中
村(

现
在
佐
野
市)
.
の 

名
主
の
家
に
生
れ
、
の
ち
に
県
会
議
員
、
国
会
議
員 

(

改
進
党)

と
し
て
活
躍
す
る
が
、

そ
の
間
、
前
半 

は
ほ
山
民
権
運
動
ヒ
身
を
投
じ
、
後
半
生
は
鉱
涛
問 

題
解
決
の
た
め
に
•農
民
の
先
頭
に
た
っ
て
、
権
力
；

. 

対
し
抗
爭
し
つ
づ
け
た
特
異
な
人
物
で
あ
っ
た
。
.

本
書
は
、
田
中
の
殁
後
、

I
I九

ニ

〇

年

に

、
.
彼
の 

業
績
を
し
の
ん
で
設
匱
さ
れ
た
r
f
f
l
中
正
造
翁
伝
記 

資
料
}®
:
集
委
員
会」

の
も
と
で
,逍
文
、
遗
_
に
か 

か
わ
る
も
の
が
鬼
集
さ
れ
た
が
、
田
中
と
親
交
の
あ 

っ
た
木
下
^
江
の
整
理
ー
編
集
に
ょ
り
、
.そ
の
ぅ
ち 

H
記
、
書
简
、
国
会
で
の
演
説
や
質
問
、
そ
れ
に
若 

干
の
資
料
を
使
っ
て
彼
の
生
瓶
を
つ
づ
ろ
ぅ
と
し
た 

も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は「

翁
の
伝
記——

其
れ 

は
書
く
.に
及
ば
な
い
。
翁
の
雄
弁
と
其
の
妙
文
と
の 

裡
に
漲
ぎ
り
溢
れ
て
居
る」

(.一

四
頁)

と
、，
う
こ

と
か
ら
で
あ
つ
た
。

た
し
か
に
、
本
書
は
田
中
の
苦
_
の
生
瓱
を
生
き 

生
き
と
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
た
日
.記
、
 

書
简
、
演
説
、
あ
る
い
.は

和

歌

の

ど

れ

を

と

.
っ
て 

も

、

そ

の

中

に

彼

，
の

一

撤

の

気

性

、

何

も

の

に

も

屈 

せ
ぬ
強
い
信
念
に
裏
付
け
ら
れ
た
精
神
主
義
的
な
気 

概
が
脈
打
っ
て
い
る
こ
と
.に
気
づ
く
。
• 

_実
，
彼
の 

生
涯
は
、
若
く
し
て
横
暴
な
権
力
に
，抗
し
て|

度
な 

ら
ず
投
獄
さ
れ
た
り
、
国
会
で
は
議
員
の
歳
費
値
上 

げ
に
反
対
し
て
そ
れ
が
可
決
さ
れ
れ
ば
自
ら
は
値
上 

が
り
分
を
辞
退
し
た
り
、
ま
た
鉱
毒
問
題
で
は
万
策 

つ
き
て
明
治
天
皇
に
底
訴
を
試
み
た
り
、
さ
ら
に
最
. 

晩
年
に
は
渡
良
颔
川
沿
岸
を
追
わ
れ
ゆ
く
谷
中
村
農 

民
と
起
居
を
共
に
し
た
り
、
ど
の
時
代
に
あ
っ
て 

も
、
.欠
点
を
さ
ら
け
だ
し
な
が
ら
も
反
骨
精
神
を
む 

き
だ
し
に
し
て
闘
い
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ 

だ
け
に
本
書
の
よ
う
な
田
中
自
身
が
遺
し
た
.記
録
こ 

そ
、
彼
の
足
跡
を
飾
り
け
な
く
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え. 

う
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
.か

し

、

田

中

自

身

の

こ

と

に

し

て

も

、
...ま

ヒ

鉱 

涛
_
件
の
こ
と
に
し
て
も
、
夥
し
い
資
料
の
存
在
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
解
明
さ
る
べ
き
点
も
少
な
く 

■な
い
。
例
え
ば
、
田
中
の
大
逆
取
件
に
対
す
る
所
見 

(

直
齡
文
0.
起

草

を

依

頼

し

、

そ

，の

後

も

親

•交

.
の

あ 

っ
た
幸
徳
秋
水
に
か

か

わ

る

.

