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國
の
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査
役
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状
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査
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問
題
　
の
　
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
改
正
商
法
の
監
査
役
規
定
へ
の
前
提
i

我
國
の
改
正
商
法
で
は
、
橡
式
会
杜
の
機
関
だ
る
監
査
役
の
職
務
を
会
計
に
関
す
る
鶴
翼
に
限
定
し
だ
が
だ
め
に
、

そ
の
職
務
の
途
行
上



め
権
限
と
そ
の
責
任
と
に
つ
い
て
も
、
現
行
商
議
に
較
べ
る
と
か
な
り
の
変
更
を
み
る
に
至
つ
だ
。
し
か
る
に
、
改
正
商
法
を
施
行
し
て
い

な
い
現
今
に
お
い
て
、
ま
た
も
や
、
向
後
の
監
査
役
の
措
置
に
つ
い
て
諸
種
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
監
査
役

の
廃
止
論
叉
は
改
革
論
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
意
見
が
提
案
さ
れ
π
の
は
、
改
正
商
法
の
起
草
審
議
中
に
監
査
役
に
つ
い
て

の
規
定
に
充
分
な
る
槍
討
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
監
査
役
に
対
す
る
諸
種
の
意
見
を
裏
付

け
る
諸
條
件
が
出
揃
い
初
め
た
か
ら
、
改
正
商
法
の
起
草
審
議
の
継
続
の
よ
う
な
形
で
、
監
査
役
へ
の
意
見
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
諸
管
沼
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
証
券
取
引
法
及
び
こ
れ
に
よ
る
証
雰
取
引
委
員
会
な
ど
は
改
正
商
法
の
審
議
中
に
既
に
公
布
さ
れ
、

組
織
さ
れ
て
い
π
け
れ
ど
、
そ
の
後
に
公
認
会
計
士
が
そ
の
数
に
お
い
て
は
未
だ
少
い
が
、
出
現
を
み
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
公
認
会
計
士

の
監
査
に
つ
い
て
の
「
監
査
基
準
」
「
監
査
実
施
準
則
」
並
に
そ
の
監
査
め
基
礎
に
な
る
「
「
企
業
会
計
原
則
」
「
財
務
諸
表
準
則
」
が
中
間
報

告
の
形
で
会
計
制
度
審
議
会
か
ら
公
示
さ
れ
、
更
に
こ
れ
ら
と
密
接
な
る
関
係
を
も
つ
て
、
証
券
取
引
委
員
会
規
則
第
十
八
号
に
よ
る
「
財

，
務
諸
表
等
の
用
語
様
式
及
び
作
製
方
注
に
関
す
る
規
則
」
な
ど
を
み
る
に
至
つ
だ
が
如
き
は
、
こ
の
例
で
あ
る
Q
こ
れ
が
た
め
に
、
改
正
商

法
の
起
草
審
議
中
の
段
階
よ
り
も
、
そ
の
意
見
が
具
体
的
に
開
陳
で
き
る
よ
う
に
な
つ
π
に
す
ぎ
な
い
。
し
だ
が
っ
て
、
改
正
商
法
に
よ
っ

て
監
査
役
へ
の
意
見
の
論
点
は
明
確
に
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
の
論
点
に
は
こ
れ
ま
で
と
は
本
質
的
変
化
を
途
げ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
典
型
的
と
も
い
う
べ
き
監
査
役
廃
止
論
難
は
改
革
論
も
、
そ
の
論
拠
と
論
点
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
立

場
に
関
し
て
は
二
つ
の
部
類
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
商
逗
留
的
立
野
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
会
杜
法
、
イ
ギ
リ
ス
会
走
法
、
ド
イ
ツ
株
式

法
な
ど
と
の
比
較
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
部
類
の
意
見
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
会
計
監
査
論
付
立
揚
か
ら
監
査
役
と
会
計

監
査
の
性
格
か
ら
論
ず
る
部
類
の
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
れ
の
部
類
の
意
見
も
証
券
取
引
法
並
に
公
認
会
計
士
に
つ
い
て
は
考
慮
を

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
糾

稀
う
て
い
る
の
が
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
意
見
の
部
類
が
何
に
属
し
て
い
る
と
を
問
は
す
、
現
行
商
法
に
よ
る
監
査
役
の
現
実

め
任
務
遽
行
の
状
態
を
消
極
的
に
み
、
．
時
に
は
機
関
と
し
て
の
職
務
を
充
分
に
つ
く
し
て
い
な
い
か
の
如
き
前
提
に
立
っ
て
意
見
を
開
陳
し

で
い
る
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
現
に
こ
れ
ら
の
意
見
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
も
の
が
あ
る
が
、
監
査
役
の
存

立
を
強
く
麦
持
せ
る
意
見
が
如
何
に
少
い
か
を
顧
れ
ば
、
か
か
る
監
査
役
の
現
状
に
関
す
る
諸
問
題
を
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
、

．
清
極
的
判
定
と
悲
観
的
態
度
と
を
も
っ
て
考
え
て
い
る
証
左
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
か
か
る
判
定
を
下
し
、
ま
π
悲
観
的
態
度
を
も
つ
論
者
に
は
、
確
固
把
る
論
拠
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。

案
ず
る
に
、
毒
草
の
監
査
役
に
関
し
て
は
か
か
る
判
定
叉
は
態
度
を
と
っ
て
論
じ
て
も
、
大
過
が
な
い
ほ
ど
に
、
力
強
い
傳
統
的
な
世
評
或

い
は
書
論
が
あ
る
。
こ
の
世
評
愚
論
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
の
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
が
、
か
か
る
世
評
與
論
を
ば
そ
の
ま
ま
認
め
て
意
見

を
開
陳
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
浮
礁
の
正
確
と
眞
実
性
と
を
得
る
と
は
い
え
な
い
。
軍
に
傳
統
的
に
力
強
い
監
査
役
へ
の
世
評
或
い
は
与
論

に
多
く
の
影
響
を
受
け
て
、
株
式
銀
甲
の
機
関
を
変
革
す
る
の
は
危
険
の
極
で
あ
る
。
ぎ
し
て
や
現
下
の
監
査
役
の
う
ち
に
は
積
極
的
に
自

己
の
職
責
を
途
行
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
く
抹
．
殺
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
世
評
或
い
は
與
論
を
傾
聴
す
る
と
典
に
、
そ
の
現
実
を
把
握
し
て
、
そ
こ
に
確
固
た
る
論
拠
を
も
つ
べ
き
必
要
が

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
、
こ
の
点
は
商
法
論
的
立
場
の
意
見
よ
り
は
、
会
計
監
査
論
的
立
場
の
意
見
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
を
痛

域
す
る
。
こ
の
小
丈
は
か
か
る
意
図
か
ら
里
下
の
監
査
役
の
現
状
の
若
干
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
い
て
改
正
商
法
の
監
査
役
の
措
置
に

対
す
る
意
見
を
監
査
理
論
か
ら
槍
討
せ
ん
と
考
え
す
る
次
第
で
あ
る
。
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二
、
監
査
役
の
現
欣
調
査
の
概
要

　
第
一
部
で
は
、
監
査
役
の
現
状
の
認
識
を
主
題
に
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
す
調
査
概
要
を
明
ら
か
に
し
、
個
々
の
調
査
の
問
題
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
必
要
な
か
ぎ
り
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
（
一
）
調
査
の
期
間
は
昭
和
二
十
四
年
当
初
か
ら
昭
和
二
十
五
年
十
月
頃
ま
で
に
限
定
し
て
い
る
。
（
二
）
調
査
資
料
は
こ
の
時

期
に
増
資
叉
は
受
認
発
行
が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
頃
の
目
論
見
書
に
記
載
せ
る
事
項
か
ら
抽
出
し
だ
。
し
だ
が
っ
て
、
特
定
時
日
に
限
っ

た
調
査
で
な
い
が
、
も
し
こ
の
時
期
に
二
回
の
増
資
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
最
近
の
方
を
現
状
と
し
て
八
七
し
た
。
ま
だ
調
査
期
間
は
約

二
ヶ
年
に
亘
る
こ
と
に
な
る
が
、
特
定
時
日
で
調
査
せ
ね
ば
な
ら
漁
揚
接
に
は
一
例
へ
ば
監
査
役
の
年
令
の
如
き
一
一
癒
昭
和
二
十
五

年
十
二
月
升
一
日
現
在
に
換
算
し
だ
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
（
三
）
　
主
に
目
論
見
書
に
よ
る
調
査
で
あ
る
が
、
そ
；
に
調
査
事
項
の
記
載
が
な
い
会
肚
叉
は
不
明
確
な
会
肚
に
つ
い
て
は
、
証

券
取
引
所
へ
各
家
の
提
出
せ
る
「
有
償
証
券
報
告
書
」
「
上
場
有
償
証
券
報
告
書
」
を
閲
覧
し
て
、
こ
れ
を
補
充
し
て
調
査
資
料
を
で
き
る

だ
け
正
確
に
し
た
が
、
な
お
も
明
ら
か
で
な
い
部
分
は
本
文
統
計
表
で
「
不
詳
」
と
取
扱
つ
た
。
以
上
の
調
査
賓
料
に
よ
っ
た
か
ら
、

（
四
）
　
調
査
の
対
象
た
る
営
業
は
目
論
見
書
を
頒
布
し
、
時
に
は
証
券
取
引
所
に
誤
解
せ
る
証
券
を
発
行
せ
る
程
度
の
い
わ
ゆ
る
大
規
模
会

肚
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
調
査
の
結
果
か
ら
中
小
規
模
と
い
わ
れ
る
が
如
き
株
式
会
肚
の
監
査
役
の
現
状
は
知
り
得
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

こ
の
小
文
の
第
二
部
批
判
の
項
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
だ
る
点
を
明
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
（
五
）
　
調
査
の
会
肚
数
は
八
○
阯
で
あ
る
が
、
右
の
如
き
大
規
模
会
肚
で
あ
る
か
ら
全
國
的
に
株
主
の
分
布
せ
る
も
の
が
大
部
分

で
あ
る
が
、
時
に
は
少
数
で
あ
っ
て
関
西
又
は
西
日
本
に
株
主
の
偏
在
し
て
い
る
昌
吉
も
あ
る
。
ま
た
、
（
六
）
　
会
誌
の
営
業
種
別
は
、
鉱

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
歌
と
そ
の
批
鋼
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
列
　
　
　
　
　
　
鴫

山
、
製
鉄
、
出
船
、
海
蓮
、
電
機
器
具
製
造
、
化
学
工
業
、
セ
メ
ン
ト
、
ガ
ス
、
紡
績
其
他
繊
維
及
び
化
繊
、
布
吊
加
工
、
醸
遣
、
食
料
品

加
工
の
如
き
工
業
方
面
、
卸
責
商
業
、
倉
庫
業
の
如
き
商
業
方
面
を
主
に
取
上
げ
た
が
、
銀
行
保
商
業
な
ど
の
金
融
機
関
と
軌
道
鉄
道
な
ど

の
陸
上
交
通
業
と
の
資
料
が
不
備
の
だ
め
調
査
を
不
適
当
に
す
る
と
考
え
た
か
ら
こ
れ
を
除
外
に
し
た
。
ま
だ
、
産
業
種
別
に
調
査
件
数
を

格
別
に
限
定
し
て
抽
出
し
て
い
な
い
。
圭
に
目
論
見
書
の
あ
る
こ
と
、
そ
の
記
載
内
容
が
こ
の
調
査
の
信
頼
性
を
高
め
る
に
足
る
も
の
を
標

識
し
、
徒
ら
に
若
干
の
産
業
に
偏
在
す
る
調
査
件
数
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
Q

三
、
株
式
會
杜
の
役
員
溝
成
と
監
査
役
の
分
布

　
い
ヴ
ま
で
も
な
く
、
調
査
は
現
行
商
法
を
建
前
と
し
だ
会
肚
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
機
関
は
、
株
虫
総
会
取
締
役
監
査
役
と
か
ら
な
る
。
し

か
し
、
取
締
役
に
は
職
制
上
各
種
の
役
員
が
あ
り
、
監
査
役
も
常
任
監
査
役
と
然
ら
ざ
る
監
査
役
（
調
査
で
は
こ
れ
を
「
其
他
」
）
と
が
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
構
成
状
態
と
そ
の
分
布
状
態
を
知
っ
て
、
併
せ
て
監
査
役
の
構
成
地
位
を
知
る
こ
と
が
第
一
に
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
意

昧
に
お
い
て
「
第
一
表
」
「
第
二
表
」
を
作
成
し
、
現
事
実
を
認
識
し
だ
い
。

　
一
、
監
査
役
の
総
員
数
と
監
査
職
務
遂
行
量
　
さ
て
、
監
査
役
は
会
杜
の
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
員
数
は
取
締
役
の
職
制
上
各
種
の
役

員
に
就
任
せ
る
員
数
ポ
リ
も
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
総
員
数
は
一
七
一
名
で
あ
り
、
取
締
役
監
査
役
の
総
数
八
六
一
名
に
比
し
て
一
九

・
九
％
で
あ
る
。
こ
の
割
合
は
恰
も
常
務
取
締
役
の
の
員
数
（
一
九
・
一
％
）
に
近
似
し
て
い
る
。
員
数
を
以
っ
て
判
断
す
る
の
は
軽
率
で
あ

る
が
、
勘
く
と
も
こ
れ
を
以
っ
て
監
査
役
と
同
じ
職
務
履
行
量
を
も
つ
と
も
い
え
る
し
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
役
員
の
職
制
王
、
常
務

取
締
役
と
同
一
の
重
要
性
を
占
め
る
と
も
考
え
得
る
側
面
も
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
現
実
に
お
い
て
は
左
様
で
な
い
。
益
し
「
第
一
表
」
の
監
査
役
の
内
訳
か
ら
も
知
り
得
る
如
く
、
常
務
取
締
役
に
対
比
す
べ

tr一　6　一．



」筐員＿構＿成＿と＿會＿肚＿数
（第一表）

合　計

861

100．　0％

　役

濫査役計
1　i7i

　監　　査
常任｛其他

as

3．3

143

16．61

171

19．　9

取締役

368

　42．　7

常務
取締役

164

19．　1

翻取締役

　55

　　6．4

副肚長

　13

　　1．5

壮長
　73

　　8．　5

会長
　16

　　1．　9

役員名

総数
　（名）

き
常
任
監
査
役
は
二
八
名
に
す
ぎ
す
、
他
は
全
部
非
常
勤
の
監
査
役
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
職
務
途
行
量

つ
ま
り
監
査
量
が
か
か
る
少
数
の
常
任
監
査
役
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
も

し
、
現
行
商
法
に
よ
る
業
務
監
査
及
び
会
計
監
査
を
忠
実
に
途
撮
し
て
い
る
な
ら
ば
、
更
に
多
数
の
常
任
監
査
役

を
要
求
し
た
か
も
し
れ
な
い
Q
端
的
に
は
、
監
査
役
の
現
実
の
職
務
途
行
量
が
あ
ま
り
に
も
少
量
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
結
果
を
示
し
、
そ
し
て
其
他
監
査
役
の
み
が
多
数
に
な
っ
て
い
る
と
も
推
察
し
得
る
。

　
二
、
各
趾
監
査
役
の
構
成
員
数
　
全
会
肚
の
監
査
役
総
員
数
は
、
「
第
一
表
」
の
如
く
で
あ
る
が
、
各
吐
に
お

い
て
は
特
異
な
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
　
「
第
二
表
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
常
任
監
査
役
二
名
、
三
筆
は
各
日
肚
あ
る
の
み
で
他
は
一
名
を
擁
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
八
○
杜

の
う
ち
二
一
二
杜
を
占
め
て
い
る
。
し
だ
が
っ
て
、
「
第
一
表
」
の
常
任
監
査
役
総
数
二
八
名
に
対
比
せ
ば
、
殆
ん

ど
は
一
名
の
常
任
監
査
役
を
も
つ
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
常
任
監
査
役
の
な
い
六
五
肚
に
比
す
れ

ば
、
監
査
役
の
意
義
を
認
め
て
い
る
会
肚
で
あ
る
が
、
如
何
に
監
査
職
務
墜
緒
量
を
少
く
し
て
も
、
工
場
技
術
を

含
め
元
業
務
監
査
と
会
計
監
査
と
の
異
種
の
二
つ
の
監
査
職
責
を
現
行
商
法
で
定
め
て
い
る
に
鑑
み
、
一
名
の
常

任
監
査
役
で
異
種
の
両
監
査
を
常
時
に
途
蓋
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
疑
念
が
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
常
時

途
嘉
し
得
る
と
せ
ば
、
か
な
り
多
数
の
監
査
役
付
職
員
を
置
か
ね
ば
な
ら
漁
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
、
常
任
監
査
役
一
名
を
擁
す
る
雲
斗
…
数
は
常
務
取
締
役
一
名
を
設
け
る
会
肚
数
（
一
＝
冠
）
と
接
近
し
て
い

る
の
が
知
り
得
る
が
、
　
「
第
一
表
」
に
お
い
て
監
査
役
と
常
務
取
締
役
と
の
総
員
数
が
接
近
せ
る
事
実
を
徴
す
る

と
、
我
國
の
一
つ
の
肚
会
的
な
傾
向
法
則
と
し
て
看
取
し
得
る
も
の
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
常
務
取
締
役

一7一
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役員別による会二三の分布状態
（第二表）

我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼

取締役
il　監　査　役常　任1其

役員剰会長批 長1副弓長康締魏．締劉
一

石
1名 い6壮 73祉 11冠： 31杜 21祉　　　2肚 23祉 　一Q8祉

2 1 6 19 5 1 34

3 1 16 24 1 10

4 1 1 9

9
8

3

5 1 1 3 1　一

6 1 1 12

7 6

8 4

9
1
・
L

10 i　l 1・
11 1　　　1 1・
12 1・
13 1

1

計 16社 73吐 12冠： 40肚 69祉175肚 防杜　76杜

は
一
名
の
会
杜
が
多
数
と
い
う
の
み
で
、
多
き
は
六
名
を

擁
す
る
会
肚
も
あ
る
。

　
　
次
に
、
其
他
監
査
役
す
な
わ
ち
非
常
勤
監
査
役
を
み

る
に
、
調
査
会
杜
の
七
六
杜
を
占
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
う
ち
に
は
常
任
監
査
役
を
も
つ
と
興
に
非
常
勤
監
査

役
を
も
つ
会
肚
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
捧
除
し

て
も
、
非
常
勤
制
の
会
杜
数
は
圧
倒
的
に
多
い
。

し
か
も
、
非
常
勤
の
其
他
監
査
役
二
名
の
も
の
が
三
四
肚

に
し
て
最
も
多
く
、
一
名
の
も
の
が
こ
れ
に
次
い
で
二
八

杜
あ
る
。
故
に
、
八
O
肚
中
六
二
肚
（
七
七
．
五
％
）
が
一

名
叉
は
二
名
の
非
常
勤
監
査
役
を
擁
す
る
現
状
に
あ
る
。

こ
れ
は
何
を
意
昧
す
る
か
Q
先
に
、
常
任
監
査
役
を
設
け

る
会
肚
に
し
て
も
、
そ
の
職
務
途
行
の
可
能
量
に
限
度
の

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
だ
が
、
こ
の
事
実
は
そ
れ
以
上
に
か

か
る
可
能
量
を
限
局
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
我
國
の
株
式
別
霜
の
監
査
が
一
般
に
低

調
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
必
．
然
性
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
も

V6　一一



監査役の所有株数の分布
（第三表）

所　有　株　数
監　　　　査　　　　役

濫査役数1　　　　　％　　　　　　　　『

・③…株・・2・・ρ噛　・名

@　　1。320，001　　　50，000 2

15，001　　　20，000 3 1．9

10，001　　　15，000 6 3．9

5，001　　　10，000 10 6．5

4，001　　　5，000 7 4．6

3，001　　　4，000 6 3．9

20．8％

V5．0％

闇　　　　一　　　　一　　　一　　國

@　2，001一一3，000 20

　　　　　　19．7％

@　　　　ノ

P3．0

@　　　　　　　　　　、

p・一

1，001　　　2，000
　
　
　
2
5
■

16．3

一　　　　501　　　1，000 30 19．6

1　　　　　500 32 20．9

一　　　　　　〇

8 5．2

計 153名
　　　　　　　　　　　　　ノ

P00．0％

（所有株数の不詳の監査役18名を除く）

株
圭
で
は
六
二
名
の
監
査
役
が
あ
り
、
特
に
株
主
で
な
い
監
査
役
は
八
名
を
み
る
に
至
っ
て
い
る
。

株
主
出
身
者
は
一
五
三
名
中
言
〇
名
、
総
数
の
四
五
・
七
％
を
占
め
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
も
つ
ε
も
、

も
勘
案
す
れ
ば
、
　
一
般
に
は
ま
す
ま
す
小
書
責
罰
は
株
主
に
非
ざ
る
監
査
役
の
多
い
の
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
般
的
な
傾
向
の
事
実
を
以
っ
て
、
監
査
役
は
会
肚
と
利
害
の
少
い
者
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
職
務
が
戸
沢
で
ぎ
る
と
直
ち

に
理
論
付
け
得
る
か
否
か
に
は
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現
に
そ
の
割
合
は
極
少
で
あ
る
と
は
い
へ
、
依
然
と
し
て
一
〇
％

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼

過
言
で
は
な
い
。

　
三
、
監
査
役
の
持
株
数
の
分
布
と
そ
の
小
株
主
の
傾
向

現
行
商
法
（
第
二
五
四
條
）
で
は
株
主
総
会
に
お
い
て
監
査
役

を
選
任
す
る
が
、
そ
れ
が
株
主
た
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
い

な
い
。
こ
の
影
響
も
あ
る
が
、
更
に
終
戦
後
の
財
閥
解
体
独

占
禁
止
其
他
の
経
済
民
主
化
の
影
響
も
あ
っ
て
、
監
資
役
の

持
株
数
の
分
布
状
態
は
「
第
三
表
」
の
如
き
現
象
を
呈
し
て

い
る
Q
す
な
わ
ち
、
五
万
以
上
一
〇
万
二
千
三
余
の
株
主
は
、

監
査
役
一
五
三
名
の
う
ち
四
面
に
す
ぎ
な
い
。
同
様
に
、
一

万
株
以
上
の
株
主
に
つ
い
て
も
一
五
名
が
あ
る
が
、
僅
か
に

総
数
の
九
・
七
％
を
占
め
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て

五
〇
〇
株
以
下
の
株
主
は
三
二
名
で
あ
り
、
　
一
千
株
以
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
を
通
計
せ
ば
、
一
業
株
以
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
筆
霊
に
は
名
儀
株
の
あ
る
こ
と
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到

弱
の
大
株
主
が
監
査
役
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
し
、
ま
だ
大
株
主
の
代
理
者
と
し
て
少
株
束
が
就
任
し
て
い
る
隠
れ
た
関
係
の
あ
る
の
は
、

閑
却
で
き
ぬ
一
面
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
代
株
式
会
肚
の
國
民
経
済
肚
会
に
お
け
る
地
位
を
論
じ
、
株
式
肚
債
な
ど
が
証
券
市
場
経
済
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
そ
の
責
買
が
会
肚

か
ら
遊
離
し
て
自
己
運
動
を
な
し
つ
、
あ
る
事
実
を
論
じ
、
更
に
は
会
肚
内
部
の
構
成
員
の
経
営
体
的
意
義
を
論
究
し
、
監
査
役
の
監
査
に

は
肚
会
的
意
義
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
か
か
る
監
査
役
の
肚
会
的
意
義
は
認
め
る
が
、
そ
れ
が
果
だ
し

て
監
査
の
本
質
的
任
務
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
疑
問
を
も
つ
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
こ
に
墨
譜
役
論
の
理
論
的
課
題
の
重
要

な
一
点
が
あ
る
と
信
ず
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
後
程
の
監
査
理
論
か
ら
論
究
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
第
三
表
」
か
ら
大
株
主
と
名
付

く
べ
き
者
が
監
査
役
の
地
位
を
占
め
て
い
る
綴
然
た
る
事
実
の
上
鞘
し
得
ざ
る
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

四
、
監
査
役
の
職
務
類
型
と
事
務
関
係
者
へ
の
偏
在

　
現
行
商
法
の
監
査
役
の
職
務
は
、
い
わ
ゆ
る
業
務
監
査
と
会
計
監
査
と
の
二
種
の
異
質
的
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
業
務
監
査
の

内
容
は
会
計
監
査
の
そ
れ
に
比
し
て
必
ら
す
し
も
明
確
で
な
い
。
こ
の
把
め
に
、
業
務
と
会
計
と
の
両
監
査
を
同
一
人
で
担
当
で
き
る
が
如

く
思
は
し
め
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
工
業
で
業
務
監
査
を
実
施
す
る
場
合
に
、
技
術
関
係
方
面
の
監
査
も
含
む
な
れ
ば
、
業
務

監
査
は
自
ら
会
計
監
査
と
区
別
す
べ
き
職
務
で
あ
る
か
ら
、
同
一
人
に
て
は
そ
の
担
当
の
困
難
な
こ
と
叉
は
不
可
能
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
い
ま
、
監
査
役
を
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
　
「
第
四
表
」
の
如
き
結
果
に
な
る
。

　
一
、
監
査
役
の
事
務
・
技
術
関
係
な
ど
の
綜
合
的
分
布
　
事
務
関
係
と
は
商
学
経
済
学
法
学
関
係
の
学
稜
出
身
者
に
し
て
監
査
役
に
就
任