事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
 

な

ぜ

か

日

記

に

も

、

書

简

に

%■
そ

れ

に

つ

い

て

ふ

れ 

た
部
分
が
欠
如
し
て
い
る)

や
鉱
囊
済
運
動
の
実

ニ

八

(

ニ
四
六)

際
の
担
い
手
で
あ
っ
た
農
民
た
ち
の
実
態
等
で
あ 

る
。
木
下
尚
江
、
島
田
三
郎
、
幸
徳
、

石
川
三
四 

郎
、
大
杉
栄
、
福
田
英
子
、
矢
島
楫
子
、
伊
藤
野 

枝
、
河
上
肇
、
そ
の
他
多
く
の
運
動
家
や
学
者
が
こ 

の
_
件
に
よ
っ
て

社
会
的
活
動
へ
と
眼
を
開
か
れ
て 

.
い
っ
た
こ
と
で
も
、
こ
の
辦
件
と
田
中
の
活
動
の
重 

要
さ
が
知
れ
る
が
、
時
代
は
変
れ
、
工
業
化
の
進
展 

の
一
方
で
つ
ね
に
公
害
問
題
が
絶
え
な
い
現
在
、
鉱
. 

毒
事
件
に
対
す
る
一
層
深
い
.研
究
が
ま
た
れ
る
と
こ 

:
ろ
.で
あ
る
。

.
と
も
あ
れ
、
W
间
価
で
入
手
し
が
た
か
っ
た
本
書
が 

復
刻
さ
れ
た
こ
と
は(

解
説
•
年
譜
•
遠
藤
斌)

、
田 

中
や
鉱
毒
事
件
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
戦
前
の
社
会 

問
題
、
社
会
週
動
の
研
究
の
た
め
に
寄
与
す
る
と
こ 

ろ
大
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。(

文
化
資
料
調
杏
会
.

1

九
六
六
年
四
月
刊•

A

5 

.
七
七
七
頁
•
三 

〇
円) 

I
小
松
隆
ニ —

本 

f 

*

加
藤
寛
編

:『

公
企
業
の
経
済
学』

「
『

公
企
業
の
経
済
学』

と
い
.う
ま
こ
と
に
耳
慣
れ 

な
い
こ
の
標
題
が
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
の
目
的 

の
す
ベ
て
を
物
語
っ
て
い
る
。」

と
い
う
書
き
出
し
で 

始
ま
る
本
書
は
、
.新
し
い
政
策
手
段
と
し
て
の
公
企 

業
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
ス
ポ
ツ
ト
を
当
て
ヒ

注
目
す
べ
き
著
作
で
あ
る
。

ま
ず
序
章
で
、
本
#
の
題
名
と
な
っ
て
い
る「

公 

企
業」

の
矩
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
混
合 

経
济
に
お
い
て
、
政
府
が
特
定
の
政
策
目
標
を
達
成 

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
企
業
が
こ
こ
で
い
う
公 

企
業
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
公
益
企
業
^
吣
&
す 

utilities)

と
は
興
な
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て 

い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
が
、
私
企
業
で
あ
る
こ
と 

■を
原
理
的
に
さ
ま
た
げ
な
い
の
に
対
し
て
、

前
者 

は
.、
所
有
形
態
か
ら
み
れ
ば
政
府
の
出
資
、
持
株
等 

に
ょ
る
公
有
で
あ
り
、
経
営
原
則
に
つ
い
て
み
れ 

は
企
樂
性
と
公
共
性
ガ
と
も
に
要
請
さ
れ
る
と
い 

う
こ
と
に
な
る
。

い
つ
の
場
合
で
も
経
済
効
率
は
経
済
政
策
の
蕋
本 

的
な
目
標
で
あ
'る
が
、
第
.一
章
で
は
そ
れ
に
関
速
し
. 

て
、有
効
な
経
済
組
織
の
評
価
莶
準
の
問
題
と
、
パ
レ 

丨
ト
最
適
の
理
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
、
次
の 

第
二
章
を
含
む
第
一
部
の
中
心
的
な
課
題
は
、
こ
の 

パ
レ
ー
ト
最
適
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
の
理
論
的
、
 

政
策
的
な
分
析
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
し 

て

、

ま

ず

外

部

経

済

.
不

経

済

が

存

在

す

る

場

合

が 

あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
生
産
^
相
互
間
、
な
ら
び 

に
生
産
者
か
ら
消
費
者
に
外
部
効
果
が
生
ず
る
場
合 

に
は
、
公
企
業
が
そ
の
規
制
に
大
き
な
役
割
を
果
し 

う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
.る
。
次
に
公
共
財
の
理
論
が 

紹
介
さ
れ
、

市
場
に
ま
か
せ
た
の
；で
は
、
そ
れ 

ら
に
対
す
る
資
源
の
配
分
が
過
少
に
な
る
こ
と
、
し

新

刊

紹

介

た
が
.っ
て
公
企
業
を
つ
う
じ
て
公
共
財
を
供
給
す
る 

道
が
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
様
に
、
費 

用
通
減
産
業
に
つ
い
て
も
、
有
効
競
争
理
論
に
も
と 

、、つ
い
て
そ
の
効
率
性
を
チ
ヱ
ッ
ク
し
な
が
ら
、
公
企 

業
に
供
給
を
委
ね
る
の
が
望
ま
し
い
、
と
さ
れ
る
。
 

第
三
章
で
は
、
経
済
成
長
、
経
済
安
定
、
所
得
分
配 

等
の
政
策
目
的
に
対
し
て
、
公
企
業
が
果
し
う
る
役 

割
が
述
べ
ら
れ
"
第
四
章
で
は
、
資
本
の
自
由
化
に 

伴
な
う
ヮ
ー
ル
ド•

ユ
ン
タ
ー
プ
ラ
ィ
ズ
の
進
出
に 

対
す
る
対
抗
力
と
し

て

.の

公

企

業

の

徙

割

が

強

調

さ 

れ
る
。

第
二
部
は
、
こ
の
よ
う
な
公
企
業
に
お
け
る
価
格 

政
策
、
投
資
政
策
、
資
金
調
達
問
題
の
分
析
に
あ
て 

ら
れ
る
。
ま
ず
第
五
章
で
、
供
給
設
備
が
分
割
不
可 

能
な
自
然
独
占
的
な
公
企
業
の
価
格
決
定
原
則
に
つ 

い
て
、
平
均
コ
ス
ト
原
則
と
限
界
コ
ス
ト
原
則
の
長 

短
が
比
較
検
討
さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
パ
レ
丨
 

ト
最
適
の
理
論
.の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
限
界
原 

則
_に
も
と
づ
く
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ

の

際

生

ず

.る 

損
失
に
つ
い
て
も
、
複
数
価
格
制
度
、
差
別
価
格
制 

度
な
ど
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
企
業
内
で
処
理
す 

べ
き
こ
と
が
主
-^
さ
れ
る
が
、
理
論
的
に
も
政
^

^
 

に
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
の
問
題
と
関
連 

し
て
、
第
七
章
で
、
.外
部
資
金
に
依
存
す
る
と
こ
ろ 

の
大
き
い
国
鉄
に
つ
い
て
、
そ
の
公
的
負
担
に
対
ず 

る
補
償
や
補
助
が
不
十
分
で
、
経
営
の
自
主
性
が
ゆ 

が
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

；

公
企
業
の
社
会
的
侧
雨
を
扱
う
の
が
第
三
部
で
あ 

る
.。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
公
企
業
に
対
す
る
政
府
の
統 

制
や
監
督
と
関
連
し
て
、
経
営
の
自
主
性
と
公
企
業 

の
公
共
性
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う

困

難

な

 