せ
る
者
を
集
計
し
、
技
術
関
係
と
は
夫
々
の
会
肚
の
業
種
に
よ
っ
て
異
る
が
、
例
え
ば
工
学
理
学
水
産
農
林
醸
造
な
ど
の
特
種
分
野
の
学
校

一IOw



出
身
の
監
査
役
を
集
計
し
だ
の
で
あ
る
。
其
他
と
は
、
こ
れ
以
外
の
者
に
し
て
、
例
え
ば
二
っ
て
個
人
経
営
で
あ
っ
た
事
業
が
息
角
と
な
つ

だ
場
合
に
、
個
人
経
営
時
代
か
ら
の
関
係
者
で
現
監
査
役
に
就
任
せ
る
が
如
き
者
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．

　
こ
の
結
果
事
務
関
係
の
監
査
役
は
六
四
・
三
％
と
い
う
割
合
で
あ
る
が
、
事
務
関
係
者
は
必
ら
す
し
も
会
計
監
査
の
み
担
当
し
得
る
能
力

を
備
え
る
と
い
う
意
昧
で
は
な
炉
。
ま
だ
技
術
関
係
者
は
一
二
．
三
％
で
あ
る
が
、
か
か
る
監
査
役
は
必
ず
し
も
会
計
監
査
に
無
関
心
と
い

う
見
方
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
其
他
の
監
査
役
に
は
い
つ
れ
の
経
験
を
も
有
す
る
者
も
あ
り
得
る
か
ら
、
こ
れ
を
以
っ
て
職
務
分
担
の
比
重

を
測
定
し
得
な
い
こ
と
は
論
を
侯
た
ぬ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
監
査
役
の
職
務
の
性
格
が
概
し
て
事
務
関
係
に
多
い
た
め
に
、
各
肚
が
意
識

す
る
と
否
と
を
問
は
す
、
結
果
に
お
い
て
一
般
的
に
か
か
る
傾
向
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。

監査役の事務又は技術関係
者などの区別　（綜合表）

（第四表イ）

総　数1構成牽
110名i64．、3％

12．　3

14．　0

9．　4

100．　0％

21

24

16

事務関係

技術関係

他其

171名

不詳※
計

※会肚数として不詳のうち事務関係3名
　　技術関係1名其他3名は明らかであるから，計7
　　名は夫々に算：入す。

会肚監査役数別の事務又は技術
関係者などの区別　（綜合表）

（第四表ロ）

五名の
会　肚

5名

旧名綻屡鷲

0

0

0

2名

1名

5名

4名

32名

10名

6名

6二

二名の
会　泄

55名

　9名

10名

10名

一名の
会　肚

13名

0

0

3名

事務関
係

技術
関係
其他

不詳

　
二
、
各
壮
監
査
役
の
員
数
と
こ
れ
ら
の
構
成
関
係

し
か
し
、
こ
れ
は
綜
合
的
結
果
で
あ
る
か
ら
、
各
杜
が

監
査
役
数
に
慮
じ
て
、
右
の
観
点
か
ら
如
何
な
る
構
成

状
態
に
な
っ
て
い
る
は
「
第
四
表
ー
ロ
」
に
て
知
り
得

る
。
こ
こ
に
は
「
第
四
表
ー
イ
」
に
含
め
だ
不
詳
会
肚

の
所
属
明
白
な
も
の
は
構
成
を
撹
乱
す
る
か
ら
除
外
し

た
。
い
ま
、
こ
の
内
訳
を
み
れ
ば
、
　
「
第
四
表
ー
ハ
」

の
如
く
監
査
役
一
名
の
会
杜
で
は
不
詳
の
場
合
を
除
い

て
一
三
肚
全
部
が
事
務
関
係
者
で
あ
り
、
監
査
役
二
名

．
の
会
杜
四
二
肚
に
お
い
て
は
「
第
四
表
－
一
こ
の
如
く

一II一
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監査役一名（16肚）

（第四表ハ）

我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
鋼

3iitE

i名｝・3事務関係

技術関係

其　　他

心　　詳

監査役二名（42肚）
（第四表二）

事務関係

Z術関係

､　　他

s　　詳

挙｝珊 1名 p1名／9肚 ll｝蹴

臣
、
、
ヒ
1
2
名
1

5肚

監査役三層（18杜）
（第四表ホ）

事務関係

Z術関係

ｴ　　他

s　　詳

罰｝脆 1老｝鰍 il｝琉 i老｝雛 i》 窪｝聴 1老｝瑠

2杜

監査役四名（3肚）監査役五塞L⊆莚⊇＿

　
名
名
名

勺表
係
係
他
詳

四

悌
灘
其
不0肚

i名｝…
魁轍

事
務
関
係
者
が
二
名
の
も
の
一
九
肚
に
し
て
、
一
名
の
も
の

一
七
肚
で
あ
る
か
ら
、
他
の
出
身
者
に
比
し
て
相
対
的
に
大

き
い
割
合
を
占
め
て
い
る
Q
同
様
に
、
監
査
役
三
名
の
場
合

も
、
「
第
四
表
ー
ホ
」
で
明
ら
か
な
如
く
そ
の
構
成
状
態
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
事
務
関
係
の
監
査
役
の
な
き
会
肚
は
一

肚
に
す
ぎ
す
、
ま
把
事
務
関
係
者
一
名
に
比
し
技
術
関
係
者

二
名
の
会
心
が
一
肚
あ
る
の
み
で
、
他
は
相
対
的
に
事
務
関

係
者
の
監
査
役
数
の
比
重
が
大
き
い
Q

　
し
か
る
に
、
監
査
役
四
名
の
会
話
で
は
「
第
四
表
一
へ
」

の
如
く
、
其
他
が
比
軟
的
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
該
当
会

肚
は
合
併
会
肚
で
あ
っ
て
、
前
歴
の
都
合
上
監
査
役
に
就
任

せ
る
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
Q
こ
れ
に
反
し
て
「
第
四
表

ー
ト
」
の
如
く
五
部
の
監
査
役
を
擁
す
る
懸
守
は
専
ら
事
務

関
係
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
他
の
技
術
関
係
者
な
ど

の
監
査
役
が
若
干
名
就
任
し
て
も
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
偏

在
し
て
い
る
。
見
方
に
よ
れ
ば
こ
の
点
は
徒
ら
に
役
職
を
與

．
え
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
監
査
役
の
職
責
を
充
分
に
認
識
し

”一
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で
い
な
い
証
左
で
あ
る
。
因
に
、
当
該
会
杜
は
五
感
を
擁
し
な
が
ら
も
す
べ
て
が
非
常
勤
（
第
二
表
参
照
）
で
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
先
に
綜
合
的
分
布
の
認
定
の
場
合
に
も
こ
言
し
だ
如
く
、
事
務
関
係
の
監
査
役
に
の
み
業
務
監
査
及
び
会
計
監
査
の
能
力
が
あ
り
、
技
術

関
係
者
土
（
他
関
係
者
に
は
そ
れ
が
な
い
と
は
断
じ
得
ぬ
。
け
れ
ど
、
も
し
表
面
的
に
こ
れ
を
理
解
せ
ば
、
一
般
的
に
は
そ
れ
に
適
し
得
る
素

質
の
あ
る
者
を
選
任
し
て
い
る
こ
と
は
察
知
で
き
る
。
故
に
、
改
正
商
法
に
お
い
て
監
査
役
の
職
務
が
会
計
監
査
に
限
定
さ
れ
て
も
、
監
査

の
実
行
の
有
無
を
別
に
す
れ
ば
、
大
き
い
構
成
上
変
化
も
な
く
改
正
商
法
に
即
し
得
る
態
勢
に
あ
る
の
が
蓮
宮
の
現
状
で
あ
る
と
概
言
で
き

よ
う
。

五
、
会
杜
役
員
前
歴
別
叉
は
条
任
別
の
監
査
役
の
分
布

　
監
査
役
の
持
株
…
数
は
少
…
数
化
の
傾
向
に
あ
る
が
（
第
三
表
参
照
）
か
か
る
監
査
役
は
全
面
的
に
当
該
会
杜
從
業
員
の
前
歴
者
ば
か
り
と
は
い

え
ぬ
。
む
し
ろ
、
監
査
役
に
就
任
す
る
会
肚
の
持
株
は
少
く
て
も
、
当
該
会
首
位
に
他
会
肚
の
役
員
と
し
て
関
係
が
あ
る
か
、
ま
π
前
歴
と

・
し
て
か
か
る
関
係
の
あ
る
者
の
多
い
の
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
、
監
査
役
の
前
歴
・
現
職
三
遍
の
綜
合
的
分
布
　
現
監
査
役
の
一
七
一
名
の
う
ち
「
第
五
表
」
の
如
く
そ
の
牢
数
以
上
は
何
ん
ら
か
の

役
員
前
歴
者
叉
は
現
職
者
で
あ
る
。
特
に
、
同
一
会
肚
の
役
員
の
前
歴
者
は
三
二
・
九
％
を
占
め
、
金
融
関
係
取
引
関
係
な
ど
の
関
係
会
肚

め
役
員
前
歴
者
が
現
今
で
も
一
六
・
五
％
を
占
め
て
い
る
が
、
も
し
後
者
の
関
係
会
肚
が
職
前
職
時
中
の
支
配
被
麦
配
の
関
係
が
一
般
的
で

あ
っ
た
時
期
に
は
、
こ
の
比
李
は
夏
に
大
き
か
っ
た
の
は
想
像
で
き
る
。
そ
れ
と
土
（
に
、
他
露
語
の
現
役
員
が
兼
任
監
査
役
と
な
る
者
の
割

合
は
一
六
・
五
％
で
あ
る
。
こ
の
他
会
祉
と
の
内
面
的
事
情
は
調
査
に
よ
っ
て
察
知
で
き
な
か
つ
だ
け
れ
ど
、
砂
く
と
も
関
係
会
肚
的
色
彩

の
あ
る
も
の
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
推
理
が
或
る
程
度
正
し
い
と
せ
ば
、
関
係
会
社
の
前

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼
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i睨監査役経歴別による分布状態

我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

（第五表）

内　　訳
参照番号監査役

数；％
監査役経歴種別

第六表

方七表

第八表

第九表

第十表

32．　9

16．　5

20．　0

16．　5

塒
聾
π
艮
12@1，　14．1！

85名1、。。．。％1

同一会杜役員今監査役

関係会肚役員今監査役

三会」辻役員・今監査役

他会社役員・兼→監査役

其　　　　　他　監査役

計

同一会祀：における役貫

経歴別の現監査役数
（第六表）

役員経歴種別
i髄微　　　r

会　　　長→監査役 1名

紅　　　長→監査役 2

三無長→監査役 0

專務取締役→監査役 3

常務取締役今監査役 3

取締役今監査役 19

計
i・・名

言
者
（
一
四
名
）
と
合
せ
考
え
る
場
合
に
、
監
査
役
を
通
じ
て
の
会
杜
的
連
携
が
奈
辺
に

あ
る
か
は
察
し
得
る
。
更
に
後
述
の
「
第
十
表
」
に
お
い
て
、
か
か
る
推
定
に
加
算
し

得
る
員
数
の
あ
る
こ
と
を
書
案
せ
ば
、
こ
の
推
理
を
裏
付
け
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
と

筆
者
は
考
え
る
。

　
二
、
監
査
役
の
経
歴
別
分
布
数
と
職
務
遂
行
の
程
度
　
調
査
に
際
し
て
、
目
論
見
書

其
他
の
調
査
資
料
に
取
締
役
と
記
載
し
、
專
務
叉
は
常
務
な
ど
の
職
制
を
明
記
せ
ざ
る

も
の
は
「
取
締
役
」
と
見
徹
し
て
、
以
下
考
察
す
る
こ
と
を
前
置
し
て
お
く
。
さ
て
、

「
第
六
表
」
に
内
訳
せ
る
が
如
く
、
同
一
会
肚
の
役
員
の
前
歴
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
か
ら
せ
ぱ
一
般
に
監
査
役
は
監
査
の
実
行
力
が

な
い
と
の
世
評
も
あ
る
が
、
　
か
か
る
前
…
歴
の
あ
る
監
査
役
が
実
行
力
も
発
言
力
も
な
い

と
は
思
え
な
い
。
世
評
は
そ
の
消
極
面
を
誇
張
し
、
積
極
的
に
監
査
職
務
の
逮
行
せ
る

部
面
を
閑
却
せ
る
か
、
さ
な
く
ば
実
行
力
と
発
言
力
と
を
有
し
な
が
ら
も
監
査
役
自
身

が
積
極
的
に
活
動
し
な
い
か
の
い
つ
れ
か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
特
に
、
嘗
っ
て
同
一
会
杜
で
会
長
、
杜
長
、
専
務
、
常
務
取
締
役
の
経
験
を
有
す
る

監
査
役
が
、
そ
の
監
査
に
お
い
て
自
ら
こ
れ
を
担
当
す
る
と
監
査
役
付
職
員
を
管
掌
す

る
と
の
い
つ
れ
を
問
は
す
、
一
贋
に
円
滑
に
合
目
的
に
監
査
の
職
務
を
途
解
し
得
る
素

質
が
あ
り
、
環
境
的
地
位
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
す
、
こ
れ
が
効
果
に
お
い
て

一　14　一一



見
る
べ
き
も
の
な
し
と
い
う
世
評
が
正
鴻
を
得
て
い
る
と
せ
ば
、
他
に
こ
れ
を
阻
害
す
る
禍
因
が
あ
る
か
、
さ
な
く
ば
、
同
一
会
肚
の
役
員

前
歴
者
以
外
の
監
査
役
に
対
す
る
世
評
で
あ
る
か
の
い
つ
れ
か
と
論
理
上
の
推
定
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
な
お
、
付
言
す
る
が
、
監
査
役
は
会
杜
の
機
関
と
し
て
往
々
取
締
役
よ
り
も
下
位
に
あ
る
か
の
如
き
世
評
が
あ
る
け
れ
ど
、
統
計
的
事
実

か
ら
せ
ば
「
第
六
表
」
の
如
く
必
ら
す
し
も
左
様
で
な
い
の
が
知
り
得
る
。
し
か
し
、
後
に
掲
げ
る
「
第
十
一
表
」
と
比
冒
せ
ば
、
下
位
の

会
杜
機
関
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
監
査
役
の
前
歴
を
経
て
か
ら
、
会
長
、
杜
長
、
副
機
長
、
專
務
取
締
役
、
常
務
取
締
役
及
び
取
締
役
に
就

任
す
る
者
も
か
な
り
あ
る
。
こ
の
調
査
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
「
第
六
表
」
二
八
名
と
「
第
十
一
表
」
二
六
名
と
接
近
し
た
数
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
監
査
役
が
下
位
の
機
関
の
如
き
世
評
は
あ
っ
て
も
、
統
計
的
に
は
「
第
六
表
」
と
「
第
十
一
表
」
の
如
く
に
、
入
に
関
す
る
か

．
ぎ
り
は
交
錯
し
て
い
る
の
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
関
係
会
肚
の
役
員
の
前
歴
者
に
つ
い
て
は
、
終
職
後
は
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
も
の
と
推
定
で
き
る
の
は
先
に
一
言
し
だ
通
り
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
七
表
」
の
示
せ
る
点
か
ら
嘗
っ
て
関
係
会
肚
の
取
締
役
だ
る
前
歴
者
が
多
い
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
、
関
係
会
肚
の
監
査
役
π
る
前
歴
者
が
見
当
ら
ぬ
が
偶
然
の
結
果
と
察
し
て
お
き

（第七表）

關三悪牡におげる役
員経歴別の現監査役数

役員経歴種副 監査役数

関係会杜会長一〉監査役 0名

〃　　　肚長→監査役 1

〃　　　副杜長一〉監査役 0

〃　專務取締役ラ監査役 2

〃　常務取締役今監査役 1

〃　　取締役今監査役 10

計 14名

た
い
。
こ
れ
ら
の
関
係
会
杜
と
は
調
査
の
範
囲
で
は
同
系
会
肚
か
麦
配
光
地
位
に
あ
る

関
係
会
杜
か
に
属
す
る
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
監
査
役
に
は
関
係
会

肚
の
当
帰
擁
護
の
代
表
者
と
し
て
積
極
的
に
業
務
蓮
営
を
監
督
し
時
に
は
会
計
監
査
を

し
て
い
る
者
の
多
い
の
は
介
せ
ら
れ
る
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
閑
職
と
し
て
こ
の
地
位
を
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
れ
に
し
て
も
関
係
会
杜
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
前

者
の
意
図
の
か
な
り
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
Q
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

山倉渡におげる役黄
経歴別の現監査役数

（第八表）

役員経歴種別1 監査役数

三会肚会長一〉監査役 0名

”　　　肚長→監査役 4

〃　　副弓長→監査役 0

〃　專務取締役→監査役 1

〃　常務取締役今監査役 3

〃　　取締役→・監査役 7

〃　　監査役今監査役 2

｝ 計 1・7名

　
こ
れ
に
反
し
て
、
　
「
第
八
表
」
の
他
会
肚
に
お
い
て
役
員
の
前
歴
を
も
つ
も
の

に
は
、
特
に
肚
長
の
前
歴
の
監
査
役
四
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
主
に
職
時
の
会

肚
統
合
叉
は
そ
の
後
の
合
併
組
織
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
統
合
前
の

個
々
の
話
説
の
肚
長
が
新
会
肚
で
監
査
役
の
地
位
を
占
め
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
π

取
締
役
並
に
監
査
役
の
前
歴
を
も
つ
者
に
も
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
監
査
役
に
な
っ

て
い
る
色
形
が
多
い
。
こ
こ
に
我
國
の
監
査
役
は
か
か
る
理
由
と
経
緯
を
も
つ
て

選
任
さ
れ
る
場
合
の
あ
り
得
る
点
は
実
証
す
る
に
足
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
か

か
る
監
査
役
に
は
そ
の
職
務
一
行
上
に
適
す
る
か
否
か
は
判
断
で
き
か
ね
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
る
に
、
「
第
八
表
」
に
お
い
て
は
疑
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
監
査
役
の
若
干
名
は
職
務
を
途
行
ず
る
余
裕
も
あ
り
得
る
。
だ
が
、

「
第
九
表
」
の
如
く
他
益
肚
の
役
員
現
職
の
ま
ま
監
査
役
を
粟
任
す
る
場
合
に
は
こ
の
点
閑
却
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
。
特
に
、
誤
長
が
監
査

．
役
を
条
任
す
る
の
が
一
〇
肚
も
あ
る
こ
と
は
、
調
査
対
象
把
る
橡
面
会
杜
が
比
軟
的
に
大
規
模
会
杜
で
あ
る
の
を
如
何
に
し
て
多
忙
な
る
彼

，
等
が
監
査
で
き
る
の
か
。
監
査
の
職
務
途
行
量
を
考
え
る
と
、
監
査
の
実
施
に
薄
弱
な
る
も
の
の
あ
る
の
は
客
観
的
に
は
何
人
も
断
定
で
き

る
の
で
あ
る
。
た
だ
粂
任
と
い
え
ど
も
、
肚
長
に
は
顯
著
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
專
務
、
常
務
の
取
締
役
に
は
粂
任
を
み
な
い
。
益
し
、
こ

れ
ら
に
は
監
査
の
職
務
濫
行
が
で
き
か
ね
る
と
い
う
理
由
よ
り
は
、
他
生
肚
の
専
務
、
常
務
の
業
務
の
方
が
多
忙
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ

で
い
る
。
端
的
に
は
「
第
九
表
」
の
範
疇
に
属
す
る
監
査
役
は
お
し
な
べ
て
そ
の
職
務
を
第
二
義
的
に
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
取
締
役
の
監
査
役
の
兼
任
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ら
ぬ
が
、
一
会
肚
の
監
査
役
が
他
会
杜
の
監
査
役
を
繋
任
す
る
こ
と
自
体
を

一16一



認
め
る
か
ぎ
う
で
は
、
む
し
ろ
多
数
に
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
監
査
役
自
身
が
監
査
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
前
述
の
如
く

監
査
役
付
補
佐
職
員
も
あ
る
か
ら
、
監
査
役
自
体
の
職
務
に
熟
知
せ
る
も
の
こ
そ
、
そ
の
適
任
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
か
か
る
粂
任
監
査

役
は
現
実
に
僅
か
に
二
名
に
す
ぎ
な
い
。

　
監
査
役
は
往
々
閑
職
と
い
う
世
評
漏
る
や
、
ま
こ
と
に
「
第
十
表
」
に
知
り
得
る
が
よ
う
な
一
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
会
肚
の
職

員
の
退
職
後
再
び
監
査
役
に
就
任
し
、
同
様
に
他
会
杜
の
職
員
に
し
て
同
肚
の
退
職
後
、
再
び
監
査
役
に
就
任
せ
る
事
実
も
見
受
け
ら
る
。

の
み
な
ら
す
「
第
七
表
」
　
「
第
八
表
」
の
如
き
関
係
会
杜
叉
は
何
に
ら
か
連
携
の
あ
る
会
肚
役
員
が
監
査
役
に
な
る
場
合
の
外
に
、
か
な
り

組
合
協
会
関
係
の
役
員
が
監
査
役
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
一
面
で
あ
る
。

　
三
、
監
査
役
．
就
任
の
理
由
の
推
定
　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
に
は
職
時
中
の
統
制
経
済
の
影
響
に
よ
っ
て
各
種
の
統
制
團
体
に
会
肚
代
表
と

し
て
そ
の
役
員
に
選
任
さ
れ
だ
者
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
第
六
表
」
の
同
一
会
肚
内
の
役
員
移
動
に
統
計
上
取
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
．
「
第

他会肚役員現職別
の兼任監査役数

麹九佛我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣
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役　員　現職種別 i髄微

他　壮　会　長・条監査役 0名

〃　　壮長・条監査役 10

〃　專務取締役・余監査役 0

〃　常務取締役・条監査役 0

〃　　取締役・兼監査役 2

〃　　監査役・粂監査役 2

計

阪
監査役数

会肚役員以外の経
歴別の現監査役数

（第十表）

経、　歴　　種　　別

2名

り
白
　
　
¶
↓
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
り
ρ

同一会肚一時退職→・監査役

関係会肚一一一時退職→・監査役

〃　　　　参與一＞k’査役

銀　行　理　事一〉監査役

金庫理事→監査役
協会專務理事→・監査役

〃　　　　理事今監査役

組合事務理事→監査役

商工会議所会頭。条監査役

12名
計



　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

十
表
」
で
は
こ
れ
を
除
い
た
関
係
者
で
あ
る
。
か
か
る
前
歴
者
の
う
ち
に
は
会
肚
業
務
に
特
種
の
技
能
の
あ
る
者
も
あ
り
、
其
他
の
理
由
に

よ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
統
計
的
に
は
表
示
し
て
い
な
い
が
、
各
省
の
次
官
局
長
、
部
長
級
に
該
当
す
る
者
が
退
官
後
に
関
係
会
肚
の

監
査
役
に
就
任
せ
る
者
が
あ
り
、
夏
に
各
地
の
税
務
署
長
級
が
業
種
に
よ
っ
て
何
に
ら
か
の
関
係
会
肚
の
監
査
役
に
就
任
し
て
い
る
の
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
端
的
に
は
、
こ
れ
ら
を
客
観
的
に
推
定
す
れ
ば
金
融
保
険
会
社
な
ど
の
役
員
の
前
歴
者
叉
は
そ
の
方
面
の
出
身
者
の
監

査
役
就
任
の
理
由
と
正
に
反
対
の
理
由
で
嘗
っ
て
関
係
の
あ
っ
た
官
聴
筋
の
前
歴
者
を
就
任
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
就
任
の
理
由
を
み
る
と
、
こ
の
外
に
、
世
評
の
如
く
名
誉
職
と
し
て
就
任
せ
る
者
の
も
多
く
あ
り
得
る
。
「
第
十
表
」

の
商
工
会
議
所
会
頭
の
兼
任
監
査
役
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し
だ
他
者
肚
肚
長
の
兼
任
監
査
役
に
お
い
て
は
か
な
り
の
部
分
が

そ
れ
に
該
当
す
る
と
も
推
測
で
き
る
し
、
こ
れ
以
外
に
統
計
的
に
表
示
し
て
い
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
一
般
の
名
士
、
財
界
有
力
者
と
し
て
知

名
の
士
も
あ
り
、
ま
だ
財
界
と
の
関
係
の
有
無
は
溺
と
し
て
も
、
旧
束
の
華
族
階
級
の
者
が
就
任
し
て
い
る
の
も
見
受
け
る
。
し
か
し
、
、
こ

れ
ら
は
監
査
役
の
職
務
遽
行
能
力
に
は
消
極
的
な
推
察
を
下
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
　
一
面
に
は
質
置
士
の
現
職
が
監
査
役

に
就
任
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
就
任
の
理
由
の
如
何
を
問
は
す
、
右
の
如
き
消
極
的
な
面
に
比
し
て
、
監
査
役
の
職
務
に
積
極
的
な
る
一
面

の
あ
る
の
は
僻
説
で
き
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
、
辮
護
士
の
現
職
が
監
査
役
と
な
っ
て
い
る
例
は
あ
っ
て
も
、
計
理
士
が
監
査
役
に
就

任
し
て
い
る
会
肚
は
、
公
表
さ
れ
だ
目
論
見
書
及
び
証
券
取
引
所
へ
の
屈
出
書
類
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
全
く
見
当
ら
な
い
。

　
後
述
の
如
く
公
認
会
計
士
と
監
査
役
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
が
、
会
計
監
査
の
技
能
を
多
く
保
持
せ
る
筈
の
計
理
士
の
現
職
が
監
査
役