問
題
に
逢
着
す
る
が
.、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ 

か
の一

般
的
な
原
則
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て 

い
る
。
次
い
で
第
九
章
で
は
公
企
業
の
労
使
関
係
が 

取
り
上
げ
ら
れ
、
公
企
業
に
お
け
る
賃
金
決
定
が
国 

,
会
そ
の
他
の
承
認
事
項
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
い
わ 

ゆ
る
当
事
者
能
力
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
 

公
共
の
福
祉
を
擁
護
す
る
た
め
に
ス
ト
権
が
規
制
さ 

れ
、
そ
の
代
偾
と
し
て
公
労
委
に
よ
る
仲
裁
制
度
が 

も
う
け
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
決
定
が
政
府
を
拘 

束
し
な
I
た
め
に
、
そ
の
実
施
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し 

ば
紛
争
が
み
ら
れ
る
こ
と(

た
だ
し
、
国
鉄
な
ど
に 

つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
実
施
の
慣
行
が
生
ま
れ
て
お 

り

、

問

題

は

む

し

ろ

公

務

員

給

与

に

対

す

る

人

^

院 

勧
告
の
実
施
で
あ
る
。)

な
ど
、
公
企
業
の
も
つ
公 

共
性
と
、
そ
こ
で
働
く
労
働
者
の
利
益
を
調
和
さ
せ 

る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
示
し
な
が
ら
も
、
公
企
業 

と
.い
う
だ
け
で
ス
ト
権
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と 

に
は
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
最
近
の
中
郵
_
件 

に
対
す
る
最
高
裁
判
決
に
照
ら
し
て
も
、
妥
当
な
見 

解
と
b

え
よ

う

。

.以
上
の
紹
介
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、.
本
著
は
公
. 

企
業
の
問
題
に
は
じ
め
て
多
角
的
に
取
り
組
ん
だ
労 

作
で
あ
る
。
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
共

I
1

九

(

ニ
四
七)



同
研
究
の
成
果
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
編
著
に
あ
a 

が
ち
な
进
複
や
齟
齬
も
な
く
、
全
編
同
じ
間
題
意
_
 

で

よ

く

統
一

さ

れ

て

い

る

。

な
お
一
'
言

つ

け

加

え

る 

な
ら
は
公
企
業
を
政
策
手
段
と
し
て
活
用
し
よ

.う

 

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
企
業
と
し
て
の
由
主
性
が
損
な 

わ
れ
る
と
い
う
問
題
、
，公
企
業
の
定
義
か
ら
し
て
当 

然

茁

き

を

な

す

政

府

の

財

政

^

金

の

投

资

効

率

を

ど 

う
評
価
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
.、
さ
ら
に 

進
ん
だ.検
討
を
期
待
し
た
い
と
思
■う
。

(

H
本
経
^r 

新

聞
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•

三
三
三
貝
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1

〇
〇
〇
円

)

!•
鈴

木

守

丨

天

野

明

弘

著 

『

貿

易

と

成

長

の

理

論

』

•

最
近
の
我
国
の
若
い
理
論
経
済
学
渚
に
よ
る
著

作
 

を
見
る
と
、
興
味
あ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
高
山
最 

氏

の『

国
際
経
済
学』

C

衆
洋
経
済)

、
根
岸
隆
氏
の
.. 