の
地
位
に
な
い
の
は
公
認
会
計
士
の
揚
合
に
つ
い
て
も
有
力
な
参
考
資
料
で
あ
る
。
断
る
ま
で
も
な
く
、
調
査
せ
る
会
阯
は
大
規
模
で
あ
る

か
ら
、
会
計
課
員
は
然
ら
ざ
る
会
肚
に
比
し
て
充
実
せ
る
こ
と
な
ど
の
だ
め
に
計
理
士
に
依
存
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
中
小
規

模
の
株
式
会
盟
で
は
こ
れ
と
逆
に
現
職
の
計
理
士
が
そ
の
監
査
役
に
就
任
し
て
い
る
事
実
は
見
受
け
ら
れ
る
。
自
他
問
題
の
異
る
こ
と
を
付
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言
し
て
お
く
。

　
四
、
監
査
役
の
前
歴
と
取
締
役
と
の
関
係
　
一
七
一
名
の
監
査
役
の
う
ち
、
何
に
か
の
会
肚
役
員
の
前
歴
を
も
つ
者
は
八
五
名
に
達
し
、

し
か
も
、
彼
等
に
は
監
査
役
に
就
任
せ
し
こ
と
に
理
由
の
あ
る
こ
と
の
明
瞭
な
も
の
が
か
な
り
あ
っ
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
世
評
の
如
く
監

査
役
を
会
肚
の
機
関
と
し
て
比
較
的
に
軽
砲
し
て
い
る
け
れ
ど
、
必
ら
す
し
も
左
様
で
な
い
面
も
見
受
け
ら
れ
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見

方
を
か
え
る
と
「
第
十
一
表
」
の
如
く
現
取
締
役
、
肚
長
、
会
長
の
職
制
に
あ
る
者
に
し
て
、
嘗
っ
て
監
査
役
だ
り
し
者
も
二
六
名
に
達
し

て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
偶
然
と
い
え
ど
も
数
に
お
い
て
は
「
第
六
表
」
の
同
一
会
吐
役
員
の
前
歴
者
に
し
て
現
監
査
役
で
あ
る
二
八
名
の
数

と
接
近
し
て
る
の
は
先
に
ご
黒
し
だ
通
り
で
あ
る
。
数
の
接
近
は
別
と
し
て
、
薄
く
と
も
追
肴
機
関
だ
る
取
締
役
と
監
査
役
と
に
は
一
種
の

入
事
交
流
の
如
き
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
は
閑
却
で
き
ぬ
。
こ
の
揚
合
、
　
「
第
六
表
」
で
は
重
要
な
る
職
責
を
あ
っ
と
い
え
る
が
、
　
「
第
十

一
表
」
か
ら
せ
ば
、
む
し
ろ
か
か
る
範
疇
に
属
す
る
会
肚
の
方
針
は
、
会
杜
の
業
務
並
に
会
計
の
監
督
よ
り
も
業
務
活
動
そ
れ
泊
体
の
方
が

同一会肚における役
員の監査役歴任数

（第十一表）

役 員現職種別 役員数

監
監
監
三
一
監

査役→会

ｸ役→鑑

ｸ役今副　杜

ｸ役→：藝務取締役

ｸ役→常務取締役

ｸ役→取締

長
｝
　
　
1
長
長
役

3名

T
1
5
6
6

計 1 26名

我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到

重
要
で
あ
り
、
そ
の
π
め
に
監
査
役
の
経
歴
期
問
中
に
会
肚
業
務
に
つ
い
て
間
接
に
干

與
し
つ
つ
、
経
験
の
豊
富
に
な
る
に
つ
れ
て
、
取
締
役
肚
長
会
長
な
ど
へ
と
進
め
よ
う

と
す
る
意
図
の
あ
る
の
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
に
関
連
し
て
み
る
と
、
我
國
の
株
式
会
肚
に
は
監
査
役
の
盈
督
的
機
能

を
重
親
す
る
も
の
と
軽
視
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
類
型
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
前

者
の
如
く
監
督
的
機
能
を
重
視
す
る
会
肚
で
は
、
そ
の
経
歴
に
お
い
て
そ
の
機
能
を
発

揮
し
得
る
よ
う
な
者
叉
は
機
能
を
発
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
路
の
会
杜
出
身
者
が
多
い
。

こ
れ
に
反
し
て
軽
寓
す
る
と
推
定
で
き
る
会
杜
に
絃
監
査
役
の
監
督
機
能
の
発
揮
が
如
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，
　
我
國
の
監
査
役
の
現
駄
と
そ
の
批
鋼

何
に
で
き
る
か
ど
う
か
に
関
心
せ
ざ
る
前
歴
者
の
あ
る
の
が
あ
る
Q

　
し
か
も
、
相
対
的
に
み
て
後
者
の
類
型
の
方
が
多
い
。
こ
れ
が
だ
め
に
、
そ
の
極
に
達
し
て
は
監
査
役
は
軍
に
会
肚
機
関
と
し
て
定
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
利
用
し
て
役
員
の
一
部
と
し
て
就
任
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
便
宜
的
な
会
杜
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

大
規
模
会
杜
に
し
て
然
り
と
せ
ば
、
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
に
お
い
て
は
監
査
役
を
重
配
す
る
会
肚
は
勿
論
あ
る
が
、
必
ら
す
し
も
左
様
で

な
い
会
肚
の
方
の
比
重
の
大
き
い
の
が
推
察
に
難
く
な
い
こ
と
も
理
論
的
に
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
監
査
役
の
在
職
年
限
と
年
令
層
の
分
布

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
監
査
役
の
任
期
並
に
監
査
役
の
年
令
な
ど
か
ら
究
め
る
こ
と
は
、
監
査
の
機
能
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

　
一
、
監
査
役
の
任
期
の
長
短
と
そ
の
分
布
　
現
行
商
法
の
監
査
役
の
任
期
は
ニ
ケ
年
で
あ
る
が
、
改
正
商
法
で
は
一
ケ
年
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
現
実
の
在
職
期
間
は
「
第
十
二
表
」
の
如
く
す
べ
て
を
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
末
日
現
在
に
引
直
せ
ば
、
一
五
三
名
の
う
ち
四
ケ
年

の
在
職
者
は
三
六
名
を
占
め
、
こ
の
前
後
が
多
い
。
も
し
二
ヶ
年
叙
位
と
せ
ば
六
九
名
が
三
一
四
年
間
に
属
し
、
五
年
輩
位
に
せ
ば
一
一
五

年
の
在
職
者
は
一
二
三
名
す
な
わ
ち
八
○
・
四
％
と
い
う
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
在
職
期
間
を
以
っ
て
す
べ
て
の
会
肚
の
そ
れ
に
妥
当
し
な
い
、
差
し
、
終
戦
後
に
役
員
構
成
は
か
な
り
変
化
し
、
ま
托

会
肚
の
組
織
替
、
第
二
会
誌
の
設
立
な
ど
の
理
由
で
、
監
査
役
の
新
任
の
年
度
が
殆
ん
ど
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
在
職
終
了
年
限

は
如
何
に
な
る
か
は
不
確
定
な
時
期
に
あ
だ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
商
法
の
任
期
二
年
問
、
改
正
商
法
の
一
ケ
年

間
の
任
期
に
よ
っ
て
常
に
更
迭
が
あ
る
と
は
い
え
ぬ
事
実
は
こ
れ
か
ら
明
瞭
で
あ
っ
て
、
如
何
に
商
法
上
の
任
期
は
定
め
ら
れ
て
も
そ
れ
と

は
関
係
な
く
監
査
役
の
重
任
と
い
う
形
で
在
職
年
限
が
定
ま
る
こ
と
が
知
り
得
る
。
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右
の
如
く
終
職
工
は
そ
の
監
査
役
の
新
任
が
多
い
け
れ
ど
、
職
前
職
時
を
通
じ
て
在
職
す
る
監
査
役
に
、
六
一
一
〇
年
の
在
職
者
一
八
名

す
な
わ
ち
全
体
の
一
一
・
八
％
に
あ
た
り
、
そ
の
後
五
年
軍
位
に
み
て
も
連
名
、
命
名
、
長
期
で
は
二
三
年
二
四
年
間
に
及
ぶ
異
例
も
あ
る
。

か
く
長
期
間
に
亘
だ
る
の
は
会
吐
の
業
務
会
計
の
実
情
に
通
曉
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
通
曉
せ
る
実
情
の
も
と
で
監
督
す
る
に
適
任
セ
る
理

由
で
在
職
の
長
き
に
至
っ
た
の
か
、
逆
に
閑
職
叉
は
取
締
役
の
如
く
積
極
的
な
経
営
活
動
に
干
與
せ
す
に
、
そ
の
職
を
塞
い
で
い
る
だ
め
か

は
判
断
に
苦
し
む
。
ま
た
、
彼
等
が
大
株
主
で
あ
り
又
は
大
帝
京
と
の
関
係
か
ら
監
督
的
職
務
を
つ
く
す
機
関
に
そ
の
地
位
を
占
め
た
か
の

内
面
的
な
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
職
務
を
充
分
に
歩
行
せ
る
場
合
は
、
前
者
の
理
由
に
よ
っ
て
長
期
の
在
職
と
な
り
、
閑
職
だ
る

理
由
つ
ま
り
監
査
役
の
職
務
を
消
極
的
に
途
行
ず
る
程
度
の
位
色
に
は
後
者
の
場
合
が
該
当
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
い
つ
れ
に
し
て
も
、
改
正
商
法
の
監
査
役
の
廃
止
論
叉
は
改
革
論
の
一
つ
に
は
、
公
認
会
計
士
を
し
て
監
査
機
能
を
実
現
せ
し
め
る
と
意

見
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
任
期
規
定
と
は
関
係
な
く
在
職
の
長
い
現
状
を
考
慮
し
て
、
廃
止
叉
は
改
革
の
意
見
を
開
陳
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

監査役（153名）
在職年数分布表

（第十二表）

雑頁年裂1言年裂陵年裂

　　　123名
　（80．4．％）

　　　　18
　（11．　8％）

｝滴

｝繭

／碗

’

153名

｝

｝
1
．

25名

69　11

35　1／

励
　
万
　
伽
　
レ
　
レ
　
卿

｝
　
　
一
　
　
｝
　
　
｝
　
　
｝
　
　
｝

2／／

Ol！

｝ 2／1

陥
釜
難
6
5
・
5
2
2
・
・
…
3
・
・
2
・
・
…

坤
肋
勧
卿
励
御
万
助
伽
肋
D
肋
勧
肋
励
御
”
助
伽
肋
琵
勘
助
肋
励

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

言雪＾　　　　153名　　　　　153名

；在職年数不詳の監査役18名を除く
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会＿甦役員年＿金一」構威⊥欺況
（第十三表）

我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
剃

專務 常　務 「辮 否 役
役員種別 会　長 肚　長

副祉長i
取締役 取締役

取細1
」常任1 其他1 計

11劃
一

70オ上馬 4 2 1 4 12 12 23

65　　69 3 7 1 2 7 1 12 13 33

60一一64 3 ■5 4 7 11 16 5 27 32 88

55　　59 1 15 4 13 44 57 12 29 41 175

5（トー一54 3 14 1 7 49 102 3 29 32 208

45　　49 9 2． 13 21 87 2 13 15 147

40－44 1 2 9 39 3 3 54

35一一39 1 7 4 4 12

30一一34 3 1 1 4

25一一29 t 1 1 1 2

総　　計 ・4 P 631 ・・【 43 138 い23 i123 1・3・ 1・54 1746名

10祉については不詳のため除く

公
認
会
計
士
の
場
合
は
現
在
の
監
査
役
と
事
情
を
異
に
す
る
が
、
同
一

の
公
認
会
計
士
が
そ
の
監
査
に
干
上
す
る
期
間
が
三
一
四
年
の
会
計
年

度
に
な
り
ま
た
六
－
一
〇
年
の
会
升
年
度
に
亘
だ
る
が
如
き
結
果
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
独
立
の
職
業
的
会
計
士
と
し
て
監
査
の
杜

会
的
役
割
叉
は
会
肚
の
監
査
趣
旨
に
添
う
所
以
で
あ
る
か
否
か
は
考
慮

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
Q

　
何
故
な
ら
ば
、
　
「
独
立
」
と
は
公
認
会
計
士
怯
（
第
二
四
條
）
に
定
め

る
が
如
き
会
杜
と
の
利
害
関
係
の
な
き
こ
と
を
以
っ
て
足
る
の
で
な
い
。

こ
れ
ら
は
む
し
ろ
表
面
的
形
式
的
に
自
ら
解
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q

し
か
し
、
こ
れ
に
加
え
て
監
査
理
論
か
む
す
れ
ば
、
会
杜
内
に
潜
め
る

涙
閥
な
ど
に
つ
い
て
も
独
立
不
偏
の
立
場
と
熊
度
で
監
査
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
が
長
期
に
お
い
て
は
職
業
倫
理
が

向
上
し
て
も
そ
の
弊
害
が
生
じ
な
い
と
は
断
じ
得
な
い
。
か
か
る
こ
と

の
対
策
は
あ
b
得
る
と
も
、
徒
ら
に
公
認
会
計
士
を
し
て
監
査
を
担
当

せ
し
む
べ
し
と
の
意
見
に
は
、
こ
の
点
に
心
す
べ
き
問
題
の
あ
る
の
を

知
る
べ
き
で
あ
る
。

　
＝
、
監
査
役
の
年
令
構
成
と
取
締
役
年
令
と
の
比
較
　
お
よ
そ
監
査

一一　22　一一一



会肚役員種別年令構成割合
（第十四表）

常　務
　　　　取締役取締役　　　　　　　　常

監　　　査　　　役
イモ　1其　　イ也　［　　　言十

7．8

8．4

20．　8

26．6

20．　8

9．　7

1．　9

2．　6

0．　7

0．　7

9．　2

9．　2

20．　’6

22．1

22．1

9．　9

2．　3

3．O

O．8

0．8

4．　3’

21　8

52．2

13．　0

8．　7

1．　2

2．　2

5．0

17．　6

31．　5

27．　0

12．　1

2．2

0．9

0．　3

O．　7

工5

8．　0

31．　9

35．5

15．　2

6．5

0．　7

｝・・2塾・雀／・・砿・露1・…％1・…勇

役購川会一一障長隈議奏i

70オ以上

U5－69

U（ト64

T5　　59

T0－54

Sト49
S0　　44

R5　　39

R0　　34

Q5　　29

28．6

Q1．4

Q1．4

V．2

Q1．4

3．2

P1．1

Q3．8

Q3．8

Q2．2

P4．3

P．6

36．4

R6．4

X．0

P8．2

@　　　1　　』　　皿

2．3

P6．3

R0．2

P6．3

R0．2

S．7

t

総言■・…％／・…％｝・…％11…％

我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼

役
の
年
齢
の
如
何
は
問
題
で
な
い
。
け
れ
ど
、
監
査
役
の
前
歴
、
監
査
役

の
職
務
途
行
上
の
地
位
、
特
に
肚
長
は
じ
め
取
締
役
と
の
関
係
に
お
い
て

監
査
の
可
能
性
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
も
重
要
な
影
響
因
と
し
て
考

慮
す
べ
き
問
題
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
盈
査
役
を
「
常
任
」
と
然
ら
ざ
る
「
其
他
」
に
分
ち
そ
の
年
齢
（
昭
和
二

五
年
末
基
準
の
数
え
年
に
よ
る
）
の
構
成
を
み
る
に
、
「
第
十
三
表
」
　
「
第
十
四

表
」
の
如
く
常
任
監
査
役
は
五
五
才
一
五
九
才
に
最
も
多
く
集
中
し
、
そ

の
数
は
十
二
名
す
な
わ
ち
五
二
・
二
％
に
あ
た
り
、
非
常
勤
の
監
査
役
に

つ
い
て
も
五
〇
1
五
九
才
に
や
は
り
最
も
多
く
、
そ
の
数
は
五
八
名
に
し

て
四
四
．
二
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
監
査
役
全
体
と
し
て
は
五
五
一

九
才
に
四
一
名
二
六
．
六
％
と
い
う
頻
度
が
高
い
現
状
に
あ
る
。
ま
だ
監

査
役
の
高
回
暦
セ
る
七
〇
才
以
上
に
お
い
て
は
全
役
員
二
三
名
の
う
ち
、

十
二
名
す
な
わ
ち
牛
数
以
上
が
監
査
役
で
占
め
て
い
る
。
同
様
に
六
五
一

九
才
の
年
令
暦
に
お
い
て
も
全
役
員
三
三
名
の
う
ち
十
三
名
つ
ま
り
三
九

。
四
％
と
い
う
最
多
数
で
あ
る
。
更
に
六
〇
一
六
四
才
の
年
令
暦
で
も
全

役
員
八
八
名
の
う
ち
三
二
名
す
な
わ
ち
三
六
・
四
％
に
当
た
る
最
多
数
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
第
十
三
表
」
か
ら
せ
ば
一
五
四
上
中
一
三
〇
名
を
占
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
列

め
る
こ
と
に
な
り
、
ま
だ
「
第
十
四
表
」
か
ら
せ
ば
監
査
血
中
八
四
・
四
％
が
、
こ
れ
ら
の
年
令
暦
に
分
布
し
て
い
る
の
が
現
状
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
下
の
年
令
履
で
は
他
の
職
制
の
役
員
が
多
数
を
占
め
て
、
監
査
役
に
頻
度
の
高
い
も
の
が
な
い
。
こ
こ
に
、
全
役
員
に
お
い

て
監
査
役
は
高
令
者
贋
に
偏
し
、
そ
の
う
ち
で
も
最
多
数
が
五
五
一
五
九
才
の
年
令
屠
に
あ
る
と
い
え
る
訳
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
、
高
亡
者
に
は
積
極
性
が
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
ら
う
。
し
か
し
、
前
記
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
監
査
役
に
は
会
肚
役
員
の
前
歴
叉

は
こ
れ
に
類
す
る
前
歴
を
も
つ
高
位
者
が
か
な
り
あ
る
訳
だ
か
ら
、
監
査
に
つ
い
て
の
積
極
性
は
業
務
蓮
営
と
異
っ
て
体
験
と
識
見
と
を
以

っ
て
島
島
し
監
督
す
る
の
が
主
体
で
あ
る
。
ま
だ
、
現
実
に
は
監
査
役
付
職
員
を
管
掌
し
て
監
査
し
得
る
方
法
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
年
令
的

に
は
監
査
の
途
行
で
き
る
態
勢
に
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
に
も
拘
ら
す
、
現
実
が
左
様
で
な
い
と
せ
ば
、
だ
だ
、
こ
れ
を
充
分
に

行
使
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
と
論
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
三
、
監
査
役
の
職
務
遂
行
の
可
能
性
の
推
定
　
筆
者
は
、
こ
の
事
実
を
「
第
十
三
表
」
か
ら
一
段
と
立
証
し
得
る
と
信
ず
る
Q
そ
れ
は
、

各
職
制
に
お
け
る
年
令
暦
の
最
多
数
の
頻
度
を
通
魔
す
る
に
、
会
長
で
は
七
〇
才
以
上
に
頻
度
が
高
く
、
薩
長
及
び
副
赴
長
に
お
い
て
は
五

五
－
六
四
才
に
頻
度
が
高
い
が
、
專
務
取
締
役
に
な
る
と
や
や
そ
の
年
令
暦
が
低
ま
り
五
五
i
五
九
才
前
後
に
頻
度
の
高
い
の
が
見
ら
れ
る
。

し
か
も
、
常
務
取
締
役
及
び
取
締
役
に
な
る
と
、
更
に
そ
の
年
令
暦
が
低
く
五
〇
一
五
四
才
に
多
く
の
頻
度
が
あ
る
Q
つ
ま
り
、
、
取
締
役
と

し
て
の
職
制
は
概
し
て
会
長
－
舌
長
及
び
副
肚
長
一
専
務
取
締
役
一
轍
務
取
締
役
及
び
取
締
役
と
い
う
順
位
で
年
令
暦
が
低
下
し
て
い
る
と

い
う
一
般
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
し
か
る
に
、
監
査
役
に
あ
っ
て
は
そ
の
頻
度
の
高
い
年
令
贋
は
五
五
！
五
九
才
で
あ
る
Q
し
π

が
っ
て
、
取
締
役
の
職
制
と
比
逃
せ
ば
、
年
令
的
に
は
殆
ん
ど
専
務
取
締
役
に
対
比
し
、
常
務
取
締
役
及
び
取
締
役
よ
り
も
上
位
に
あ
る
の

が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
が
故
に
、
取
締
役
と
監
査
役
と
は
そ
の
職
務
は
異
る
け
れ
ど
、
そ
の
役
員
の
地
位
か
ら
せ
ば
古
品
取
締
役
と
同
等
で

あ
る
と
い
う
一
つ
の
見
方
が
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
る
Q
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先
に
「
第
一
表
」
役
員
構
成
と
会
祉
数
か
ら
、
監
査
役
の
重
要
性
は
常
務
取
締
役
の
職
制
と
殆
ん
ど
近
接
す
る
こ
と
を
一
言
し
だ
が
、
年

令
暦
に
お
い
て
は
か
く
の
如
く
專
務
取
締
役
に
近
接
せ
る
事
実
が
看
取
で
き
る
。
し
だ
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
徴
し
て
監
査
役
が
積
極

性
を
以
っ
て
、
そ
の
職
務
を
途
行
せ
ん
と
せ
ば
、
充
分
に
そ
の
並
行
の
可
能
性
の
あ
る
の
は
官
明
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
監
査
役

が
眞
に
自
己
の
職
務
和
途
行
ず
る
者
が
あ
り
と
せ
ば
、
上
述
の
如
き
事
実
か
ら
遽
行
の
容
易
な
る
理
由
の
一
面
が
あ
る
訳
で
あ
り
、
逆
に
途

行
し
な
い
と
せ
ば
、
そ
れ
は
監
査
役
自
身
に
自
覚
の
不
足
か
、
会
肚
自
体
が
監
査
役
の
滑
風
機
関
だ
る
こ
と
と
運
用
の
認
識
と
に
欠
く
る
と

こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
監
査
役
の
年
令
層
の
如
何
に
よ
っ
て
、
監
、
査
の
機
能
を
阻
害
し
て
い
る
ほ
ど
の
低
位
の
年
令
暦
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
に
断
じ
得
る
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

七
、
監
査
役
の
現
況
把
握
に
よ
る
綜
合
的
考
察

　
監
査
役
の
職
務
途
行
を
現
実
の
内
面
に
立
入
っ
て
、
そ
の
実
質
的
状
態
に
関
し
て
客
観
的
に
把
握
し
難
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
我
國
の

株
式
会
杜
の
監
査
役
の
調
査
に
関
す
る
限
り
で
は
、
次
の
如
き
綜
合
的
考
察
が
な
し
得
る
。

　
そ
れ
は
、
商
法
が
監
査
役
を
会
杜
の
機
関
と
し
て
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
己
む
を
得
す
こ
れ
を
選
任
し
た
が
如
き
観
を
呈
せ
る
会
肚
も
あ

る
け
れ
ど
、
員
数
か
ら
せ
ば
常
務
取
締
役
と
同
数
に
な
っ
て
い
る
。
会
肚
の
役
員
構
成
の
職
責
は
か
か
る
点
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
近
代
株
式
会
肚
の
経
済
杜
会
的
諸
関
係
に
よ
る
変
貌
、
会
肚
内
部
の
経
営
的
諸
関
係
に
よ
る
変
化
な
ど
の
下
め
に
、
監
査
役
は

会
肚
の
機
関
で
あ
り
覚
書
の
役
員
で
あ
る
と
は
い
え
ど
も
、
比
較
的
に
小
株
主
が
そ
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
時
に
は
当
該
会
杜
の

所
有
株
の
皆
無
な
監
査
役
の
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
。
ま
し
て
外
面
的
に
小
株
主
と
み
ら
れ
る
者
も
、
そ
れ
が
名
儀
株
に
す
ぎ
ぬ
場
合
を
も
考

慮
す
れ
ば
、
所
有
株
の
少
数
の
も
の
は
叉
は
皆
無
な
る
も
の
の
増
加
す
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
以
っ
て
監
査
役
は
株
主

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣
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我
國
の
監
査
役
の
現
駄
と
そ
の
批
列

と
の
利
害
の
諸
関
係
が
稀
薄
化
し
た
と
は
い
ひ
得
す
、
依
然
と
し
て
大
株
主
に
属
す
る
監
査
役
も
あ
り
、
ま
た
小
株
主
あ
る
ひ
は
持
株
皆
無

の
監
査
役
の
な
か
に
も
、
内
面
的
に
は
大
株
主
の
代
理
と
し
て
そ
の
職
に
あ
る
も
の
も
想
像
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
大
株
主
は
監
査
役

に
就
任
す
る
の
は
前
時
代
的
な
る
も
の
の
残
澤
と
み
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
後
述
の
監
査
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
監
査
役

の
職
務
の
本
質
に
は
株
主
、
と
り
わ
け
大
株
主
と
の
利
害
に
麿
接
な
る
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。

　
ま
だ
、
監
査
役
の
経
歴
か
ら
せ
ば
、
会
津
役
員
叉
は
こ
れ
に
類
す
る
前
歴
の
あ
る
者
が
全
員
数
の
約
記
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
が
π
め

に
監
査
役
の
職
務
を
充
分
に
果
た
せ
る
側
面
乙
然
ら
ざ
る
側
面
と
の
二
つ
が
あ
る
と
・
い
う
見
方
が
で
き
る
。
・
す
な
わ
ち
、
関
係
密
会
肚
の
役

貝
前
歴
の
監
査
役
に
は
、
往
々
に
し
て
当
該
会
杜
の
監
査
の
職
務
を
忠
実
に
濫
行
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
前
歴
か
ら
の
経
験
で
こ

れ
が
遽
行
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
積
極
的
な
職
務
途
行
は
あ
ま
り
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
我
國
の
世
評
で
あ
る
か
ら
、
こ
め
面
が
隠
蔽
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
、
こ
の
側
面
が
な
い
と
せ
ば
あ
ら
ゆ
る
株
式
会
肚
は
財
産
的
破
綻
叉
は
泰
乱
の
極
に
達
し
て
い
だ
で
あ
ら
う
が
、

こ
れ
が
比
較
的
に
少
か
っ
だ
の
は
、
そ
の
原
因
の
一
つ
に
こ
の
職
務
遽
行
の
積
極
面
が
あ
る
だ
め
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
る
に
、
会
肚
の
役
員
選
任
の
慣
行
と
し
て
監
査
役
の
前
歴
を
経
て
、
取
締
役
、
常
務
取
締
役
、
専
務
取
締
役
、
副
肚
長
、
肚
長
、
会

長
に
就
任
す
る
が
如
き
事
実
を
見
る
と
、
会
肚
の
経
営
自
体
に
対
し
て
は
そ
の
職
務
を
途
憎
し
、
監
督
し
得
る
と
も
、
他
の
役
員
に
対
す
る

監
督
が
必
ら
す
し
も
充
分
で
あ
る
か
ど
う
か
に
疑
念
の
残
る
も
の
が
あ
る
。
同
様
に
、
前
歴
が
会
肚
役
員
と
類
似
す
る
組
合
協
会
な
ど
の
役

員
、
官
聴
出
身
者
の
如
き
に
お
い
て
は
、
監
査
の
職
務
勧
直
行
す
る
場
合
も
あ
b
得
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
他
の
方
面
の
職
務
を
担
ひ
、
業
務

監
督
及
び
会
計
監
査
の
よ
う
な
監
査
役
の
本
来
的
職
務
を
第
二
義
的
に
せ
る
か
と
推
測
し
得
る
面
も
あ
る
。
し
だ
が
っ
て
、
監
査
役
の
職
務

の
現
実
の
千
行
の
有
無
は
別
と
し
て
も
、
客
観
的
に
み
て
一
般
に
途
行
可
能
の
素
質
あ
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
。
故

に
、
監
査
役
の
無
機
能
を
難
ず
る
と
せ
ば
、
前
者
に
属
す
る
監
査
役
に
対
し
て
は
当
切
の
無
機
能
よ
り
は
こ
れ
を
無
機
能
に
せ
し
め
て
い
る
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他
の
要
因
を
論
点
に
し
て
、
そ
れ
を
直
接
的
に
批
難
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
後
者
の
如
き
で
あ
れ
ば
、
監
査
役
と
し
て
無
機
能
で
あ
る
け
れ

ど
、
他
に
有
能
な
る
活
動
場
面
の
有
す
る
者
を
選
任
し
だ
こ
と
自
体
が
何
に
禍
因
が
あ
る
か
を
論
点
に
し
て
批
難
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
π
、
監
査
役
は
そ
の
年
転
退
か
ら
み
れ
ば
、
前
述
の
諸
点
を
別
に
せ
ば
、
概
し
て
專
務
取
締
役
級
に
対
比
す
る
。
だ
が
ら
、
充
分
に
職

務
の
途
行
し
得
る
年
令
的
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
と
推
論
で
き
る
。
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
職
務
遽
露
量
か
ら
槍
討
す
れ
ば
、
年
令
も
前
歴
も
、

そ
の
流
言
と
監
督
の
で
き
る
筈
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
問
題
の
全
面
的
実
際
的
な
監
査
を
自
力
に
よ
っ
て
行
ひ
得
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
も
し
監
査
役
付
職
員
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
種
の
職
務
途
行
量
は
全
く
年
次
決
算
番
の
形
式
的
監
査
に
類
似
す
る
程
度
を
出
で
ぬ
も
の
と

論
じ
得
る
。
現
に
常
任
監
査
役
を
設
け
る
会
肚
の
数
が
姐
何
に
僅
か
で
あ
る
か
と
い
う
事
笑
に
徴
し
て
も
、
こ
の
点
は
判
定
し
得
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
か
く
考
え
る
と
、
監
査
役
の
職
務
を
積
極
的
に
蟹
行
せ
る
事
実
は
割
合
に
隠
蔽
さ
れ
、
監
査
役
の
難
点
が
大
き
く
露
出
し
、
こ
れ
　
一

が
傳
統
的
に
有
力
な
世
評
と
し
て
表
面
化
せ
る
点
の
あ
る
の
は
察
し
得
る
Q
し
か
し
、
監
査
役
の
難
点
と
は
監
査
役
に
入
を
得
な
い
と
い
う
　
2
7

点
が
核
心
で
な
い
。
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
む
し
ろ
、
株
式
会
肚
自
体
が
監
査
に
対
す
る
認
識
を
欠
き
、
会
肚
利
害
関
係
者
特
に
監
　
　
一

語
役
の
選
挙
母
体
だ
る
株
主
の
監
賓
役
へ
の
要
請
が
比
軟
的
に
稀
薄
で
あ
る
と
こ
ろ
に
核
心
が
潜
ん
で
い
る
Q
端
的
に
は
一
般
に
監
査
思
想

の
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
我
國
の
監
査
役
を
低
調
な
ら
し
め
て
い
る
根
本
的
禍
因
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
か
か
る
低
調
の
風
潮
が
あ
っ
た
か
ら
、
監
査
役
と
し
て
不
適
任
な
る
者
を
選
任
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
在
職
せ
し
め
得
π
訳
で
あ
り
、
有

能
な
前
歴
あ
る
盤
査
役
も
監
査
を
忠
実
に
実
施
し
得
す
閑
職
に
化
せ
し
め
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
故
に
、
監
査
役
の
職
務
遽
質
量
と

の
矛
盾
を
自
覚
せ
す
に
今
日
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
醗
っ
て
、
改
正
商
法
の
監
査
役
の
職
務
規
定
は
会
計
監
査
役
π
る
職
務
に
変
更
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
向
後
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
に
は
、

輩
に
現
行
と
改
正
の
法
制
詩
書
軟
論
の
み
を
以
っ
て
解
決
で
き
な
い
。
ま
た
、
監
査
役
に
つ
い
て
の
世
評
叉
は
與
論
も
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼



　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到

が
、
　
一
段
と
根
本
的
な
考
究
を
す
る
に
は
現
事
実
の
認
識
に
基
い
て
、

は
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
Q

監
査
理
論
か
ら
こ
れ
を
槍
芳
し
、
そ
の
是
非
を
論
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

第
二
部

監
査
役
に
関
す
る
諸
論
へ
の
財
務
監
査
論
的
批
判

八
、
業
務
監
督
、
業
務
監
査
及
び
財
務
監
査
の
連
関

　
改
正
商
法
で
は
現
行
商
法
と
同
様
に
監
査
役
を
株
式
学
徳
の
機
関
と
し
て
存
続
せ
し
め
て
い
る
。
だ
だ
、
そ
の
職
務
が
会
計
監
査
に
限
定

さ
れ
だ
鞄
め
に
、
そ
れ
に
関
毒
す
る
躍
動
文
が
改
正
変
更
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
制
度
が
成
立
の
緒
に
つ
き
は

じ
め
た
の
で
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
の
職
務
の
類
似
性
叉
は
重
複
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
併
行
的
存
続
論
が
出
さ
れ
、

時
に
は
監
査
役
も
規
定
と
し
て
あ
る
の
で
如
何
に
両
者
を
調
和
す
る
か
の
調
整
的
措
置
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
る
に
至
つ
だ
。
更
に
、
両
者

の
職
務
の
重
複
と
監
査
役
の
清
里
的
活
動
と
が
主
な
る
理
由
に
な
っ
て
、
監
査
役
の
廃
止
論
叉
は
そ
の
改
革
意
見
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に
も
］
駕
し
だ
が
よ
う
に
、
改
正
商
法
に
お
い
て
は
か
な
り
の
部
分
に
根
本
的
改
正
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
構
想
せ
る
株
式
会
肚
の

現
代
的
性
格
か
ら
み
て
、
監
査
役
の
規
定
に
は
不
徹
底
な
改
正
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
各
種
の
意
見
叉
は
提
案
を
出
さ
し
め
だ

所
以
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
い
つ
れ
の
意
見
叉
は
提
案
に
し
て
も
、
そ
の
是
非
の
紫
黒
に
は
、
改
正
商
法
の
監
査
役
の
規
定
を
究
め
、

そ
し
て
そ
の
不
徹
底
な
る
点
を
認
識
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
ゆ
し
か
る
後
に
、
問
題
は
改
正
商
法
の
監
査
役
で
あ
る
け
れ
ど
、
現
行

商
法
下
の
監
査
役
の
現
状
を
考
慮
し
て
、
我
國
の
監
査
役
に
対
す
る
意
見
叉
は
提
案
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
意
昧
に
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お
い
て
、
ま
す
改
正
商
法
の
監
資
役
の
規
定
に
つ
い
て
本
稿
に
必
要
な
か
ぎ
り
を
顧
み
た
い
。

　
馴
、
業
務
監
督
の
縮
減
と
業
務
監
査
の
残
篠
　
周
知
の
如
く
現
行
商
法
第
二
七
四
條
に
て
盈
査
役
は
何
時
に
て
も
取
締
役
に
対
し
て
営
業

上
の
報
告
を
求
め
得
る
と
規
定
し
て
い
た
の
が
削
除
さ
れ
把
。
ま
把
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
、
会
肚
対
取
締
役
と
の
取
引
に
つ
い
て
は
監

査
役
の
承
認
事
項
（
現
業
二
六
五
條
）
で
あ
っ
た
の
が
、
改
正
の
結
果
「
取
締
役
が
会
肚
の
製
品
其
の
他
の
財
産
を
譲
受
け
、
会
杜
に
対
し
自

己
の
製
品
其
の
他
の
財
産
を
譲
渡
し
、
会
肚
よ
り
金
銭
の
貸
付
を
受
け
、
其
の
他
自
己
叉
は
第
三
者
の
爲
に
前
諾
と
取
引
を
な
す
に
は
、
取

締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
を
要
す
」
と
し
て
取
締
役
会
の
担
当
分
野
に
な
っ
た
。

　
か
か
る
監
査
役
の
職
務
の
縮
減
を
一
つ
の
「
業
務
監
査
」
の
職
務
縮
減
・
と
い
う
が
、
筆
者
は
敢
え
て
次
の
根
拠
か
ら
、
こ
れ
を
監
査
役
の

「
業
務
監
督
」
の
職
務
縮
減
と
指
称
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現
行
商
法
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
業
務
監
査
は
、
こ
れ
を
監
査
理

論
か
ら
み
れ
ば
右
の
業
務
監
査
の
職
務
と
そ
れ
以
外
の
職
務
と
を
包
括
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
業
務
監
督
の
職
務
が
株
式
会
話
の
法
制
の
変

化
に
よ
っ
て
取
締
役
会
に
委
譲
さ
れ
π
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
業
務
監
査
と
し
て
、
会
計
監
査
と
共
に
監
査
役
の
職
務
に
残
存

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
改
正
商
法
第
二
七
五
條
に
は
「
監
査
役
は
、
取
締
役
が
株
圭
総
会
に
提
出
せ
ん
と
す
る
会
計
に
関
す

る
書
類
を
調
査
し
、
株
圭
総
会
に
其
の
意
見
を
報
告
す
る
こ
と
を
要
す
」
と
い
う
監
査
役
の
積
極
的
職
務
が
定
め
て
い
る
。
監
査
役
が
会
計

監
査
の
職
務
に
限
定
さ
れ
だ
と
は
こ
れ
に
由
来
す
る
の
は
言
を
侯
だ
ぬ
。
し
か
し
、
一
方
改
正
商
法
第
二
七
四
條
に
お
い
て
は
「
監
査
役
は

何
時
に
て
も
会
計
の
帳
簿
及
書
類
の
閲
覧
若
は
騰
写
を
爲
し
、
叉
は
取
締
役
に
対
し
て
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
む
る
こ
と
を
得
る
」
の
で

あ
る
。
更
に
「
監
査
役
が
其
の
職
務
を
行
う
爲
、
特
に
必
要
あ
る
と
き
は
、
会
杜
の
業
務
及
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
を
得
」
る
の
で

あ
る
σ
こ
こ
に
、
業
務
監
督
の
職
務
は
縮
減
さ
れ
だ
が
、
業
務
監
査
の
職
務
と
し
て
残
存
す
る
所
似
で
あ
る
。

　
二
、
定
時
株
主
総
会
の
財
務
監
査
　
も
っ
と
も
、
監
査
役
の
職
務
と
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
、
（
一
）
　
創
立
総
会
に
お
い
て
取
締
役
と
共

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
鋼
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

に
監
査
役
は
財
務
叉
は
会
計
に
関
す
る
諸
事
項
の
報
告
書
を
調
査
し
、
そ
の
意
見
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
す
（
改
第
一
八
四
條
）
（
二
）
　
株
式
会

杜
の
清
算
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
退
任
す
る
が
、
監
査
役
は
留
任
し
て
そ
の
職
務
を
途
行
せ
ね
ば
な
ら
識
（
改
第
四
二
〇
條
第
四
一
九
條
）
　
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
（
一
）
　
の
創
立
総
会
は
未
だ
株
式
警
巡
が
企
業
の
経
済
活
動
を
開
始
せ
ざ
る
事
態
で
あ
り
、
（
二
）
　
の
清
算
は
そ
の

経
済
活
動
の
終
焉
せ
る
事
態
で
あ
る
。
し
だ
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
監
査
と
い
う
表
現
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
が
、
監
査
理
論
か
ら
せ
ば
そ

の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
が
故
に
、
監
査
役
の
職
務
は
株
式
会
誌
の
経
済
活
動
の
過
程
で
作
成
せ
る
財
務
諸
表
を
監
査
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
財
務
監

査
と
い
ひ
得
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
財
務
監
査
は
株
主
総
会
に
お
い
て
前
述
の
如
く
強
要
的
職
務
と
な
っ
て
い
る
が
、
株
圭
総
会
に
は
臨
時

総
会
に
お
い
て
も
調
査
が
問
題
と
な
る
盛
合
（
例
え
ば
改
第
二
九
四
條
夢
一
脈
一
條
第
二
項
）
も
あ
る
が
、
財
務
監
査
と
し
て
は
定
時
株
宅
総
会
を

前
提
に
す
る
場
合
が
一
志
に
問
題
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
Q
こ
の
意
昧
に
お
い
て
、
以
下
、
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
財
務
監
査
す

な
わ
ち
監
登
役
の
監
査
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
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九
、
監
査
役
職
務
と
財
務
監
査
体
系
の
理
論

　
財
務
監
査
体
系
と
業
務
監
査
の
理
論
　
さ
て
、
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
監
査
は
、
一
般
に
決
算
書
類
の
み
を
調
査
し
、
且
つ
こ
れ
に
関

す
る
意
見
を
報
告
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
か
。
む
し
ろ
、
そ
れ
以
上
の
要
請
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
財
務
監
査
体
系
を
も
つ
の
で
あ
る
か
。

蓄
よ
そ
、
財
務
諸
表
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
会
計
年
度
中
の
帖
簿
記
録
と
そ
の
年
度
中
特
に
決
算
時
に
お
け
る
会
杜
経
営
者
の
会

計
的
判
断
に
よ
る
措
置
の
部
分
と
が
綜
合
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
だ
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
点
の
適
否
に
注
意
を
彿
は
ね
ば
決
算
書

類
の
監
査
と
し
て
は
充
分
な
効
果
は
皇
ま
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
の
帖
簿
記
録
に
は
会
計
的
判
断
を
加
昧
し
て
い
る
外
に
、
記
録
自
体



の
正
否
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
記
鋒
そ
の
も
の
の
正
否
と
は
、
そ
こ
に
不
正
叉
は
誤
謬
の
な
い
か
を
点
検
し
、
も
し
記
録
に
悪
意
の
不
正

が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
摘
発
し
、
ま
把
善
意
悪
意
を
問
は
す
誤
謬
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
発
見
し
て
記
録
を
訂
正
し
、
更
に
回
忌
に
お
い
て
か
か

る
不
正
誤
謬
の
発
生
す
る
こ
と
を
極
力
防
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
防
止
を
工
夫
す
る
こ
と
は
次
期
以
後
に
お
け
る
問
題
に
な
る
し
、
ま
だ
工
夫
を
す
る
こ
と
ま
で
も
監
査
役
の
職
務

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
工
夫
せ
ね
ば
次
期
以
後
の
決
算
時
に
再
び
前
期
同
様
に
不
正
と
誤
謬
の
有
無
を
点
思
し
て
、
記
録
の
正

否
を
み
る
と
い
う
手
数
を
反
覆
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
る
。
ま
π
、
次
期
以
後
に
お
い
て
、
前
期
と
同
種
の
不
正
誤
謬
が
な
く
別
の
種
類
の

も
の
が
発
生
す
れ
ば
、
果
だ
し
て
監
査
役
は
そ
の
有
無
を
長
槍
し
記
鋒
の
正
否
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
が

故
に
、
か
か
る
防
止
の
工
夫
に
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
監
査
役
の
職
務
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
己
の
職
務
を
忠
実
に
途
行
せ
ん
が
π
め
に

は
、
こ
れ
ら
を
財
務
監
査
体
系
に
織
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
不
正
誤
謬
の
あ
る
こ
と
や
記
録
の
正
否
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
は

帖
簿
記
録
の
脊
後
に
あ
る
事
実
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
株
圭
総
会
に
提
出
す
る
決
算
書
類
を
調
査
し

且
つ
意
見
を
報
告
す
る
に
は
決
算
書
類
の
形
成
せ
る
帖
簿
記
録
の
基
底
の
事
実
と
照
合
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
学
資
と
な
る
。
事
実
と
は
、

と
り
も
直
さ
す
会
杜
に
お
け
る
日
々
の
取
引
で
あ
り
、
業
務
括
動
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
決
算
書
類
の
監
査
に
は
業
務
監
査
を
伴
う
こ

と
に
な
っ
て
監
査
役
の
職
務
の
途
行
が
充
分
に
な
り
、
ま
だ
業
務
監
査
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
務
監
査
が
体
系
的
に
な
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
二
、
業
務
零
墨
の
重
要
性
と
常
任
監
査
役
　
謙
っ
て
、
改
正
商
注
第
二
七
四
條
の
規
定
を
み
る
に
、
監
査
役
は
現
行
商
法
の
如
く
取
締
役

に
営
業
の
報
告
を
求
め
得
な
い
が
、
（
一
）
何
時
で
も
会
計
の
帖
簿
及
び
書
類
の
閲
覧
も
謄
写
も
で
き
、
取
締
役
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
列
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我
國
の
監
査
役
の
現
胱
と
そ
の
批
鋼

を
求
め
得
る
上
に
、
（
二
）
監
査
役
が
自
己
の
職
務
を
群
行
す
る
π
め
に
は
会
肚
の
業
務
及
び
財
産
に
つ
い
て
の
調
査
が
で
き
る
と
定
め
て
い

る
。
し
だ
が
っ
て
、
業
務
監
督
は
監
査
役
の
職
務
か
ら
創
除
さ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
が
会
計
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
監
査
役
の
職
務
が

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
業
務
監
査
が
あ
る
所
以
は
一
言
せ
し
通
り
で
あ
る
が
、
端
的
に
は
、
財
務
監
査
体
系
と
し
て
（
イ
）
財
務
諸
表
監

査
、
（
ロ
）
会
計
に
関
す
る
業
務
監
査
、
（
ハ
）
業
務
監
督
の
う
ち
で
会
計
に
結
び
付
く
部
分
は
、
す
べ
て
監
査
の
体
系
に
包
括
さ
れ
、
監
査

役
の
職
務
領
域
に
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

　
監
査
理
論
か
ら
い
う
と
、
会
計
監
査
と
業
務
監
査
と
が
一
連
の
関
係
を
も
つ
て
体
系
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
に
も
拘
ら
す
、
改
正
商
法
は
決

算
晋
類
の
調
査
と
そ
の
意
見
報
告
、
つ
ま
り
会
計
監
査
に
該
当
す
る
部
分
を
監
査
役
の
絶
対
的
職
務
と
定
め
、
業
務
監
査
の
方
は
任
意
的
職

務
規
定
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
は
、
改
正
商
法
が
監
査
役
の
監
査
職
務
を
完
途
せ
し
め
る
に
足
る
体
制
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、
現
行
商
法
に
つ
い
て
も
同
じ
く
い
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
第
二
七
四
條
を
第
二
七
五
條
と
同
じ
く
絶
対
的
職
務
規
定
に
す
る
の
が
監
査
体
系
か
ら
い
っ
て
当
然
で
あ
る
。
ま
元
、
監
査
役

が
自
己
の
職
務
を
完
途
せ
ん
と
す
れ
ば
、
か
く
規
定
が
変
更
さ
れ
る
と
否
と
を
問
は
す
監
査
上
こ
れ
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
二
っ
て
監
査
役
に
対
し
て
何
ん
ら
の
過
重
な
職
務
を
附
加
す
る
も
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
商
法
は
勿
論
の
こ
と
、
改
正
商

法
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
任
意
な
職
務
規
定
に
と
ど
め
る
場
合
に
は
、
忠
実
な
る
監
査
役
に
は
無
難
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
然
ら
ざ
る
監

査
役
は
將
茉
に
お
い
て
も
從
前
に
多
か
つ
だ
形
式
的
な
表
面
上
の
監
査
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
会
杜
の
機
関
と
し
て
も
監
査
役
を
軽
質
せ
る

役
員
構
成
の
域
を
脱
し
な
い
結
果
を
繰
返
す
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
論
ず
る
の
は
、
改
正
商
法
の
第
二
七
四
條
の
監
査
体
系
化
の
だ
め
の
み
で
な
く
、
零
話
役
の
幾
人
か
を
常
任
監
査
役
に
せ
ざ
る
を
得

な
い
論
理
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
常
任
監
査
役
を
設
け
す
し
て
、
第
二
七
四
條
の
業
務
監
査
は
困
難
で
あ
り
、
不
可
能
に
近
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い
。
第
一
部
「
第
一
表
」
「
第
二
表
」
の
如
く
常
任
監
査
役
の
設
け
て
い
る
会
堂
数
が
比
軟
的
に
少
数
で
あ
る
の
に
鑑
み
て
、
第
二
七
四
條
の

規
定
は
現
実
に
即
下
し
す
ぎ
た
規
定
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
我
國
の
現
状
に
黒
し
な
い
規
定
を
以
っ
て
將
来
こ
れ
を
強
制
し
、
所
期
の
目

的
を
達
せ
ん
と
す
る
意
図
は
改
正
商
法
の
諸
所
に
示
せ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
す
、
監
査
役
に
つ
い
て
は
現
実
に
即
し
、

し
か
も
そ
れ
は
効
果
に
お
い
て
支
持
し
難
い
現
実
に
即
し
て
い
る
の
は
、
監
査
役
に
対
す
る
世
評
叉
は
與
論
を
そ
の
ま
ま
に
引
継
ぐ
こ
と
を

簡
接
的
に
認
め
た
の
と
同
様
で
あ
る
Q

　
第
山
部
「
第
四
表
」
の
如
く
、
事
務
関
係
者
に
し
て
監
査
役
迫
る
者
六
四
・
三
％
を
占
め
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
監
査
役
一
七
一
名
の
う
ち

八
五
名
つ
ま
り
約
牛
馬
が
役
員
の
経
験
者
で
あ
り
、
し
か
も
「
第
五
表
」
の
如
く
同
一
会
肚
の
役
員
の
前
歴
あ
る
監
査
役
三
二
．
九
％
、
其

他
関
係
会
杜
な
ど
の
役
員
の
前
歴
あ
る
監
査
役
一
六
・
五
％
、
他
会
杜
役
員
の
前
歴
あ
る
監
査
役
二
〇
・
○
％
を
占
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
が

、
監
査
の
効
果
を
挙
げ
得
ぬ
と
せ
ば
、
そ
の
大
き
い
禍
因
の
一
つ
は
常
任
盈
査
役
の
僅
少
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
断
る
ま
で
も
な
く
常
任
監
査

役
は
業
務
監
査
の
末
端
ま
で
実
施
す
る
か
否
か
は
別
で
あ
り
、
ま
た
前
記
の
如
く
監
査
途
行
量
に
調
和
し
な
い
監
査
役
陣
が
現
状
で
あ
る
か

・
ら
、
も
し
常
任
監
査
役
の
職
制
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
監
査
役
付
職
員
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
Q

　
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
が
任
意
で
あ
り
、
素
麺
の
監
査
に
対
す
る
認
識
が
一
般
に
低
調
で
あ
っ
た
た
め
に
、
監
査
役
中
か
ら
常
任
監
査
役
に

、
な
り
得
る
資
格
者
が
あ
る
に
拘
ら
す
、
こ
の
常
任
の
職
制
に
注
意
せ
す
、
ま
た
彼
等
を
他
会
杜
役
員
の
兼
任
、
官
騰
関
係
の
出
身
者
な
ど
の

監
査
役
と
同
一
硯
し
て
い
た
こ
と
は
反
省
す
べ
き
で
あ
る
Q

　
こ
の
意
昧
に
お
い
て
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
の
併
立
論
、
監
査
役
の
廃
止
論
叉
は
改
革
論
を
提
案
す
る
に
先
立
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸

点
に
つ
い
て
改
正
商
法
の
意
図
そ
の
も
の
を
反
省
し
、
会
杜
自
体
も
監
査
の
重
要
性
に
認
識
を
新
π
に
す
る
余
地
が
な
い
か
を
み
て
、
こ
れ