『

価
格
と
配
分
の
理
論』

(

來
样
経
済)

及
び
本
書
な 

.
ど

か

ら

そ

の

傾

向

を

う

か

が

う

こ
と
が
で
き
る
。
こ 

れ
ら
の
著
鏘
は
い
ず
れ
も
、
著
者
が
内
外
の
経
済
専 

門
の
雑
誌
に
発
表
し
た
諸
論
文
や
、
留
学
し
た
大
学 

に
於
け
る
博
士
論
文
等
か
ら
成
っ
て
お
り
、
世
界
の 

第一

線
級
の
学
者
の
批
判
に
耐
え
た
も
の
で
あ
る
だ 

け
に
、
す
ぐ
れ
た
労
作
で
あ
り
、
か
つ
エ
レ
ガ
ン
ト 

で
も
あ
る
。
こ
の
本
の
で
き
上
っ
た
^
青
が
こ
の
よ

う
な
た
め
、
初
級
渚
に
と

っ
て
は
幾
分
困
難
を
感
ず 

る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
多
少
の
忍
耐
力
と
計
算
用
紙
さ 

え
あ
れ
ば
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
中
、
上
級
者
に
と 

っ
て
は
良
い
参
考
書
で
あ
り
、
ま
た
貿
易
論
の
»-
1界 

的
傾
向
を
知
る
う

.

え
に
も
十
分
に
役
立
つ
も
の
で
b 

る
。
十
分
に
整
理
さ
れ
た
参
考
文
献
表
も

あ

り

、

読 

者
め
た
.め

に

多

大

の®.
宜

を

与

え

てく
れ
る
。
 

.
本

書

は

そ

の

序

で

述

べ

..ら

れ

て

い

る

よ
う
.に
、
天 

野
氏
が
過
去
七
年
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
や
、
ロ
チ 

ヱ
ス

タ

ー

大
学
で
の
博
士
論
文
か
ら
成
っ
て
い

る

。
 

氏
の
意
図
は
質
易
論
に
で
き
る
限
り
生
産
の
理
論
を 

摂
収
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
ぞ
の
た
め
生
産
側
の 

要
因
を
进
視
し
た
ー一

部
門
モ
デ
ル
が
十
分
に
応
用
さ 

れ
て
い
る
。
構
成
は
大
別
す
る
と
四
部
か
ら
成
る
。

第

一

部

で

一

一

部

門

モ

デ

ル

を

比

較

静

学

的

に

利

用 

し
、
贸
易
均
衡
の
安
定
性
、
' 関
税
及
び
要
素
移
動
の 

効
來
を
分
析
す
る
。
第
二
部
で
"最
適
"
.
と
い
う
嘅 

念
を
含
む
、
最
適
関
税
、
最
適
海
外
投
資
等
の
問
題 

を
，
第
三
部
は
ヒ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
経 

済
発
展
と
交
易
条
件
の
関
係
を
.扱
う
。
こ
こ
こ
有
名 

な
窮
乏
化
成
長
の
理
論
も
含
ま
れ
る
。
第
四
部
は
技 

術
進
歩
.の
問
題
で
、
こ
こ
で
の
特
長
ば
二
部
門
モ
デ 

ル
を
用
い
、
今
ま
で
の
主
張
の
整
理
、

一
般
化
を
行 

な
っ
た
点
だ
ろ
う
。
本
書
の
特
長
は
以
上
で
も
明
ら
' 

か
で
あ
ろ
う
が
、
最
新
の
議
論
を
十
分
に
と
り
入 

れ
、
貿
易
論
を
理
論
的
に
裁
礎
づ
け
、
ニ
部
1
:
モ
デ 

.ル
の
比
較
静
学
的
ア
ブa

丨
チ
を
忠
実
に
守
っ
て
い

1

ニ
〇

(

ニ
四
八

)

る
.。

し

か

し

全

体

が

こ

.
の

手

法

に

統

一

さ
せ
て
い
る 

た
め
、
あ
き
て
来
る
こ
と
も
あ
ろ
ぅ
。
純
理
論
の
分 

野
に
於
■て
も
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
天
野
氏
の 

著
書
で
あ
る
だ
け
に
、
理
論
に
興
味
を
も
っ
て
い
る 

人
質
易
論
に
興
味
を
も
つ
.人
に
お

す
す
め
し
じ 

I

本

書

よ

り

も

も

っ

と

数

式

を

使

わ

な

い

^

易

論 

の
本
を
望
む
人
に
は
、M

.
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が
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で
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ぅ
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