が
現
実
に
お
い
て
も
理
論
に
お
い
て
も
取
る
に
足
ら
汲
と
せ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
た
後
に
、
か
か
る
提
案
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼

一
〇
、
監
査
役
職
務
の
目
的
論
的
性
格

　
一
、
職
務
権
限
の
縮
減
の
必
然
性
　
筆
者
は
監
査
役
の
会
計
書
類
に
関
す
る
監
査
職
務
を
前
記
の
如
く
解
す
る
が
、
そ
の
見
解
の
如
何
を

問
は
す
、
監
査
役
が
会
計
監
査
を
杢
体
に
し
π
職
務
と
な
っ
た
セ
め
に
、
現
行
商
法
の
監
査
役
の
職
務
権
限
が
縮
減
さ
れ
だ
の
は
当
然
で
あ

・
る
。

　
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
は
（
一
）
株
価
総
会
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
臨
時
株
走
総
会
の
招
集
請
求
権
が
少
数
株
圭
に
與
え

て
い
る
に
も
拘
争
、
監
査
役
か
ら
は
・
れ
を
除
外
し
て
い
る
し
（
三
野
二
三
五
條
第
二
項
削
除
）
、
現
行
商
法
に
定
め
だ
総
会
著
録
の
署
名
の
義
務
は
免

除
さ
れ
（
改
第
二
四
四
條
）
、
総
会
招
集
の
手
続
叉
は
そ
の
決
議
の
方
法
が
法
令
定
款
に
反
し
だ
り
不
公
正
な
る
と
き
で
も
総
会
決
議
の
取
清
請

求
権
は
現
行
商
法
と
違
っ
て
除
外
し
て
い
る
（
改
第
二
四
七
條
）
が
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
同
様
に
（
二
）
取
締
役
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
例

え
ば
、
取
締
役
の
会
肚
と
の
自
己
取
引
に
つ
い
て
の
監
査
役
の
承
認
の
規
定
の
削
除
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
ま
た
取
締
役
に
欠
員
の
あ

っ
た
と
き
に
は
、
現
行
商
法
で
は
監
査
役
に
取
締
役
代
行
者
の
選
任
請
求
権
が
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
を
改
正
商
法
で
は
創
除
し
（
改
第
二
五
八
條
、
第
二
項
）
、

．
更
に
、
、
現
行
商
注
で
は
取
締
役
に
欠
員
の
あ
る
場
合
に
は
そ
の
代
行
者
と
し
て
選
任
さ
れ
得
る
が
、
改
正
商
法
で
は
こ
の
被
選
任
資
格
を
除

，
外
し
、
ま
た
監
査
役
の
独
立
の
職
務
を
途
行
ず
る
だ
め
取
締
役
叉
は
支
配
人
其
他
の
使
用
人
の
認
識
を
禁
じ
て
い
る
（
改
第
二
七
六
條
）
が
如
き

は
こ
の
例
で
あ
る
。
ま
だ
、
廣
く
（
四
）
会
杜
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
現
行
商
法
で
は
訴
に
対
す
る
畢
宿
代
表
の
規
定
が
あ
っ
た
の
が
、

改
正
商
法
で
は
創
除
し
、
こ
れ
に
代
え
て
監
査
役
の
連
帯
責
任
叉
は
取
締
役
と
の
連
帯
責
任
制
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
も
（
登
第
二
七
七
條
及
第
二
七
八
條
）
こ

め
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
く
職
務
権
限
が
縮
減
さ
れ
、
会
計
書
類
に
関
す
る
監
査
に
限
定
さ
れ
把
と
し
て
、
そ
れ
は
何
人
の
だ
め
に
行
う
の
で
あ
る
か
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は
問
題
で
あ
る
。
益
し
、
こ
の
見
解
の
如
何
が
監
査
役
に
対
す
る
廃
止
論
叉
は
改
革
論
、
公
認
会
計
士
と
の
併
立
論
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
監
査
理
論
か
ら
槍
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
取
締
役
と
の
比
軟
に
お
い
て
、
監
査
役
の
職
務
の
目
的

論
的
性
格
を
み
る
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　
二
、
監
査
役
の
職
務
遂
行
と
株
主
の
歯
釜
擁
護
　
監
査
役
は
取
締
役
と
同
様
に
株
主
総
会
で
選
任
さ
れ
る
（
改
第
二
八
○
條
及
第
二
五
四
條
）
。
し
か
し
、
取

締
役
と
会
肚
と
の
関
係
は
委
任
の
規
定
に
從
う
の
は
現
行
商
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
改
正
商
法
の
取
締
役
の
職
務
規
範
に
は
明
瞭
に
「
取
締

役
は
法
令
及
定
款
の
定
並
に
総
会
の
決
議
を
遵
守
し
櫓
脚
の
爲
忠
実
に
其
の
職
務
を
曲
行
す
る
義
務
を
負
う
」
（
黒
影
二
五
四
條
ノ
ニ
）
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
規
、
定
款
、
総
会
な
ど
の
基
本
的
規
定
と
方
針
と
に
よ
る
け
れ
ど
、
更
に
包
括
的
に
は
会
肚
自
体
の
た
め
に

職
務
を
途
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
把
が
つ
て
、
取
締
役
は
専
ら
株
圭
の
た
め
に
そ
の
職
務
を
逸
早
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
同
じ
く
会
杜
の
機
関
で
あ
る
監
査
役
は
同
じ
株
圭
総
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
な
が
ら
も
、
改
正
商
法
に
は
具
体
的
な
職
務

規
範
を
明
示
し
て
い
な
い
。
柁
だ
、
察
し
得
る
の
は
、
改
正
商
怯
第
二
七
五
條
に
よ
っ
て
、
株
圭
総
会
の
た
め
に
会
計
監
査
を
し
て
そ
の
報

告
の
義
務
を
負
う
の
み
で
あ
っ
て
、
第
二
七
四
條
は
そ
の
職
務
逮
行
の
前
提
と
し
て
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
雨
呈
せ
し
諸
種
の
論
拠
か

ら
し
て
、
第
二
七
五
條
が
株
宅
総
会
の
た
め
で
あ
れ
ば
第
二
七
四
條
も
同
様
に
株
重
総
会
の
静
め
で
あ
る
と
い
う
制
約
を
受
け
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
か
く
み
る
と
、
取
締
役
の
職
務
は
会
肚
そ
れ
自
体
の
蓮
営
を
第
一
位
に
置
く
の
に
対
し
て
、
監
査
役
は
株
主
総
会
を
第
一
位
に
し

て
そ
の
職
務
を
途
行
ず
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
は
、
監
査
役
の
職
務
の
目
的
論
的
性
格
は
株
老
の
利
盆
擁
護
の
だ
め
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
明
ら
か
に
傍
証
で
き
る
次
第
で
あ
る
。

　
い
ま
、
現
代
株
式
会
肚
の
國
民
経
済
組
織
に
お
け
る
利
害
関
係
者
暦
を
み
る
に
、
そ
れ
は
多
方
面
に
及
び
、
特
に
株
券
の
所
有
者
は
証
券

市
場
に
お
い
て
会
肚
の
所
有
分
を
表
示
せ
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
恰
も
商
品
の
如
く
責
買
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
に
即
せ
ば
、
現

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
判
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

代
の
監
査
役
の
職
務
は
株
素
の
み
な
ら
す
、
杜
債
権
者
並
に
そ
の
他
の
取
引
関
係
者
か
ら
廣
く
一
般
に
公
衆
に
及
ぶ
利
害
関
係
者
の
だ
め
に

づ
く
す
監
査
の
よ
う
に
直
ち
に
考
え
る
向
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
米
國
の
例
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
米
國
の
会
肚
に
お

い
て
は
一
般
に
監
査
役
に
つ
い
て
の
定
め
が
な
い
。
そ
の
把
め
に
独
立
の
公
認
会
計
士
叉
は
公
会
計
士
（
ぎ
自
o
b
Φ
鼠
①
ヨ
O
①
a
h
貯
α
℃
ロ
藍
。

卜
o
o
o
琶
雷
同
の
霞
勺
ロ
9
0
｝
0
8
8
寅
づ
努
）
に
よ
っ
て
財
務
監
査
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
が
米
國
証
券
取
引
委
員
会
（
Q
り
①
o
貫
達
需
鋤
民

肉
×
9
碧
ひ
q
o
O
o
日
巨
絡
。
ロ
ー
Q
っ
国
O
）
の
意
図
す
る
肚
会
的
な
外
部
利
害
関
係
者
の
た
め
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
更
に
分

は
弥
せ
ば
、
我
事
と
同
様
に
株
主
の
利
盆
擁
護
を
第
一
位
に
留
意
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

一
一
、
監
査
役
職
務
へ
の
財
務
監
査
論
的
傍
証

　
一
、
米
國
会
壮
法
の
株
主
叉
は
早
言
総
会
の
財
務
諸
報
告
書
の
提
出
　
垂
頚
で
は
普
通
法
に
て
株
主
の
利
器
を
保
護
す
る
建
前
か
ら
、
株

．
圭
に
会
肚
の
書
類
の
閲
覧
を
許
し
て
い
る
が
、
多
く
の
州
で
は
取
締
役
が
株
孟
に
会
杜
の
財
政
状
態
に
関
し
て
完
全
に
し
て
詳
細
な
る
報
告
、

つ
ま
り
か
な
り
立
入
つ
だ
報
告
を
勘
く
と
も
年
一
回
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
定
め
、
更
に
州
に
よ
っ
て
は
一
定
割
合
の
株
主
叉
は
一
定
株
式
数
を

，
所
有
す
る
株
主
が
会
杜
の
営
業
状
態
の
書
類
報
告
を
会
肚
叉
は
役
員
に
要
求
し
得
る
と
定
め
て
い
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
州
法

で
定
め
る
と
否
と
を
問
は
す
、
通
例
株
主
に
年
次
報
告
を
し
て
い
る
し
、
現
に
大
会
杜
の
多
数
は
そ
の
業
務
規
定
（
ξ
－
ぴ
碧
ω
）
で
取
締
役

会
が
会
杜
の
財
務
諸
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
定
時
株
主
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
花
、
報
告
を
軍
に
形
式
的
な
手

続
に
終
ら
す
、
そ
の
趣
旨
を
徹
底
せ
し
め
る
霞
め
に
、
株
主
総
会
の
開
催
日
一
定
日
以
前
に
各
株
主
に
財
務
諸
報
告
書
の
郵
心
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
業
務
規
定
も
あ
る
。

　
二
、
株
主
の
利
酒
擁
護
と
監
査
証
明
　
か
く
、
財
務
諸
報
告
書
を
ま
す
株
主
へ
提
出
す
る
こ
と
は
、
彼
等
の
利
盆
擁
護
の
方
法
と
し
て
認
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め
て
い
る
の
が
知
り
得
る
。
し
か
し
、
か
か
る
財
務
諸
報
告
書
は
そ
の
作
成
叉
は
提
出
な
ど
に
関
連
し
て
、
独
立
の
公
認
会
計
十
叉
は
公
会

計
士
の
監
査
を
受
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
業
務
規
定
に
特
に
定
め
の
な
い
か
ぎ
り
は
畜
生
が
選
任
せ
る
独
立
の
公
会

計
士
の
監
査
証
明
の
添
付
せ
ね
ば
な
ら
繊
と
す
る
州
（
野
望
ω
覧
露
骨
騨
）
が
あ
り
、
ま
把
会
肚
の
財
政
状
態
を
確
め
る
た
め
に
株
束
総
数
の
二

五
％
叉
は
株
式
資
本
の
二
五
％
を
所
有
す
る
株
束
が
要
求
す
る
場
合
に
は
会
堂
の
役
員
は
会
批
の
す
べ
て
の
帖
簿
書
類
の
監
査
を
受
け
る
義

務
が
あ
る
旨
を
定
め
る
州
（
7
【
O
門
什
げ
O
帥
居
O
嵩
口
β
◎
）
も
あ
る
。
ま
た
、
監
査
証
明
の
内
容
を
か
な
り
詳
細
に
具
体
的
に
規
定
し
て
、
こ
れ
を
命

じ
て
い
る
州
（
ζ
僧
の
ω
鋤
O
ゴ
G
の
Φ
け
什
ω
）
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
具
体
的
規
定
と
は
会
肚
の
年
次
財
務
諸
報
告
書
は
株
主
が
選
任
し
た
監
査
人

の
監
査
証
明
を
添
付
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
当
該
財
務
諸
報
告
書
の
已
載
事
項
が
監
査
時
に
お
い
て
会
杜
の
帖
簿
に
記
載
し
て
あ

っ
て
、
そ
れ
が
会
肚
の
眞
実
の
状
態
た
る
こ
と
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
当
該
会
肚
の
発
行
せ
る
証
券
が
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る

と
き
は
、
公
会
計
士
に
よ
る
監
査
は
取
引
所
の
規
則
に
よ
っ
て
監
査
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
一
見
監
査
の
実
害
的
限
度
で
あ
る
が
如
き

規
定
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
い
う
公
会
計
士
と
は
、
米
國
の
財
務
監
査
理
論
か
ら
い
っ
て
、
利
害
関
係
者
と
し
て
当
該
会
杜
と
は
独
立
し
泥
公
認
会
計
士
及

び
公
会
計
士
を
包
括
す
る
も
の
と
解
し
得
る
し
、
ま
た
監
査
の
実
施
に
つ
い
て
も
そ
の
意
見
の
表
明
に
つ
い
て
も
、
株
主
問
に
派
閥
が
あ
れ

ば
、
そ
の
一
方
的
な
利
害
関
係
者
に
偏
し
な
い
独
立
の
立
場
で
行
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
か
か
る
立
場
で
盈
査
す
る
公
会
計
士
の
選
任
は
、
株
生
に
よ
っ
て
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
時
に
は
取
締
役
会

が
自
己
の
責
任
で
選
任
し
て
、
そ
の
選
任
の
顛
末
の
報
告
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
執
行
取
締
役
以
外
の
取
締
役
が
監
査
人
の
詮

衝
委
員
会
を
組
織
し
て
、
同
委
員
会
で
そ
の
選
任
か
ら
監
査
契
約
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
得
る
。
（
ご
0
8
簿
P
ψ
冒
津
曾
瞬
ぎ
》
＆
一
江
轟
き
α

幻
⑦
b
o
昆
躍
・
1
『
驚
き
9
↓
・
妻
‘
O
o
暮
Φ
白
b
o
鑓
q
》
8
0
巨
二
昌
Φ
q
」
逡
9
0
ド
H
H
・
）
だ
か
ら
、
株
束
以
外
に
選
出
の
母
体
が
あ
る
訳
で
め
る
が
、

　
　
　
我
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め
と
証
券
投
資
家
贋
全
体
に
亘
る
肚
会
的
な
る
関
係
者
の
π
め
の
問
題
が
混
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Q
そ
の
諸
鐙
で
、
い
ま
少
し
く
米
國

な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
欝
欝
の
会
肚
で
は
二
つ
の
問
題
が
同
時
に
混
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
務
監
査
を
す
る
の
は
株
主
の
π
．

こ
の
事
実
を
以
っ
て
監
査
人
だ
る
公
認
会
計
士
叉
は
公
会
計
士
は
、
株
主
の
た
め
の
監
査
を
第
一
位
に
し
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
何
故

L　年次決算報告書に監査人の監査を受け，その監査の意見書を入
　手した揚合には，これを年次決算報告書に添付の上，株主に途付
　するか

る
い
答

す
臆
面

側
付

途
途
無

　計数
　　25
・・…　31

…一　16

％
3
5
4
3
2
2

72杜　　100％

II．　株主に年次決算の報告をするに際して，下記の如くすること
　についての意見如何
　　　（a）　年次決算報告書のすべてに独立の監査人が署名する
　　　　　ことについての可否

　　　　　　　　　　就数
署名するを可……・・…　…・21

必ずしも可ではない・一・…45

不可…一…・・5
無回答…………　・・1

％
2
9
6
3
7
1

　　　　　　　　　　　　72耐：　100％

（b）　年次決算報告書のすべてに独立の監査人が事前監査
　するととについての可否

　　　　　　　　　　磁
事前監査するのが可・・…・46
必ずしも可ではなVi・…　　16

不　　　可…一　　　　…　4
無回答…………・・…・6

％
6
4
2
2
6
8

72耐：　100％

（c）　主なる株主に対して，監査報告書に設明文を挿入し
　て判り易くするととについての可否
　　　　　　　　　　　　命数　　　％
　　判り易くするのが可………14　　19
　　必ずしも可ではない………51　　71

　　不可…………………23
　　無回答：…………・…・…・5　7
　　　　　　　　　　　　72杜　　100％

（d）　株主に監査報告書を途付するが，その蝪合に同報告
　書に株主の所見を記入できるように室白を設けることに
　ついての可否

　　　　　　　　　　肚数
室白を設けるのが可・・……　5

必ずしも可ではない・一…53

不可・…・………・…9
無回答…………・・…5

％
7
処
1
2
7

72杜　　100％

III．　経営者は1948年の年次決算報告書に会肚歌況の約幾割位を記
載したと考えるか
　　　　　　　　　　　　　　　並数
　　　　概況100％を記載した……64
　　　　歌況50－90％を記載した…　3
　　　　無回答：…………・；……・5
　　　　　　　　　　　　　　　72耐：

　％
89　・

　4
　7
100％
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で
も
株
主
の
利
盆
擁
護
を
第
一
位
に
し
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
設
い
。

　
米
蔵
の
証
券
資
本
制
経
済
肚
会
の
発
展
に
つ
れ
て
、
財
務
監
査
だ
る
外
部
監
査
が
証
券
投
資
家
贋
そ
の
他
杜
会
的
利
害
関
係
者
の
だ
め
に

盆
々
重
要
性
を
加
え
つ
つ
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
で
は
株
主
と
の
内
面
的
な
関
係
に
お
い
て
外
部
監
査
だ
る
財
務
監

査
が
依
然
と
し
て
本
然
的
な
重
要
性
を
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
一
九
四
八
年
に
お
け
る
工
業
会
肚
七
二
肚
の
調
査
の
抜
粋
に

よ
っ
て
も
知
り
得
る
つ
調
査
は
監
査
人
問
題
の
各
般
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
に
は
関
係
あ
る
も
の
を
み
る
と
前
言
の
如
く
で
あ
る
。

（
竃
。
膏
石
ロ
①
審
O
‘
国
己
目
糞
肉
9
Φ
o
剛
昏
o
H
ロ
幽
房
け
二
毘
O
o
6
Q
冨
瓜
8
、
ω
臣
昌
昌
信
箪
即
8
0
誹
8
腎
ω
ω
8
0
貯
9
匡
曾
9
一
↓
冨
〉
β
島
8
厨
、
幻
。
δ
言

酔
ず
Φ
勺
擁
O
b
胃
鋤
菖
O
旨
ω
O
h
》
口
旨
置
四
一
菊
O
b
O
詳
ω
り
月
げ
⑦
　
客
角
ロ
鎖
伽
q
O
昌
口
Φ
ロ
け
切
①
ぐ
一
〇
宅
暫
Q
り
Φ
弓
け
・
H
㊤
切
O
・
に
よ
る
Q
）

　
か
く
の
如
く
、
米
國
に
お
い
て
S
E
C
に
よ
る
公
的
監
督
が
あ
り
、
そ
の
下
で
独
立
の
公
認
会
計
士
又
は
公
会
計
士
に
よ
る
会
計
監
査
を

し
て
い
る
に
も
拘
ら
す
、
株
主
に
対
す
る
利
害
関
係
を
他
の
杜
会
的
利
害
関
係
者
よ
り
も
如
何
に
重
要
覗
し
て
い
る
か
が
看
取
で
き
る
。
ま

お
、
こ
の
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
な
い
が
、
公
認
会
計
士
叉
は
公
会
計
士
の
監
査
報
告
書
に
対
し
て
監
査
に
つ
い
て
の
質
疑
に
答
遣
せ
し
め

る
た
め
に
株
主
総
会
に
彼
等
を
出
席
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
権
威
あ
る
意
見
と
し
て
発
表
し
て
い
る
位
で
あ
る
。
（
切
『
0
9
α
愉
一
ぴ
一
畠
。
O
ゴ
．
H
一
．
）
財

務
監
査
理
論
の
み
な
ら
す
、
こ
の
現
実
は
財
務
監
査
の
本
質
的
な
任
務
が
株
主
の
利
盆
擁
護
に
あ
る
こ
と
を
、
意
識
的
た
る
と
然
ら
ざ
る
と

を
問
は
す
、
反
映
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ら
う
。
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】
二
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
の
併
立
の
矛
盾

　
一
、
公
認
会
計
士
の
監
査
制
度
と
監
査
役
存
続
の
意
義
　
元
に
帰
る
が
、
我
國
で
は
監
査
役
の
職
務
を
限
定
し
て
も
、

ら
向
後
を
推
察
せ
ば
、
．
そ
の
職
務
犯
行
に
能
力
あ
る
者
と
そ
の
途
行
の
困
難
な
事
情
に
あ
る
者
と
が
あ
る
。
た
ま
だ
ま
、

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

監
査
役
の
現
状
か

公
認
会
計
士
が
そ



　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
列

の
数
を
増
加
し
つ
つ
あ
る
か
ら
、
か
か
る
糖
蜜
的
職
業
家
に
よ
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
監
査
役
の
廃
止
論
の
有
力
な
根
拠
の
生

じ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
公
認
会
計
＋
が
独
立
の
立
場
に
お
い
て
監
査
す
る
に
必
要
な
企
業
会
計
原
則
の
確
立
、
監
査
基
準
、
監
査
実
施
準
則
な
ど
の
会
計
的
肚
会

規
範
の
制
定
を
み
、
会
計
監
査
制
度
の
確
立
す
る
方
向
が
緒
に
つ
き
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
密
接
な
関
係
に
お
い
て
証
券
取
引
法
並
に

そ
れ
に
よ
る
証
券
取
引
委
員
会
に
よ
っ
て
、
公
的
監
督
叉
は
読
会
的
取
締
制
度
が
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
有
償
証
券
を
募
集
責
出
し
た
株
式

会
肚
に
は
、
毎
事
業
年
度
の
「
有
償
証
券
報
告
書
」
を
同
委
員
会
に
提
出
せ
し
め
、
上
場
有
線
証
券
の
発
行
会
杜
に
は
、
毎
事
業
年
度
の

「
上
場
有
債
証
券
報
告
書
」
を
上
場
せ
る
取
引
所
と
そ
の
写
し
を
同
委
員
会
に
提
出
せ
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
関
連
し

て
提
出
す
る
貸
借
対
照
表
、
損
盆
計
算
書
ハ
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
は
、
既
に
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
」
の
制
定
を
み
て
い
る
。
し
か
も
、
証
券
取
引
怯
第
一
九
三
條
の
二
に
よ
っ
て
、
財
務
関
係
の
書
類
は
公
認
会
計
士
の
監

査
証
明
の
あ
る
こ
と
を
命
ず
る
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
が
近
い
將
束
に
実
施
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
か
く
の
如
く
、
我
國
で
公
的
監
督
叉
は
吐
会
的
取
締
制
度
が
確
立
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
運
用
に
必
要
な
肚
会
的
会
計
規

範
が
で
き
つ
つ
あ
り
と
す
れ
ば
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
の
売
立
す
る
土
合
に
つ
い
て
は
意
見
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

傾
向
を
見
透
す
場
合
は
公
認
会
計
士
に
専
ら
監
査
を
担
当
せ
し
め
監
査
役
の
廃
止
を
提
案
さ
れ
た
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
監
査
役
の
改
革
案

が
拙
る
の
も
必
然
の
帰
趨
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
の
併
立
を
支
持
す
る
意
見
は
少
数
を
除
い
て
は
み
な
い
。
法
規
上
の
問
題
と
し
て
、
取
締
役
は
株

宅
総
会
の
二
週
間
前
に
会
計
に
関
す
る
書
類
を
監
査
役
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
澱
が
（
改
第
二
八
一
條
）
、
株
主
名
簿
閉
鎖
が
六
〇
日
を
限
度
と
し

て
い
る
か
ら
、
こ
の
間
に
監
査
役
の
監
査
と
公
灘
会
計
士
の
監
査
と
が
で
き
る
か
否
か
、
更
に
証
券
取
引
法
は
「
有
儂
証
券
報
告
書
」
「
上
場
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有
償
証
券
報
告
書
し
は
い
つ
れ
も
毎
嚢
度
経
過
後
二
ヶ
月
以
内
に
提
出
を
命
じ
て
い
る
（
証
取
法
第
二
四
條
及
第
二
八
條
）
。
こ
れ
に
公
認
会
計
士
の
監
査

証
明
を
強
要
し
た
場
合
に
は
、
監
査
実
施
期
間
か
ら
い
っ
て
両
者
の
併
立
は
現
実
に
困
難
で
あ
り
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
併

立
的
措
置
に
清
極
的
意
見
を
提
案
す
る
も
の
が
あ
る
Q

　
し
か
し
、
監
査
理
論
か
ら
こ
の
意
見
を
み
れ
ば
監
査
の
職
務
途
器
量
と
軟
べ
て
短
期
に
過
ぐ
る
と
い
う
問
題
に
あ
る
が
、
公
認
会
計
士
も

箪
に
一
人
を
以
っ
て
調
査
す
る
と
は
い
え
す
、
補
助
者
の
使
用
も
あ
り
、
更
に
は
予
備
的
監
査
の
方
法
も
あ
る
。
同
様
に
、
現
実
に
内
規
の

変
更
も
な
く
併
嘉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
盈
査
役
の
う
ち
常
任
監
査
役
に
よ
っ
て
常
時
盈
査
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
困
難
叉
は
不
可
能

に
近
い
と
は
い
ひ
得
な
い
。
か
る
が
故
に
、
監
査
理
論
か
ら
法
規
を
解
せ
ば
、
こ
の
論
拠
は
比
較
的
に
薄
弱
と
な
る
。

　
二
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
の
意
見
対
立
　
筆
者
は
別
に
次
の
如
き
理
由
か
ら
、
併
立
を
反
対
す
る
。
そ
れ
は
、
監
査
役
の
繕
対
的
職

務
は
決
算
書
類
を
調
査
し
て
、
そ
の
意
見
を
株
圭
総
会
で
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
見
と
は
軍
に
取
締
役
の
提
出
し
π
快
算
書
類
に
無
批

判
的
な
讃
意
を
表
明
す
る
が
如
き
は
、
監
査
思
想
の
普
及
に
つ
れ
て
許
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
述
の
如
く
決
算
書
類
の
作
成
ま
で
に

は
、
会
計
帖
簿
の
記
録
と
会
計
年
度
中
型
に
決
算
期
末
に
お
け
る
経
営
者
の
会
計
的
判
断
を
加
諾
し
π
会
計
処
理
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
ら

に
対
す
る
監
査
役
の
調
査
上
に
お
け
る
意
見
を
表
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
一
方
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
は
、
現
段
階
の
肚
会
的

会
計
規
範
で
は
、
監
査
基
準
に
監
査
報
告
基
準
が
制
定
せ
る
程
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
扱
上
の
方
針
は
具
体
化
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
、
か

か
る
現
段
階
の
範
囲
内
か
ら
し
て
も
、
監
査
証
明
に
は
監
査
概
要
と
監
査
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
は
絶
対
的
要
件
で
あ
る
。
ま
た
監
査
に

よ
る
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
が
表
明
さ
れ
ね
ば
公
認
会
計
士
の
監
査
的
意
義
は
溝
失
し
π
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

　
そ
こ
で
、
早
立
す
る
場
合
に
は
、
監
査
役
の
意
見
報
告
と
公
認
会
計
士
の
意
見
表
明
と
の
二
者
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
も
し
、
二
者
の
意
見

が
偶
然
に
同
一
叉
は
同
一
に
近
い
符
合
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
し
か
る
に
、
意
見
に
一
致
を
み
す
、
そ
れ
が
対
立
的
な
意
見
を
開
陳
し
淀

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
鋼
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
到

と
せ
ば
そ
の
影
響
は
如
何
に
な
る
の
か
。
株
主
総
会
で
監
査
役
の
意
見
の
報
告
を
受
け
、
町
会
的
に
は
投
資
家
層
と
し
て
叉
は
各
種
の
利
害

関
係
者
と
共
に
公
認
会
計
士
の
意
見
を
み
る
と
き
、
果
た
し
て
い
つ
れ
を
五
っ
て
適
正
と
み
る
の
か
。
監
査
役
と
公
認
会
計
士
と
は
さ
ま
ざ

ま
な
事
情
と
視
野
及
び
観
点
で
意
見
の
岐
れ
る
こ
と
を
酌
量
し
て
読
取
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
選
択
に
当
惑
す
る
の
は
投
資
家
贋
で
あ
り
杜

会
的
利
害
関
係
者
で
あ
る
。
本
来
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
証
明
は
会
肚
の
財
務
事
情
を
専
門
的
能
力
あ
る
者
に
適
正
に
批
判
せ
し
め
、

そ
れ
を
投
資
家
受
認
は
杜
会
的
利
害
関
係
人
に
読
取
ら
せ
て
、
各
人
の
立
場
か
ら
被
監
査
会
杜
を
判
断
す
る
資
料
の
充
実
せ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
企
図
す
る
目
的
と
は
逆
に
当
惑
の
禍
因
と
な
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
筆
者
は
監
査
役
と
公

認
会
計
士
と
が
併
立
す
る
こ
と
の
無
意
義
を
強
調
し
だ
い
の
で
あ
る
。

　
三
、
ナ
チ
ス
株
式
法
の
陣
立
可
能
の
理
由
　
も
っ
と
も
、
か
く
い
え
ば
一
九
三
七
年
ナ
チ
ス
株
式
法
（
O
Φ
ω
Φ
自
口
σ
曾
》
さ
窪
σ
q
①
ω
Φ
目
ω
。
冨
津

ロ
●
閑
。
日
日
p
⇒
主
導
＄
Φ
房
。
冨
h
け
僧
珪
b
匠
窪
・
》
葬
δ
ロ
α
q
⑦
器
け
N
）
及
び
同
施
行
法
に
よ
る
経
営
槍
風
隠
叉
は
法
人
経
営
留
置
士
が
決
算
槍
査
士
に

な
り
、
他
方
に
は
最
低
限
の
員
数
と
資
本
額
に
興
じ
把
最
高
限
の
員
数
ま
で
定
め
だ
監
査
役
を
規
定
し
、
両
者
を
思
立
さ
せ
把
監
査
の
事
実

を
以
っ
て
反
証
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
別
の
機
会
で
触
れ
π
か
ら
再
論
を
さ
け
て
、
監
査
意
見
に
つ
い

て
か
か
る
反
論
が
我
國
に
要
当
し
な
い
理
由
を
明
か
に
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
ナ
チ
ス
株
式
注
の
強
制
監
査
と
い
う
の
は
、
取
締
役
が
株
主
総
会
に
決
算
書
類
を
提
出
す
る
以
前
に
監
査
役
の
監
査
を
受
け
る
が
、
そ
れ

よ
り
も
更
に
先
立
っ
て
株
主
総
会
で
雪
雲
年
度
中
に
選
定
し
た
決
算
槍
要
素
に
よ
っ
て
監
査
を
受
け
ね
ば
、
そ
の
決
算
書
類
が
無
効
と
な
る

点
に
由
束
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
決
算
槍
査
士
は
総
会
で
選
定
さ
れ
る
が
、
取
締
役
が
決
算
土
塁
士
に
監
査
を
委
任
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

か
か
る
決
算
槍
学
士
は
決
算
書
類
の
検
査
は
勿
論
の
こ
と
、
特
に
現
金
有
債
証
券
及
び
商
品
の
在
高
の
受
槍
を
認
め
、
槍
査
士
の
必
要
と
す

る
設
明
と
証
拠
の
提
示
を
要
求
し
得
る
点
な
ど
ま
で
株
式
法
（
第
；
天
條
第
一
項
）
で
規
定
し
て
い
る
が
、
．
そ
の
槍
査
に
際
し
て
決
算
槍
査
士
と
取
締
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役
と
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
と
、
審
判
所
（
ω
b
同
q
O
ゴ
ω
け
Φ
一
一
Φ
）
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
決
定
に
対
し
て
は
裁
判
所
も
税
務
官
聴
な
・

ど
も
覆
す
こ
と
が
で
き
ぬ
機
構
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
決
算
槍
査
士
の
意
見
が
ナ
チ
ス
統
制
経
済
観
を
も
つ
て
調
整
さ
れ
て
く
る
途
の
あ

る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
決
算
槍
査
士
の
監
査
の
結
果
は
、
（
イ
）
鑑
査
報
告
書
（
筆
墨
ロ
ロ
ひ
q
ω
σ
Φ
ユ
。
客
）
と
（
ロ
）
槍
査
意
見
書
（
じ
口
Φ
ω
鋏
氏
ゆ
q
琶
σ
Q
ω
＜
Φ
『
日
Φ
爵
）

と
し
て
提
出
す
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
監
査
実
施
の
概
要
を
内
容
と
し
、
取
締
役
と
監
査
役
に
提
出
す
る
。
後
者
は
年
次
決
算
書
類
に
附
記

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
公
示
性
が
大
き
く
、
強
制
監
査
の
杜
会
的
意
義
を
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
Q
こ
の
う
ち
監
査
役
は
決
算
槍
志
士
か
ら
受

け
欝
欝
査
報
告
書
と
は
別
に
監
査
役
の
立
揚
か
ら
重
複
し
て
監
査
す
る
領
域
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
利
福
処
分
案
を
槍
べ
、
取
締
役
の
業

務
状
態
と
取
締
役
の
帖
簿
管
理
の
状
態
な
ど
を
監
査
し
、
そ
し
て
株
主
総
会
へ
は
監
査
し
π
方
法
と
範
囲
に
つ
い
て
も
併
せ
て
報
告
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
π
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
業
務
監
査
叉
は
業
務
監
督
に
該
当
す
る
部
分
が
か
な
り
多
く
含
ま
れ
て
く
る
が
、
会
計
監
査
に
該

当
す
る
部
分
に
は
重
複
し
て
盈
査
し
把
か
技
監
査
を
し
た
か
叉
は
決
算
書
査
士
か
ら
受
け
π
槍
査
報
告
書
に
依
る
に
と
ど
め
た
か
を
報
告
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
Q

　
監
査
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
規
定
が
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
監
査
役
の
技
能
に
は
何
に
ら
の
指
示
が
な
い
。
そ
こ
で
決
算
槍
壮
士
の
意
見
と

取
締
役
の
意
見
の
相
遠
は
既
に
槍
査
の
途
上
で
調
整
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
で
も
決
算
槍
査
士
に
異
議
あ
れ
ば
槍
査
の
継
続
の
拒
絶
も
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
統
制
経
済
的
に
一
種
の
國
家
監
督
の
代
行
機
関
に
類
す
る
よ
う
な
意
見
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
監
査
役
は

別
に
意
見
を
株
束
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
監
査
役
は
自
ら
そ
の
調
整
も
で
き
、
ま
た
槍
査
報
告
書
に
よ
る
と
き
は
、
決
算
槍

査
士
の
意
見
は
同
時
に
監
査
役
意
見
に
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
か
か
る
理
由
で
、
ナ
チ
ス
株
式
法
で
は
監
査
役
と
決
算
精
査
士
と
が
併
立
し
て
も
、
我
國
が
近
く
逢
着
す
る
よ
う
な
意
見
対
立
の
当
惑
を

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

外
部
に
波
及
せ
し
め
る
の
を
監
査
制
度
自
体
に
よ
っ
て
調
整
で
き
て
い
る
。
ま
し
て
、
こ
れ
が
外
部
に
波
及
す
る
に
し
て
も
、
公
認
優
先
の

理
念
に
よ
っ
て
、
目
下
我
國
で
問
題
に
な
ら
ん
と
懸
念
す
る
投
資
家
層
叉
は
肚
会
的
利
害
関
係
者
の
当
惑
の
弊
害
と
は
根
本
的
に
性
質
を
異

に
し
て
い
る
。
故
に
、
ナ
チ
ス
株
式
法
で
は
併
立
に
皮
障
は
少
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
，
我
國
の
出
立
は
表
面
的
に
は
こ
れ
と
類

似
し
て
も
、
そ
れ
は
相
算
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
國
の
場
合
は
勘
く
と
も
証
券
取
引
法
に
関
係
あ
る
株
式
会
席
に
つ
い
て
は
何
に
ら
か
の
方

法
で
併
立
を
さ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
監
査
理
論
か
ら
し
て
も
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

＝
ご
、
監
査
役
慶
止
論
及
び
改
革
論
の
課
題

　
．
論
拠
に
お
い
て
は
相
違
す
る
が
、
監
査
役
と
公
認
会
計
士
の
併
立
す
る
場
合
に
は
そ
の
提
案
は
監
査
役
の
廃
止
論
に
偏
し
易
い
傾
向
に
あ

る
。
ま
た
、
頂
立
の
場
合
を
取
上
げ
す
に
、
公
認
会
計
士
の
職
能
に
着
目
し
て
直
ち
に
監
査
役
の
廃
止
論
を
提
案
す
る
場
合
も
見
受
け
る
。

し
か
し
、
監
査
役
の
廃
止
論
を
支
持
す
る
た
め
に
は
黒
く
と
も
次
の
諸
点
を
究
め
ね
ば
、
そ
の
論
旨
は
充
分
で
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
一
、
株
主
の
た
め
の
監
査
と
融
会
の
た
め
の
監
査
　
お
よ
そ
、
右
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
傾
向
は
強
制
監
査
を
前
提
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
ま
た
農
会
的
な
監
査
体
系
が
醸
成
し
、
一
種
の
強
制
的
肚
会
監
査
制
度
の
確
立
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
認
め
て
成
り
立
つ
提
案
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
証
券
取
引
委
員
会
並
に
上
場
せ
る
証
券
取
引
所
に
提
出
す
る
財
務
諸
表
に
対
す
る
監
査
問
題
で
あ
る
が
、
監
査
役

に
つ
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
株
主
総
会
に
提
出
す
る
年
次
決
算
の
財
務
諸
表
つ
ま
り
会
計
に
関
す
る
監
査
問
題
で
あ
る
。
前
者
の

問
題
は
後
者
と
同
一
で
は
な
い
。
だ
だ
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
は
実
質
的
に
年
次
決
算
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
行
は
ざ
る
を
得
な
い
か

ら
、
異
る
問
題
を
同
一
の
如
く
取
扱
ひ
、
そ
れ
に
件
っ
て
監
査
役
の
不
要
を
提
案
す
る
に
外
な
ら
組
。

　
い
ま
、
こ
の
提
案
の
立
論
の
構
想
を
認
め
る
と
し
て
、
既
に
か
か
る
監
査
は
杜
会
的
な
投
資
家
層
の
π
め
に
行
う
こ
と
に
あ
る
が
、
先
に
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傍
証
し
把
如
く
米
國
に
お
い
て
す
ら
、
未
だ
財
務
監
査
が
株
虫
の
だ
め
と
い
う
本
質
的
機
能
が
深
く
か
く
さ
れ
て
潜
ん
で
い
る
。
ま
し
て
や

我
國
の
改
正
商
法
で
は
取
締
役
の
職
務
規
範
と
異
る
規
範
が
監
査
役
に
あ
っ
て
、
注
早
上
は
株
圭
の
利
盆
擁
護
の
職
務
と
も
い
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
が
現
実
に
あ
り
な
が
ら
も
、
何
故
に
杜
会
的
投
厨
家
暦
全
般
の
た
め
と
い
う
覗
点
に
切
替
え
だ
立
論
を
以
っ
て
提

案
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
。
換
言
せ
ば
、
「
株
主
の
利
釜
擁
護
の
監
査
」
と
「
杜
会
的
投
資
家
屑
全
般
の
利
盆
擁
護
の
監
査
」
と
は
、
監
査
理

論
か
ら
み
て
如
何
な
る
蓮
関
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
の
点
に
論
理
の
飛
躍
が
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
べ
き
は
一
つ
の
研
究
課

題
で
あ
る
。

　
二
、
主
張
、
の
対
象
た
る
株
式
会
議
の
確
定
　
い
ま
、
監
査
役
の
廃
止
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
株
式
会
杜
は
、
証
券
取
引
法
に
よ
る
会
肚

，
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
大
規
模
の
株
式
会
杜
に
属
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
我
國
の
株
式
会
肚
に
は
か
か
る
も
の
以
外
に
中
小
規
模
に
属
す
る

・
多
数
の
株
式
会
杜
が
あ
る
。
そ
こ
で
監
査
役
の
廃
止
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
株
式
．
虚
構
に
ま
で
そ
の
提
案
を
拡
張
ず
る
の
で
あ
る
の
か
。
か

か
る
拡
張
的
な
提
案
は
現
実
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
不
可
能
事
で
あ
る
。
も
し
、
左
標
で
あ
る
と
せ
ば
こ
れ
に
は
監
査
役
の
存
続
を
認
め
ね
ば

な
ら
滋
。
大
規
模
の
株
式
会
杜
に
は
監
査
役
の
廃
止
論
を
支
持
し
、
中
小
規
模
の
株
式
会
杜
に
は
監
査
役
の
存
続
を
認
め
る
の
は
、
一
見
理

論
の
不
透
徹
が
潜
め
る
が
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
行
商
法
も
改
正
補
注
も
経
済
的
意
義
の
異
る
二
つ
の
企
業
形
態
を
同
一
の
法
規
に
お

い
て
劃
一
的
に
規
定
し
た
と
こ
ろ
に
禍
因
が
あ
る
の
で
あ
る
Q

　
そ
こ
で
、
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
に
は
監
査
役
の
存
続
を
認
め
る
と
せ
ば
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
存
続
せ
し
め
る
の
か
。
大
規
模
の
株
式

会
肚
は
監
査
機
能
を
充
分
に
発
揮
せ
ん
が
た
め
に
監
査
役
の
廃
止
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
対
比
し
て
監
査
役
を
存
続
を
せ
し

め
な
が
ら
、
中
小
規
模
の
株
式
会
杜
の
監
査
機
能
を
発
揮
す
る
に
は
、
監
査
役
の
現
状
か
ら
鑑
み
て
如
何
な
る
問
題
を
会
計
監
査
理
論
か
ら

向
後
は
要
請
す
る
べ
き
で
あ
る
か
Q
こ
れ
ら
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
監
査
役
の
改
革
論
と
な
り
得
る
と
思
う
Q

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
朕
と
そ
の
批
剣
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
」
と
そ
の
批
剣

以
上
の
如
き
諸
点
に
つ
い
て
の
課
題
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
監
査
役
廃
止
論
を
筆
者
侭
麦
持
し
得
る
の
で
あ
る
。

一
四
、
祉
會
的
監
査
制
度
と
監
査
役
慶
止
論
批
到

　
前
項
に
お
い
て
指
摘
し
た
「
株
主
の
利
盆
擁
護
の
監
査
」
か
ら
「
照
会
的
投
資
家
屠
全
般
の
利
盆
擁
護
の
監
査
」
へ
の
韓
換
に
つ
い
て
、

ま
す
論
証
し
た
い
。

　
既
に
改
正
商
法
に
て
監
査
役
の
職
務
規
範
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
株
主
総
会
の
だ
め
で
あ
り
具
体
的
に
は
株
主
の
利
盆
擁
護
の
π
め
に

役
立
つ
監
査
で
あ
る
こ
と
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
商
法
か
ら
離
れ
て
会
計
理
論
か
ら
み
て
も
次
の
如
く
論
証
し

得
る
。

　
そ
れ
は
現
代
文
本
不
義
金
環
済
肚
会
組
織
に
お
け
る
企
業
は
、
企
業
資
本
の
循
環
に
よ
っ
て
経
済
活
動
を
し
、
そ
し
て
利
潤
の
追
求
と
獲

得
を
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
、
そ
の
企
業
資
本
の
循
環
過
程
に
お
い
て
追
求
し
獲
得
し
だ
利
潤
並
に
資
本
循
環
過
程
内
に
停
滞
せ
る
部
分
を

債
値
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
計
算
思
考
の
具
現
し
だ
の
が
企
業
会
計
で
あ
る
。
だ
が
、
企
業
会
計
と
な
つ
π
思
考
の
根
底
に
は
、
企
業
資
本

つ
ま
り
自
己
煮
凝
及
び
悟
入
資
本
の
す
べ
て
が
押
韻
し
獲
得
し
た
利
潤
の
償
値
的
把
握
を
念
願
す
る
の
で
な
い
。
ま
だ
資
本
循
環
過
程
に
停

滞
す
る
部
分
は
そ
れ
が
自
己
資
本
と
書
入
資
本
と
の
い
つ
れ
か
ら
韓
化
し
て
い
る
か
は
明
瞭
に
で
き
ぬ
け
れ
ど
、
そ
の
資
本
の
源
泉
に
つ
い

て
は
他
人
資
本
と
自
己
資
本
と
を
区
別
し
て
計
算
し
表
示
せ
ん
と
し
て
い
る
。
か
く
て
、
企
業
資
本
の
循
環
と
し
て
の
企
業
の
経
済
活
動
を

把
握
す
る
と
は
い
え
、
自
已
資
本
を
骨
儲
に
し
た
計
算
思
考
で
あ
っ
て
、
－
企
業
会
肚
は
畢
覧
こ
の
骨
賂
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
だ
が

う
て
、
典
型
的
な
企
業
会
計
陀
る
株
式
会
社
会
計
も
そ
の
性
格
に
お
い
て
は
こ
れ
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
か
か
る
株
式
会
肚
会
計
原
理
に
よ
っ
て
作
成
し
だ
決
算
書
類
を
株
主
総
会
に
提
出
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
株
老
総
会
の
選
出
せ
し
監
査
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役
が
こ
の
決
箕
書
類
を
調
査
し
株
主
総
会
で
意
見
を
報
告
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
監
査
役
の
職
務
の
目
的
論
的
性
格

は
会
計
理
論
及
び
監
査
理
論
か
ら
み
て
も
、
改
正
商
法
の
企
図
す
る
目
標
と
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
π
だ
、
こ
の
点
に
つ
き
改
正
商
法
に
付
言
し
て
置
く
が
、
取
締
役
は
会
肚
の
た
め
に
職
務
を
途
行
ず
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
誠

実
に
義
務
を
完
解
す
る
と
せ
ば
、
そ
の
経
済
活
動
を
反
映
し
た
会
計
書
類
に
は
株
圭
本
位
す
な
わ
ち
自
己
資
本
を
骨
導
に
し
だ
債
値
的
事
実

を
把
握
し
た
も
の
に
な
ら
澱
。
こ
れ
を
監
査
役
が
株
主
の
た
め
に
調
査
し
意
見
を
報
告
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
見
の
相
違
と
い
う
が
如
き

問
題
よ
り
も
、
更
に
根
本
的
な
会
計
事
実
の
認
識
の
懸
隔
が
生
す
べ
き
帰
趨
に
な
る
。
し
か
る
に
、
か
か
る
理
論
上
考
え
ら
る
懸
隔
、
そ
の

矛
盾
の
な
い
が
如
く
表
面
に
み
え
る
の
は
、
取
締
役
が
職
務
に
誠
実
で
あ
っ
て
も
、
会
計
に
関
し
て
は
資
本
生
学
制
の
企
業
会
計
に
よ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
今
、
企
業
会
計
原
則
は
見
方
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
表
面
化
せ
し
め
な
い
会
計
的
杜
会
規
範
と
し
て
そ
の
意
義

を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
敢
え
て
、
改
正
商
法
の
取
締
役
と
監
査
役
の
職
務
か
ら
生
す
る
矛
盾
の
潜
め
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

　
か
く
株
式
会
肚
会
計
が
自
己
資
本
本
位
の
会
計
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
決
算
書
類
も
そ
の
視
点
か
ら
監
査
す
べ
き
に
も
拘
ら
す
、
現
下
の
傾

向
は
強
制
的
欝
欝
監
査
制
度
と
し
て
、
こ
れ
を
監
査
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
そ
れ
は
資
本
制
経
済
六
会
の
発
展
が
証
券
教
本
制
経
済
杜
会
の

段
階
に
到
達
し
、
会
肚
の
持
分
だ
る
株
式
は
株
券
だ
る
証
券
の
形
態
を
も
つ
て
責
買
流
通
し
、
証
券
取
引
所
に
お
い
て
贋
く
は
証
券
流
通
経

済
機
構
に
お
い
て
恰
も
商
品
の
如
く
質
買
慣
格
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
つ
だ
。
そ
こ
で
証
券
の
商
品
化
は
類
似
性
の
あ
る
肚
債
に
も
波
及
し
、

お
し
な
べ
て
会
杜
に
関
証
す
る
株
式
肚
債
な
ど
が
有
要
証
券
と
し
て
流
通
し
責
買
も
譲
渡
も
会
戦
と
の
束
縛
が
な
く
自
由
に
で
き
る
よ
う
に

な
つ
だ
。
か
く
て
株
主
と
い
う
同
質
の
経
済
関
係
者
よ
り
も
肚
会
的
投
賓
家
暦
全
般
と
い
う
利
害
関
係
者
が
形
成
さ
れ
る
に
至
つ
だ
。

　
証
券
資
本
制
経
済
肚
会
に
お
い
て
投
資
家
贋
は
会
肚
と
の
関
係
が
遽
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
彼
等
の
保
護
の
セ
め
に
は
湿
舌
的
監
査
を
も
、

こ
れ
を
制
度
化
す
る
要
請
の
生
す
る
は
必
然
の
帰
趨
で
あ
っ
だ
。
こ
れ
が
最
も
代
表
的
に
あ
ら
わ
れ
だ
の
が
謹
書
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼
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の
批
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な
い
。
つ
ま
り
、
財
務
諸
表
の
公
開
の
必
要
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
馬
こ
れ
が
作
成
に
至
る
ま
で
に
企
業
会
計
原
則
の
如
き
吐
会
的
会
計

規
範
に
よ
っ
て
会
計
処
理
を
せ
し
め
、
こ
れ
を
監
査
す
る
に
も
監
査
基
準
及
び
監
査
実
施
準
則
の
如
き
長
潟
的
会
計
規
範
を
も
つ
て
、
独
立

め
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
を
し
、
そ
の
監
査
証
明
（
監
査
報
告
）
を
添
付
せ
ん
と
す
る
対
策
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
我
國
で
は
こ
れ
が
全
面
的
に
実
現
し
て
い
な
い
が
、
臨
く
と
も
米
國
の
例
を
以
っ
て
徴
す
る
に
、
会
杜
の
財
務
諸
表
と
そ
の
監
査
証
明
を

証
券
取
引
委
員
会
が
再
審
査
を
し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
投
資
家
厨
に
公
示
し
て
、
投
資
家
贋
の
各
人
の
投
資
判
断
の
資
料
を
充
実
に
せ
ん
と

す
る
に
あ
る
。
資
料
の
充
実
と
は
投
資
断
定
を
教
示
す
る
も
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
は
他
の
杜
会
的
諸
情
勢
を
加
味
す
る
の
も
自

由
で
あ
り
、
財
務
諸
表
の
み
を
以
っ
て
判
断
す
る
の
も
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
投
資
家
の
利
盆
擁
護
の
対
策
に
他

な
ら
澱
か
ら
、
投
資
の
固
有
危
険
は
投
資
家
の
負
担
で
あ
っ
て
、
韓
了
し
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
だ
、
こ
の
判
断
資
料
は
株
主
と
祉

債
権
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
異
る
け
れ
ど
、
融
資
関
係
者
取
引
関
係
者
も
見
方
を
異
に
し
セ
判
断
資
料
に
利
用
し
得
る
し
、
更
に
現
在
の

こ
れ
ら
の
利
害
関
係
者
の
み
な
ら
す
、
將
来
の
利
害
関
係
者
も
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
慮
じ
て
利
用
す
る
の
は
自
由
に
あ
る
。
か
く
て
、
肚
会

的
投
資
家
暦
廣
く
は
耽
会
の
利
害
関
係
者
全
般
の
だ
め
に
、
監
査
は
強
要
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
強
制
的
胱
会
監
査
が
制
度
化
し
て
き
控
。

　
だ
か
ら
、
杜
会
性
の
あ
る
強
制
監
査
制
度
は
、
証
券
資
本
制
経
済
吐
会
へ
の
発
展
、
証
券
流
通
経
済
機
構
の
成
立
、
証
券
取
引
所
の
確
立

に
と
も
な
っ
て
生
じ
π
監
査
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
現
代
の
コ
耽
会
的
投
資
家
暦
全
般
の
利
盆
擁
護
の
監
査
」

・
を
考
え
る
と
き
は
「
株
孟
の
孤
塁
擁
護
の
監
査
」
も
包
括
さ
れ
、
監
査
役
に
よ
る
監
査
よ
り
も
肚
会
的
会
計
規
範
に
よ
る
公
認
会
計
士
の
監

査
の
方
が
優
り
、
ま
π
肚
会
的
に
合
目
的
性
が
あ
り
得
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
証
券
資
本
制
経
済
肚
会
が
発
展
し
た
場
合
に
お
い
て
妥
当
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
我
國
の
如
き

は
未
だ
か
か
る
発
展
段
階
に
到
達
し
て
い
な
い
上
に
、
投
資
家
た
る
愚
書
も
未
だ
商
品
と
し
て
証
券
を
取
扱
っ
て
い
る
者
ば
か
り
で
な
い
。
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こ
こ
に
、
米
國
の
如
く
証
券
資
本
制
経
済
肚
会
で
眞
に
嘉
賓
家
保
護
の
必
要
に
駆
ら
れ
た
信
書
に
お
い
て
さ
え
、
前
記
の
よ
う
に
株
ま
総
会

又
は
株
主
の
利
盆
擁
護
が
州
法
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
、
会
肚
も
株
主
第
一
位
の
取
扱
を
し
て
い
る
統
計
的
事
実
を
み
る
と
き
、
我
國
の
場
合

に
も
監
査
役
の
廃
止
は
会
計
監
査
の
本
質
的
任
務
を
全
く
抹
殺
し
て
し
ま
う
に
等
し
い
。
だ
か
ら
、
大
規
模
会
肚
と
い
え
ど
も
証
券
取
引
法

に
関
係
あ
る
会
杜
、
時
に
は
同
法
に
よ
る
強
制
監
査
の
命
せ
ら
れ
る
碧
落
に
お
い
て
は
、
か
か
る
現
象
形
態
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
の
は

充
分
そ
の
意
義
は
あ
る
が
、
然
ら
ざ
る
大
規
模
会
肚
に
会
計
監
査
役
の
本
質
的
任
務
を
途
行
ず
る
ま
ま
に
す
る
こ
と
も
考
え
得
る
。
こ
の
論

を
進
め
る
と
、
い
わ
ゆ
る
大
規
模
会
肚
に
は
黒
雲
の
機
関
だ
る
監
査
役
を
廃
止
す
る
の
は
全
面
的
に
は
適
当
で
な
い
。
も
し
、
濫
費
的
な
監

査
制
度
と
し
て
全
面
的
に
廃
止
せ
ね
ば
な
ら
澱
と
せ
ば
廃
止
を
不
適
当
と
す
る
株
式
恩
讐
は
、
監
査
の
本
質
的
任
務
を
潜
め
つ
つ
現
象
形
態

で
あ
る
強
制
監
査
と
い
う
肚
会
的
任
務
に
擦
り
替
え
ら
る
事
実
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
株
式
会
肚
の
会
計
監
査
叉
は
財
務
監
査
の

本
質
と
そ
の
現
象
と
を
か
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
監
査
役
の
廃
止
論
を
支
持
す
る
会
肚
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
だ
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
現
在
の
監
査
役
の
監
査
は
形
式
的
で
あ
り
、
そ
の
効
果
に
見
る
べ
き
も
の
が
少
い
と
の
理
由
で
廃
止
論
を
提
案
す
る
意
見
に

筆
者
は
直
ち
に
讃
成
し
難
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
理
由
は
監
査
役
に
対
す
る
世
評
、
し
π
が
っ
て
監
査
役
の
多
数
が
恐
ら
く
占

め
る
で
あ
ら
う
状
況
に
基
い
て
い
る
け
れ
ど
、
世
評
に
反
し
て
監
査
役
の
監
査
職
務
の
途
点
せ
る
事
実
は
少
数
な
が
ら
あ
り
得
る
方
を
忘
却

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
監
査
役
に
は
事
務
関
係
者
が
多
数
を
占
め
、
ま
だ
、
そ
の
前
歴
か
ら
推
し
て
多
く
会
杜
運
営
の
体
験
を

も
ち
、
且
つ
彼
等
は
年
令
的
に
は
高
位
に
あ
る
。
も
し
、
こ
の
肚
会
的
な
監
査
の
現
象
形
態
の
傾
向
に
よ
っ
て
会
肚
の
役
員
が
監
査
へ
の
認

識
を
深
め
、
株
主
そ
の
他
一
般
に
監
査
思
想
が
普
及
す
る
と
い
う
あ
り
得
べ
き
情
勢
を
予
定
す
れ
ば
、
現
在
の
監
査
役
の
積
極
的
活
動
は
絶

望
と
い
う
論
拠
の
み
が
出
て
き
な
い
。
既
に
指
摘
せ
る
が
如
く
、
彼
等
の
す
べ
て
を
時
に
は
そ
の
若
干
名
を
常
任
監
査
役
に
し
、
監
査
途
行

量
の
多
寡
に
慮
じ
て
監
査
役
付
の
職
長
を
配
し
て
、
そ
の
監
査
を
決
算
書
類
に
表
示
せ
る
前
段
に
あ
る
経
済
活
動
の
記
録
と
会
計
処
理
と
の

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣

監
査
（
業
務
監
査
）
ま
で
を
実
施
し
、
財
務
監
査
体
系
を
充
実
し
て
機
能
を
発
揮
せ
ば
、
そ
れ
に
て
も
肚
会
的
信
用
は
あ
う
得
る
。
会
肚
の

機
関
自
体
の
欠
陥
、
監
査
役
の
人
を
得
な
い
と
い
う
難
点
が
、
徒
ら
に
現
下
の
世
評
の
如
く
形
式
的
と
な
り
そ
の
監
査
効
果
を
弱
化
し
だ
と

は
断
じ
得
な
い
。
株
式
黙
認
の
英
米
会
議
法
的
色
彩
へ
の
改
正
、
米
審
に
み
る
有
債
証
券
怯
及
び
証
券
取
引
所
法
、
S
E
C
に
接
近
せ
ん
と

す
る
傾
向
の
た
め
に
、
か
か
る
一
面
の
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
さ
れ
だ
ま
ま
で
監
査
役
の
廃
止
論
を
提
案
す
る
の
は
正
数
を
得
な
い
。
監
査
理
論

に
関
連
し
て
、
こ
の
点
に
賛
成
し
難
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
五
、
内
部
統
制
組
織
と
監
査
役
改
革
壁
塗
到

　
我
國
で
公
認
会
計
士
が
株
主
総
会
へ
提
出
す
る
年
次
決
算
書
類
を
監
査
し
、
ひ
い
て
は
証
券
取
引
注
に
よ
る
財
務
諸
表
を
監
査
す
る
場
合

で
も
、
監
査
に
必
要
な
肚
会
的
会
計
規
範
が
漸
次
制
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
前
言
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
監
査
し
強
要
す
る
に
つ

れ
て
、
こ
れ
ら
は
そ
の
試
練
を
経
て
補
充
叉
は
修
正
の
あ
る
こ
と
も
予
定
さ
れ
る
が
、
尊
く
と
も
こ
の
点
を
予
定
し
て
も
、
目
下
の
監
査
基

準
及
び
監
査
実
施
準
則
に
定
め
て
い
る
が
よ
う
な
内
部
統
制
組
織
す
な
わ
ち
内
部
牽
制
組
織
及
び
内
部
監
査
制
度
を
被
監
査
会
杜
の
受
入
体

制
と
し
て
整
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
漁
。
そ
こ
で
、
監
査
役
を
こ
の
内
部
統
制
組
織
の
管
掌
者
に
す
べ
し
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
の
意
見
は
監

査
役
の
廃
止
論
よ
り
は
改
革
論
の
類
型
に
属
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
理
由
か
ら
こ
の
意
見
は
監
査
役
廃
止
論
に
属
す
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
お
よ
そ
、
内
部
統
制
組
織
を
包
括
的
に
内
部
牽
制
組
織
と
内
部
監
査
制
度
と
が
あ
る
と
解
し
て
も
、
そ
の
理
解
の
仕
方
の
如
何
に
よ
っ
て

論
点
に
相
違
が
生
す
る
。
監
査
役
に
関
す
る
意
見
は
こ
の
解
釈
に
連
関
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
、
論
点
を
明
確
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
汲
。

一、

烽
ﾆ
も
と
、
独
立
の
公
認
会
計
士
の
監
査
は
、
被
盈
査
会
杜
の
会
計
に
関
す
る
諸
事
実
と
諸
記
録
を
精
轡
に
監
査
し
、
そ
の
不
正
嘘
儒
誤
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謬
な
ど
の
摘
発
と
そ
の
発
見
に
つ
と
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
監
査
の
経
済
性
を
考
慮
し
且
つ
被
監
査
会
肚
の
経
理
事
務
組
織
を
酌
量
し

て
、
こ
れ
ら
の
摘
発
と
発
見
の
労
を
極
力
さ
け
、
こ
れ
を
会
肚
の
内
部
統
制
組
織
に
委
譲
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
悪
習
的
会
計
規
範
と
し
て

の
監
査
基
準
及
び
監
査
実
施
準
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
内
部
牽
制
組
織
及
び
内
部
監
査
制
度
は
か
か
る
機
能
的
組
織
で
あ
る
。
だ
だ
、
そ
の

機
能
的
組
織
が
公
認
会
計
士
の
監
査
に
お
い
て
、
果
試
し
て
有
効
に
運
用
さ
れ
、
ま
だ
そ
の
信
頼
性
が
奈
辺
に
あ
る
か
は
被
監
査
会
肚
の
組

織
の
如
何
に
よ
っ
て
異
る
か
ら
、
公
認
会
計
士
は
監
査
の
計
画
に
際
し
て
も
、
ま
た
監
査
実
施
の
途
上
に
お
い
て
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
澱
つ

そ
の
結
果
、
全
面
的
に
内
部
統
制
組
織
に
信
頼
で
き
澱
揚
合
に
は
、
不
正
嘘
儒
誤
謬
の
摘
発
と
発
見
と
に
っ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

　
か
く
監
査
の
受
入
要
件
と
し
て
整
備
す
る
内
部
統
制
組
織
は
、
具
体
的
に
は
（
一
）
記
帳
技
術
的
に
誤
謬
無
漏
を
防
ぎ
、
（
二
）
事
務
係

を
分
業
し
て
相
互
に
蓮
絡
を
図
っ
て
、
は
じ
め
て
一
貫
せ
る
経
済
活
動
に
な
り
得
る
組
織
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
（
三
）
そ
の
計
数
が
正
確

に
記
録
さ
れ
、
ま
だ
原
償
計
算
が
所
定
の
方
針
に
よ
っ
て
進
行
し
て
い
る
か
否
か
、
更
に
能
率
監
査
、
財
務
比
軟
を
せ
る
接
合
に
比
較
監
査

を
す
る
な
ど
の
諸
種
の
審
査
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
（
一
）
及
び
（
二
）
は
圭
に
内
部
牽
制
組
織
に
属
す
る
し
、
（
三
）
は
内
部
監
査
制

度
に
属
す
る
。
し
か
し
、
か
か
る
内
部
牽
制
組
織
は
組
織
自
体
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
の
達
し
得
る
自
衛
制
度
で
あ
り
、
内
部
監
査
組
織
は
他

槍
制
度
で
あ
り
、
廣
大
な
る
組
織
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
達
成
で
き
る
も
の
で
な
い
。
だ
だ
、
そ
の
運
営
を
円
滑
な
ら
し
め
る
だ
め
に
、

指
令
者
に
権
威
あ
る
こ
と
が
絶
対
要
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
程
度
の
他
槍
制
度
で
は
署
長
室
付
職
員
を
五
っ
て
、
充
分
に
そ
の
目
的
を

達
し
得
る
組
織
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
監
査
基
準
監
査
実
施
準
則
に
要
請
せ
る
限
度
の
内
部
統
制
組
織
に
つ
い
て
は
、
そ
の
管

掌
者
と
し
て
監
査
役
が
そ
の
任
に
つ
く
ほ
ど
で
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
こ
の
限
度
を
超
え
だ
内
部
統
制
組
織
を
備
え
る
揚
玉
の
管
掌
者
と

し
て
監
査
役
を
就
任
せ
し
む
べ
し
と
い
う
点
に
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣
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我
國
の
監
査
役
の
現
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と
そ
の
批
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二
、
し
か
ら
ば
、
か
か
る
限
度
を
超
え
た
内
部
統
制
組
織
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
米
國
に
お
い
て
は
、
こ
の
歴
史
的
事
実
は

古
く
、
既
に
前
世
紀
豊
頃
か
ら
独
占
資
本
に
よ
る
産
業
支
配
の
た
め
の
長
期
金
融
叉
は
証
券
操
作
を
担
当
す
る
組
織
部
門
に
起
源
す
る
と
い

う
見
解
も
あ
る
が
　
（
『
9
0
犀
ω
Q
旨
b
『
’
一
当
己
　
岸
ω
　
O
Q
b
口
や
管
『
O
一
一
①
田
圃
　
一
高
画
ω
　
亀
戸
P
Q
一
一
〇
旨
ω
鋤
口
」
　
O
、
頒
囚
P
一
N
櫛
け
凶
O
ロ
ヒ
　
H
O
睡
O
．
冒
鳴
・
　
『
一
9
C
●
）
今
世
紀
黒
具
は
そ
の

性
格
を
変
質
し
、
そ
の
組
織
も
異
る
機
能
を
も
ち
、
例
え
ば
（
イ
）
租
税
関
係
を
含
め
た
会
計
問
題
（
ロ
）
市
慣
決
定
叉
は
市
況
に
関
す
る

調
査
（
’
）
内
部
監
査
の
だ
め
に
経
営
の
内
部
外
部
に
確
認
の
資
料
を
蒐
集
し
て
盈
査
叉
は
槍
査
す
る
問
題
（
二
）
支
配
会
杜
と
し
て
対
支

配
会
肚
と
の
関
係
で
綜
合
財
務
表
を
作
成
し
、
更
に
定
期
的
に
時
に
は
必
要
に
懸
じ
て
臨
時
的
に
各
種
の
調
査
報
告
書
の
作
成
（
ホ
）
工
揚

会
計
に
関
す
る
限
り
は
工
場
簿
記
、
賃
金
計
算
表
、
作
業
時
間
票
、
製
造
指
図
書
、
原
野
計
算
、
各
種
傳
単
為
葱
類
か
ら
逸
状
に
至
る
ま
で

を
監
査
し
、
そ
の
原
慣
報
告
書
な
ど
を
本
杜
に
逡
付
す
る
仕
事
な
ど
の
如
き
を
担
当
で
き
る
よ
う
な
組
織
へ
と
変
っ
た
（
冨
。
器
。
P
帥
9
畠
・

冒
や
H
①
ー
メ
）
の
が
こ
の
一
例
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
我
國
の
場
合
で
い
え
ば
、
監
査
基
準
監
査
実
施
準
則
な
ど
に
要
請
せ
る
が
よ
う
な
内
部
統
制
組
織
の
限
度
か
ら
超
え

た
組
織
に
な
っ
て
い
る
が
、
未
だ
本
質
的
変
化
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
組
織
の
段
階
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
“
九
三
〇
年
来
か
ら
米
國
経
済

照
会
諸
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
君
影
の
変
化
を
志
げ
る
よ
う
に
な
り
、
最
近
に
至
っ
て
は
、
米
國
会
計
士
協
会
（
》
一
》
）
が
内
部
統
制
の
指

示
を
な
す
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
内
部
統
制
と
は
、
経
営
の
組
織
計
画
、
経
営
あ
ら
ゆ
る
相
互
連
絡
の
方
法
及
び
安
定

の
手
段
が
包
括
さ
れ
る
。
し
だ
が
っ
て
、
こ
れ
に
は
資
産
を
保
全
し
、
会
計
記
数
の
資
料
の
正
確
度
と
信
頼
度
と
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
経
営

能
率
を
増
進
し
、
所
期
の
経
営
対
策
の
促
進
す
る
こ
と
の
計
画
、
方
法
、
手
段
が
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
故
に
、
内
部
統
制

（一

繒
Y
Φ
円
旨
帥
一
　
〇
〇
置
け
弓
O
一
）
と
は
語
義
の
示
す
内
容
以
上
の
問
題
を
も
つ
訳
で
あ
る
だ
か
ら
、
内
部
統
制
組
織
（
ω
膓
8
言
。
コ
耳
9
口
9
0
。
算
『
9
）

と
は
会
計
及
び
財
務
部
門
の
職
務
に
直
接
の
関
係
あ
る
事
項
以
外
の
も
の
ま
で
含
め
だ
組
織
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
予
算
統
制
、
標
準
原
債
、
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定
期
の
業
務
報
告
の
如
き
会
計
及
び
財
務
部
門
の
職
務
の
外
に
、
統
計
的
分
析
と
そ
の
分
析
結
果
の
通
報
、
血
相
員
が
自
己
の
職
責
を
途
行

で
き
る
よ
う
に
す
る
蔵
置
員
訓
練
計
画
、
内
部
監
査
の
実
施
を
充
分
な
ら
し
め
る
係
員
訓
練
計
画
、
更
に
は
時
間
研
究
及
び
動
作
研
究
の
如

き
工
場
管
理
の
問
題
か
ら
製
遣
部
の
職
務
に
該
当
す
る
品
質
統
制
ま
で
も
そ
の
内
容
に
含
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
（
国
8
目
巴
O
o
ロ
嘗
9
・

国
Φ
臼
。
ヨ
ω
o
h
》
O
o
o
a
ヨ
暮
9
ω
誘
8
日
の
鋤
ロ
傷
一
調
巴
目
口
。
居
S
巳
P
↓
o
冨
鋤
勇
奮
。
臼
①
暮
〉
旨
α
↓
雪
ぎ
留
U
①
口
9
旨
剛
坦
σ
口
o
b
8
9
5
富
口
蛭
1
》
H
｝
）

　
か
か
る
内
部
統
制
組
織
を
客
観
的
に
指
示
と
し
て
具
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
段
階
に
ま
で
米
國
は
到
来
し
て
い
る
の
は
想
像
で
き
る
。
我
國
に

お
い
て
も
こ
れ
に
類
似
す
る
組
織
を
も
つ
株
式
会
肚
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
問
題
は
内
部
に
属
す
る
か
ら
断
定
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
有
無
は
別
と
し
て
、
一
般
に
こ
・
の
如
く
固
有
の
会
計
領
域
か
ら
腕
面
し
て
、
更
に
廣
く
経
営
内
部
の
計
画
的
諸
問
題
に
干
與
し
、

ま
π
各
部
門
の
相
互
連
絡
を
図
り
、
部
門
業
績
を
測
定
し
批
判
し
、
そ
し
て
経
営
管
理
上
の
資
料
を
提
供
す
る
組
織
が
予
定
さ
れ
る
と
し
よ

う
。
し
か
る
と
き
に
、
こ
れ
が
管
掌
者
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
地
位
に
監
査
役
を
就
任
せ
し
め
る
と
い
う
意
見
に
な
る
。

　
三
、
し
か
し
、
こ
の
意
見
は
株
式
純
量
に
取
締
役
会
が
機
関
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
せ
ば
、
妥
当
な
構
想
の
如
く
見
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
け
れ
ど
、
改
正
齎
怯
に
お
け
る
監
査
役
の
職
務
は
会
計
に
関
す
る
監
査
で
あ
る
。
こ
れ
を
か
か
る
会
計
の
監
査
職
務
ま
で
を
担
当

せ
し
め
る
の
は
監
査
役
の
改
革
論
で
あ
っ
て
も
、
改
正
商
法
の
監
査
役
の
問
題
で
は
な
い
。
監
査
役
を
廃
止
し
、
そ
の
上
に
内
部
統
制
組
織

の
管
掌
者
に
せ
し
め
る
と
い
う
論
理
か
ら
な
る
改
革
論
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
意
見
の
実
質
は
監
査
役
の
廃
止
論
で
あ
る
と
筆
者

が
指
摘
し
た
所
似
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
監
査
役
に
よ
る
財
務
監
査
体
系
は
会
計
の
監
査
の
み
で
な
く
、
そ
の
前
提
に
あ
る
業
務
の
監
査
和
転
置
す
る
理
由
を
述
べ
た
が
、

そ
の
業
務
監
査
の
拡
張
と
し
て
内
部
統
制
組
識
の
管
掌
職
務
を
担
当
す
る
こ
と
自
体
が
監
査
役
の
改
革
意
見
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
は
な

い
か
と
の
反
論
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
筆
者
は
そ
の
監
査
の
理
論
的
根
拠
か
ら
讃
成
し
な
い
。

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剃
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そ
れ
は
、
お
よ
そ
か
か
る
内
部
統
制
組
織
が
最
近
の
米
國
の
一
例
の
よ
う
な
傾
向
を
と
ら
ぬ
と
し
て
も
、
監
査
字
典
及
び
監
査
実
施
準
則

の
要
請
す
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
会
肚
自
体
の
運
営
の
元
め
に
営
ハ
献
ず
る
統
制
組
織
に
な
る
の
は
必
然
の
帰
趨
で
あ
る
。
会
肚

自
体
の
蓮
営
と
株
主
の
利
盆
と
は
密
接
な
る
関
係
に
あ
る
け
れ
ど
、
必
ず
し
も
同
】
で
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
監
査
役
が
業
務
監
査
を
拡
張

し
て
内
部
統
制
の
職
務
を
途
行
す
れ
ば
、
監
査
役
自
体
の
本
質
的
職
務
だ
る
株
主
の
利
盆
擁
護
と
は
一
致
し
な
い
職
務
遽
行
に
な
り
、
遽
に

は
、
改
正
商
法
の
取
締
役
の
職
務
だ
る
会
肚
の
だ
め
に
蓮
面
す
る
義
務
の
規
定
と
そ
の
区
別
が
つ
か
ぬ
結
果
と
な
り
、
監
査
役
の
職
務
は
も

は
や
変
質
せ
ざ
る
を
得
な
く
、
監
査
役
の
商
法
規
定
の
も
の
と
は
全
く
方
向
を
異
に
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
監
査
理
論
か
ら
せ
ば
、

内
部
統
制
組
織
の
管
掌
者
へ
の
就
任
は
監
査
役
を
廃
止
し
て
、
そ
の
後
に
管
掌
簸
た
る
方
向
に
仕
向
け
る
べ
き
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

筆
者
は
反
論
に
対
し
て
も
軍
純
な
る
改
革
論
で
な
い
と
論
ず
る
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
。

　
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
的
矛
盾
の
潜
め
る
こ
と
を
無
覗
し
て
、
現
下
の
監
査
役
を
内
部
統
制
組
織
の
管
掌
者
に
就
任
せ
し
め
得
る
か
。

内
部
統
制
組
織
の
管
掌
者
は
米
國
の
例
に
徴
す
れ
ば
、
執
行
取
締
役
に
該
当
す
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
取
締
役
会
の
下
位
の
構
成
組

織
で
あ
り
、
見
方
に
よ
れ
ば
会
得
の
一
経
営
部
門
に
す
ぎ
な
い
。
我
國
の
場
合
は
予
想
の
限
り
で
は
な
い
が
、
内
部
統
制
組
織
は
経
営
の
一

部
門
た
る
こ
と
に
は
誤
り
が
な
い
。
現
下
の
監
査
役
に
は
当
該
会
肚
の
職
員
経
歴
を
以
っ
て
役
員
の
第
一
階
梯
と
し
て
監
査
役
に
就
任
す
る

場
合
も
あ
れ
ば
、
会
長
、
署
長
、
専
務
常
務
取
締
役
な
ど
の
前
歴
者
も
か
な
り
あ
る
の
は
前
掲
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
会
杜
の
職
制
の
慣
行

が
向
後
も
あ
る
と
せ
ば
、
果
た
し
て
か
か
る
前
歴
者
が
こ
の
地
位
に
つ
き
得
る
か
否
か
は
言
を
侯
た
な
い
◎

　
以
上
の
如
く
、
公
認
会
計
士
の
財
務
監
査
の
だ
め
に
要
請
せ
ら
れ
る
内
部
牽
制
組
織
及
び
内
部
監
査
制
度
の
限
度
に
お
い
て
は
、
監
査
役

の
職
務
を
変
更
せ
し
め
る
こ
と
の
前
提
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
要
請
の
限
度
を
超
え
セ
経
営
管
理
の
計
画
的
猛
醗
「

途
行
に
監
査
役
を
振
向
け
る
の
は
監
査
役
の
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
現
下
の
監
査
役
を
こ
れ
に
改
革
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せ
ん
と
す
る
如
き
意
見
に
お
い
て
は
全
く
そ
の
論
旨
が
実
情
に
合
致
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
監
査
役
を
内
部
統
制
組
織
の
管
掌
者
と

連
関
せ
し
め
て
論
ず
る
改
革
定
案
は
、
外
面
的
に
は
要
当
性
の
あ
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
は
全
く
矛
盾
の
潜
在
せ
る
意
見
で
あ
る
。

内
部
統
制
組
織
に
つ
い
て
は
監
査
役
を
何
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
自
体
が
無
意
義
な
る
点
を
強
調
し
た
い
と
思
う
。

剛
六
、
中
小
規
模
の
株
式
会
杜
の
監
査
役
存
続
論

　
最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
の
監
査
役
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
棟
式
聴
視
の
監
査
役
の
資
料
入
手
の
困
難
な

　
のる

π
め
、
そ
の
現
状
把
握
の
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
大
規
模
株
式
会
杜
と
の
連
関
に
お
い
て
理
論
的
考
察
は
可
能

と
考
え
る
。

　
お
よ
そ
、
大
規
模
の
株
式
会
商
の
監
査
役
は
監
査
理
論
か
ら
し
て
各
種
の
前
提
條
件
が
充
だ
さ
れ
る
な
ら
ば
廃
止
す
る
こ
と
は
是
認
で
き

る
が
、
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
に
お
い
て
は
、
廃
止
よ
り
は
む
し
ろ
各
種
の
存
亡
に
雁
じ
て
種
々
の
解
釈
が
な
し
得
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

何
故
な
ら
ば
、
大
規
模
書
置
の
監
査
役
は
会
計
監
査
の
本
質
的
性
格
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
で
も
、
証
券
資
本
制
経
済
繰
言
の
発
展
に
よ
っ

て
、
肚
会
的
な
会
計
監
査
と
い
う
現
象
形
態
が
強
く
表
面
化
し
得
る
諸
制
度
が
生
成
し
、
且
つ
確
立
せ
ん
と
す
る
に
至
つ
泥
か
ら
、
監
査
役

の
廃
止
論
の
一
つ
が
妥
当
性
を
も
つ
だ
訳
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
申
小
規
模
の
株
式
会
杜
に
お
い
て
は
、
そ
の
株
式
時
に
は
帯
磁
な
ど
が
あ

っ
て
も
、
証
券
市
揚
に
て
商
品
の
如
く
責
買
さ
れ
証
券
に
独
自
の
常
格
が
成
立
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
祀
会
的
投
写
家
暦
全
般
に

対
す
る
利
害
関
係
は
稀
薄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
監
査
役
に
対
し
て
は
別
の
視
点
か
ら
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
断
る
ま
で
も
な
く
、
中
小
規
模
の
株
式
霊
鑑
で
も
証
券
市
場
に
て
そ
の
発
行
証
券
が
公
募
さ
れ
且
つ
親
出
の
自
由
に
行
は
れ
て
い
る
も
の

は
、
中
小
規
模
の
株
式
会
杜
の
概
念
に
は
入
ら
す
、
大
規
模
の
株
式
会
肚
の
範
疇
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
は
資
本

　
　
　
我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
剣
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我
國
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
鋼

金
儲
は
（
優
権
資
本
）
の
多
少
、
株
束
数
の
多
少
な
ど
の
如
き
数
字
的
標
識
を
以
っ
て
区
別
す
べ
き
で
な
く
、
証
券
市
場
と
の
関
係
、
具
体

的
に
は
証
券
取
引
法
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。

　
一
、
さ
て
、
か
か
る
株
式
会
杜
に
対
し
て
監
査
役
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
え
て
公
認
会
計
士
を
以
っ
て
し
て
も
、
肚
会
的
監
査
の
意
義
は

認
め
得
な
い
。
義
歯
に
お
い
て
す
ら
、
か
か
る
会
杜
に
対
し
て
監
査
を
し
て
も
、
そ
の
杜
漏
的
影
響
の
少
い
事
実
か
ら
監
査
意
見
の
差
控
を

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
監
査
費
は
二
割
五
分
節
減
で
き
る
事
実
が
あ
る
と
い
う
。
（
冨
。
O
冨
時
。
ざ
○
ロ
⑦
国
毒
ω
．
ω
8
8
ω
畦
亀
国
尊
同
δ
㌣

6
Φ
鼠
毛
z
。
阜
○
且
巳
8
閑
Φ
b
。
詳
ρ
冒
ロ
昌
g
。
一
9
》
。
8
自
門
ロ
。
審
H
逡
P
旨
旨
ざ
）
経
費
の
節
減
は
意
見
の
表
明
を
求
め
な
い
で
も
、
株
主
叉

は
そ
の
関
係
者
が
充
分
に
会
計
に
つ
い
て
の
認
知
と
納
得
が
で
き
る
た
め
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
中
小
規
模
の
閣
老
に
は
改
正

商
法
の
監
査
役
を
存
続
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
論
結
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
、
し
か
し
、
監
査
役
が
そ
の
前
歴
に
お
い
て
も
年
令
に
お
い
て
も
、
纂
務
関
係
叉
は
技
術
関
係
の
如
何
な
る
状
態
で
あ
る
か
は
不
詳
で

あ
る
が
、
株
主
の
利
害
関
係
の
範
囲
が
、
一
種
の
同
族
会
杜
叉
は
從
業
員
が
若
干
の
持
株
を
し
だ
個
入
経
営
的
な
る
株
式
会
肚
で
あ
れ
ば
、

改
正
商
法
の
い
う
よ
う
に
、
監
査
役
は
株
主
総
会
に
決
算
書
類
の
調
査
と
そ
の
意
見
報
告
を
す
れ
ば
足
り
、
常
任
制
も
亦
無
用
で
あ
る
。
株

圭
自
体
が
常
時
に
会
肚
を
監
覗
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
査
役
も
軍
な
る
形
式
的
な
監
査
に
終
る
こ
と
は
、
現
代
の

監
査
思
想
の
重
要
性
か
ら
許
さ
れ
ぬ
の
は
勿
論
で
あ
る
。

　
三
、
け
れ
ど
、
証
券
市
場
と
は
関
連
が
な
い
が
、
株
主
の
数
も
か
な
り
多
数
に
な
り
、
そ
の
債
権
者
叉
は
取
引
関
係
者
も
複
難
化
し
た
株

式
会
鮭
に
お
い
て
は
、
監
査
役
は
常
任
制
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
今
日
の
如
き
非
常
勤
制
は
正
に
批
難
す
べ
き
で
あ
る
。
常
任
制
の
う
ち

で
も
、
そ
の
監
査
職
務
途
露
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
監
査
役
の
員
…
数
は
伸
縮
す
る
が
、
そ
れ
は
大
規
模
の
株
式
会
杜
に
て
常
務
取
締
役
の
員
数

と
相
比
す
る
前
掲
の
統
計
的
事
実
は
示
唆
に
富
む
。
世
評
往
々
監
査
役
の
員
数
増
加
は
重
役
報
酬
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
多
い
と
い
う
理
由
で
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減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
監
査
職
務
の
途
器
量
は
過
去
の
ま
ま
と
し
て
そ
の
員
数
の
制
限
は
暮
し
む
べ
き
で
あ
る
。
常
任
制
の
多

数
が
効
果
に
お
い
て
却
っ
て
望
む
べ
き
点
が
な
い
と
せ
ば
、
常
任
非
常
勤
の
両
制
の
併
用
も
あ
り
、
常
任
監
査
役
を
少
数
に
し
て
監
査
役
付

職
員
を
拡
充
し
て
内
部
監
査
に
着
眼
す
る
も
一
案
で
あ
る
。

　
四
、
時
に
は
監
査
役
が
前
掲
の
如
く
兼
任
と
な
る
結
果
却
っ
て
所
期
の
目
的
の
達
し
難
い
場
合
に
は
職
業
的
会
計
士
を
し
て
監
査
役
の
代

行
に
す
る
の
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
だ
、
英
國
会
肚
法
に
見
る
が
如
く
監
資
役
を
存
続
せ
し
め
て
、
そ
の
資
格
を
職
業
的
会
計
士
に
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
で
も
か
な
り
株
主
の
数
を
増
加
し
、
彼
等
の
利
盆
擁
護
を
客
観
的
に
図
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
必
要
が
あ
る
会
杜
に
お
い
て
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
同
族
会
杜
叉
は
個
入
経
営
的
色
彩
の
会
肚
に
は
第
三
者
的
職
業
会
計
士
の

入
を
得
る
こ
と
自
体
に
難
色
が
あ
る
。
し
だ
が
っ
て
、
敢
へ
て
法
規
に
よ
る
よ
り
は
必
要
に
癒
じ
て
株
圭
総
会
の
自
覚
あ
る
選
任
方
法
に
よ

っ
て
も
可
能
で
あ
る
Q

　
い
つ
れ
に
し
ろ
、
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
に
は
監
査
役
は
存
続
せ
し
め
る
こ
と
は
、
監
査
役
の
本
質
的
任
務
を
本
然
の
姿
に
お
い
て
発
揮

せ
し
め
よ
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
が
あ
る
。
だ
だ
、
そ
れ
が
株
束
の
利
盆
擁
護
の
心
要
度
と
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
修
正
的
改
革

が
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
て
、
監
査
役
に
は
廃
止
論
と
存
続
論
叉
は
修
正
的
改
革
論
が
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妥
当
す
る
株
式

会
長
の
揚
面
に
は
曇
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
就
中
、
存
続
論
叉
は
修
正
的
改
革
論
は
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
の
場
面
に
存
在
理
由
を
も
つ
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
か
か
る
こ
と
が
中
小
規
模
の
株
式
会
肚
で
問
題
に
な
っ
て
、
理
論
的
に
統
一
し
た
監
査
役
論
の
研
究
の
で
き
な
い
の
は
、

改
正
商
法
自
体
が
一
つ
の
法
規
で
経
済
的
性
格
の
異
る
二
つ
の
類
型
の
株
式
会
肚
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
点
を
再
記
し
弄
い
の
で
あ

る
。
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税
法
に
於
け
る

減
益
償
却

渡

邊

進

一、

V
ャ
ウ
プ
勧
告
に
於
け
る
減
債
償
却
と
そ
の
実
現

二
、
減
慌
償
却
の
軍
位
と
ア
メ
リ
カ
税
法
に
於
け
る
減
慣
償
却

三
．
我
國
、
税
法
に
於
け
る
減
慣
償
却
と
そ
の
難
点

四
、
耐
用
年
数
改
訂
の
基
盤
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一
　
シ
ャ
ウ
ブ
勘
告
に
於
け
る
減
償
償
却
と
そ
の
實
現

　
固
定
資
産
の
霰
酒
償
却
に
関
し
て
は
、
第
一
次
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
は
次
の
如
く
我
國
税
法
の
不
備
を
指
摘
し
そ
の
改
善
を
勧
告
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
大
部
分
の
納
税
者
は
、
固
定
資
産
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
減
債
償
却
を
決
定
す
る
の
に
、
一
定
の
方
針
に
撃
っ
て
い
な
い
こ
と

が
非
常
に
は
つ
き
り
し
だ
。
税
の
目
的
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
固
定
資
産
の
唯
一
の
器
品
償
却
の
方
注
は
、
定
率
法
で
あ
る
。
こ
れ
は

確
か
に
減
償
す
る
企
業
資
産
に
つ
い
て
の
よ
う
よ
い
減
債
償
却
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
使
節
團
に
対
し
て
、

特
に
法
人
に
有
利
と
な
る
よ
う
に
、
定
額
法
に
基
い
て
固
定
資
産
の
減
債
償
却
を
認
め
る
べ
し
と
の
非
常
に
多
く
の
要
望
が
あ
っ
だ
。

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却



　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
慣
償
却

　
こ
れ
等
の
減
債
償
却
の
方
法
及
び
そ
の
他
の
各
種
の
減
債
償
却
の
方
法
は
、
会
計
士
に
十
分
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
い

っ
て
、
一
事
業
年
度
の
眞
実
の
所
得
を
最
も
正
確
に
見
積
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
異
な
っ
た
種
類
の
資
産
は
、
異
な
っ
た
方
法
の
減
債
償
却

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
納
税
者
に
は
、
一
去
た
は
他
の
い
す
れ
か
の
減
債
償
却
の
方
法
を
使
用
し
、
し
か
も
で
き
る
な
ら
ば
、
異
な
っ

た
資
産
に
対
し
て
は
、
数
種
の
方
法
の
使
用
を
、
税
務
当
局
の
甚
だ
し
い
制
限
を
受
け
す
に
使
用
し
得
る
合
理
的
な
範
囲
の
自
由
が
與
え
ら

る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
2
）
し
か
し
、
一
事
業
年
度
の
納
税
者
の
眞
実
の
所
得
が
、
税
を
課
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
各
方
法

は
一
貫
し
て
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
納
税
者
は
、
事
前
に
大
節
省
の
変
更
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
減
債
償
却
の
方
法
ま
た
は

各
方
法
に
よ
っ
て
減
債
償
却
を
さ
れ
て
い
る
資
産
の
形
態
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
大
六
省
は
、
減
債
償
却
の
方
法
を
変
．
更
す
る
結
果
、

納
税
者
の
所
得
計
算
に
お
い
て
ど
ん
な
調
整
が
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
更
を
許
可
す
る
な
ら
ば
、
牧

入
を
確
保
か
る
こ
ど
が
で
き
る
危
あ
ろ
う
。
從
っ
て
大
嵐
省
は
、
笹
緑
償
却
の
方
法
に
関
す
る
研
究
を
な
す
こ
と
、
更
に
個
人
及
び
法
人
の

納
税
者
が
、
使
用
を
許
さ
れ
る
数
種
の
方
法
お
よ
び
納
税
者
が
一
定
種
類
の
資
産
に
関
し
て
特
定
の
方
法
を
選
択
し
た
後
に
、
一
の
方
法
か

ら
他
の
方
法
に
変
更
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
一
般
的
な
條
件
を
示
す
適
当
な
通
牒
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

　
（
3
）
　
大
滞
流
自
体
は
、
資
産
の
耐
用
年
数
を
決
定
し
、
税
に
関
し
て
評
資
す
る
心
要
の
あ
る
資
産
の
慣
額
を
決
定
す
る
上
に
お
い
て
、

所
得
税
、
法
人
税
を
取
扱
う
専
門
家
を
助
け
る
技
術
者
を
持
っ
て
い
な
い
。
評
論
と
資
産
の
耐
用
年
数
と
は
非
常
に
特
殊
化
さ
れ
π
性
質
の

問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
特
殊
問
題
を
取
扱
う
た
め
に
大
藏
省
に
心
要
な
技
術
者
を
増
加
す
る
こ
と
が
心
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と

考
え
る
。
從
っ
て
早
い
機
会
に
こ
の
技
術
者
が
、
以
上
述
べ
た
目
的
の
た
め
に
大
野
省
に
船
用
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
（
鰍
無
蓋
肝
加
謝
撒

躍
欝
善
が
羅
顯
測
監
勤
馨
鶉
臥
U
墓
謬
（
3
）
）
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右
の
減
債
償
却
に
関
す
る
勧
告
の
趣
旨
は
大
い
に
尊
重
せ
ら
れ
、
そ
の
大
部
分
は
昭
和
廿
五
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
の
改
正
音
入
税
怯
及

び
改
正
所
得
税
法
に
具
体
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
爾
税
法
特
に
所
得
税
法
に
お
い
て
減
債
償
却
に
関
す
る
事
項
が
今
回
の
改
正
に
よ
り

始
め
て
明
文
化
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
正
に
劃
期
的
な
る
も
の
と
い
う
・
と
が
で
き
る
。
（
法
入
税
法
第
九
條
の
八
、
附
則
二
十
二
、
所
得
税
法
第
十
條
の
五
、
附
則
二
十
四
参
照
）
減
債
償
却

に
関
す
る
「
勧
告
」
が
我
國
税
法
に
取
入
れ
ら
れ
る
に
至
つ
だ
そ
の
具
体
的
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
有
形
固
定
資
産
　
（
註
－
）
の
減
慣
償
部
に
つ
い
て
は
、
定
額
法
叉
は
定
牽
法
の
何
れ
か
の
選
択
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
無
形
固
定

資
産
（
註
・
）
の
減
穫
却
は
定
額
法
に
よ
・
。
但
し
鉱
業
用
固
定
資
産
（
罐
繕
緒
謙
鰹
羅
謳
凝
誘
帯
止
）
の
償
却
に
つ
い
て
は
、

鉱
業
権
及
び
坑
道
は
生
産
高
比
例
法
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
鉱
業
用
固
定
資
産
に
は
、
定
額
法
、
定
率
法
、
生
産
高

比
例
法
の
う
ち
何
れ
か
の
選
択
が
認
め
ら
れ
る
。
（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
二
十
】
條
）
爾
右
の
選
択
届
出
が
一
定
期
日
ま
で
に
な
さ
れ
な
か
つ
だ
場
合
に
は
鉱

業
用
有
形
固
定
叢
は
生
塵
琵
例
法
、
鉱
藷
固
態
産
以
外
の
有
形
固
定
資
産
は
離
檀
に
よ
お
ば
な
ら
な
い
。
（
謎
重
篤
辮

調
肇
＋
）

　
減
債
償
却
方
怯
の
選
択
に
関
す
る
届
出
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
適
用
せ
ら
る
べ
き
方
法
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
る
慢
罵
の
場
合
と

概
ね
同
様
の
規
定
が
所
得
税
法
に
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
（
所
得
税
法
附
則
二
十
四
、
所
得
税
法
施
行
規
則
第
十
二
條
の
山
ハ
及
び
第
十
二
條
の
七
）
（
註
3
）

　
鉱
業
用
固
定
資
産
を
別
と
し
て
、
一
般
に
商
工
業
に
つ
い
て
云
え
ば
、
右
は
從
莱
法
人
の
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
認
め
て
い
た
定
卒
法

を
、
定
率
法
及
び
定
額
法
の
選
択
に
ま
で
拡
大
し
だ
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
償
却
基
金
法
、
年
金
法
、
作
業
時
間
比
例
法
幣
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
の
程
度
の
選
択
が
果
し
て
「
勧
告
」
の
意
図
し
て
い
だ
城
債
償
却
方
法
の
選
択
に
関
す
る
「
合
理
的
な
範
囲
の
自
由
」
に
合
致
す

る
も
の
で
あ
る
か
は
明
か
で
な
い
。
併
し
現
在
で
は
実
業
界
に
於
て
も
そ
の
範
囲
の
拡
大
は
何
等
要
望
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

現
状
に
於
て
は
此
の
程
度
の
選
択
を
以
て
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

　
伺
減
量
償
却
の
方
法
に
関
連
し
て
「
勧
告
」
に
撃
て
「
定
額
法
に
基
い
て
固
定
資
産
の
減
慣
償
却
を
認
め
る
べ
し
と
の
非
常
に
多
く
の
要

撃
が
あ
っ
把
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
之
は
日
常
の
減
債
償
却
に
関
し
定
李
法
か
ら
定
額
法
へ
の
韓
換
の
要
素
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
べ

き
で
は
な
い
。
之
は
恐
ら
く
再
評
債
の
限
度
額
の
算
定
に
関
し
定
額
法
を
囲
う
べ
き
で
あ
る
と
の
要
望
が
使
節
團
に
誤
り
傳
え
ら
れ
だ
も
の

で
あ
ろ
う
。
即
ち
減
債
償
却
資
産
の
再
評
債
限
度
額
ば
、
取
得
償
額
か
ら
減
償
償
却
分
を
控
除
し
た
も
の
に
物
債
倍
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
此
の
減
債
償
却
分
の
計
算
に
際
し
、
從
騰
馬
際
日
常
の
減
債
償
却
に
つ
き
税
野
上
認
め
ら
れ
て
い
だ
方
法
は
定
業
法
で
あ
っ

た
に
拘
ら
す
、
限
度
額
を
現
有
債
値
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
定
額
怯
を
用
い
よ
う
と
い
う
要
皇
で
あ
る
。
併
し
こ
の
要
望
は
資
産
再
評
債
法

の
制
定
に
際
し
て
実
現
さ
れ
す
に
絡
つ
だ
。

（
註
工
）
　
有
形
固
定
資
産
（
そ
の
償
却
額
が
所
得
の
計
算
上
損
金
叉
は
必
要
経
賀
に
算
入
さ
れ
る
。
）

　
　
　
三
條
、
所
得
税
法
施
行
規
則
第
十
條
）

六五四三ニー

と
は
次
の
諸
貢
塵
を
い
う
の
で
あ
る
。
　
（
法
人
視
法
施
行
規
則
第
十

（
註
2
）
　
無
形
固
定
資
産
と
は
次
の
諸
資
産
を
い
う
。

　
　
　
　
鉱
業
権
（
砂
鉱
権
洪
び
土
石
を
探
堀
叉
は
探
号
す
る
置
潮
を
含
む
。
）
漁
業
権
（
入
漁
権
を
含
む
。
）
水
利
権
、
特
許
権
．
　
　
　
　
　
　
意
匠
権
，
商
標
権
，

　
　
　
営
［
業
権
及
び
試
験
研
究
費
（
試
験
研
究
の
た
め
支
出
さ
れ
た
費
用
で
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）

　
　
　
　
右
の
う
ち
試
験
研
究
費
に
つ
い
て
は
之
を
無
形
固
定
資
産
か
ら
除
外
し
、
繰
延
資
産
と
し
て
随
時
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
を
認
む
べ
し
と
す
る
要
望
が
多
い
。

（
註
3
）
　
よ
る
べ
き
減
慣
償
却
の
方
法
の
届
出
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
揚
土
、
前
記
（
註
1
）
に
掲
げ
た
有
形
固
定
世
智
（
坑
道
を
除
く
）
に
つ
い
て
、
法
人
が
よ
る
べ
き
償

　
　
　
却
の
方
法
は
，
鉱
業
用
以
外
の
有
形
固
定
資
産
は
定
率
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
個
人
の
照
合
に
は
定
額
法
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
所
得
税
法
旋
行
規

建
物
（
暖
房
、
照
明
、
　
遇
風
等
の
建
物
に
附
属
…
す
る
設
催
を
含
む
。
）

構
築
物
（
ド
ッ
ク
、
橋
、
岸
壁
、
さ
ん
橋
、
軌
道
、
貯
水
池
、
坑
道
、
煙
突
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
を
い
う
。
）

…
槻
械
及
び
装
置
（
コ
ン
ベ
ヤ
、
ホ
イ
ス
ト
し
起
重
機
等
の
搬
逡
設
備
を
含
む
。
）

船
舶

　
ら
　
　
り
　
　
う

車
り
ょ
う
及
び
蓮
搬
具

工
具
、
器
具
及
び
備
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
係
條
丈
前
記
註
1
に
同
じ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
用
新
案
権
、
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則
第
十
二
條
の
七
）
か
く
両
者
を
区
別
し
た
理
論
的
根
拠
は
明
白
で
な
い
。

　
（
2
）
　
所
得
計
算
の
一
貫
性
を
保
持
し
、
そ
の
操
作
を
防
止
す
る
目
的
を
以
て
、
一
だ
び
選
択
せ
ら
れ
だ
る
償
却
方
怯
の
変
更
に
つ
い
て

は
一
定
の
制
限
が
設
け
ら
る
べ
き
こ
と
は
至
っ
て
当
然
で
あ
る
。
之
に
関
し
法
人
税
法
は
次
の
如
き
規
定
を
設
け
て
そ
の
濫
用
を
防
い
で
い

る
。

　
不
入
が
自
ら
選
択
し
て
届
出
で
た
方
法
叉
は
選
択
し
な
か
つ
セ
だ
め
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
減
債
償
却
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
新
た
な
償
却
の
方
法
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
そ
の
言
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
だ
申

請
書
を
政
府
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
右
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
だ
場
合
に
於
て
、
政
府
は
、
法
入
が

現
に
と
っ
て
い
る
償
却
の
方
法
を
探
課
し
て
か
ら
相
当
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き
叉
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
償
却
の
方
怯
に
よ
つ
「
て
は

所
得
の
計
算
が
正
確
に
行
わ
れ
難
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
却
下
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
乃
。
樹
当
該
申
請
の
承
認
叉
は
却
下

は
当
該
申
請
を
な
し
π
法
人
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
事
業
年
度
絡
了
の
日
（
中
間
申
告
を
要
す
る
法
人
に
つ
い
て
は
、

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
し
だ
日
の
前
日
）
ま
で
に
、
当
該
申
請
の
承
認
叉
は
却
下
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請

は
承
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
（
法
入
税
注
第
九
條
の
八
議
三
項
。
，
右
の
規
定
は
棚
卸
資
産
の
評
説
方
法
を
変
更
せ
ん
と
す
る
場
合

の
規
定
が
準
用
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
）
所
得
税
法
に
あ
り
て
も
之
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
（
第
十
條
の
五
第
三
項
）

　
（
3
）
右
に
述
べ
だ
る
如
く
減
債
償
却
方
法
の
選
択
、
及
び
そ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
銑
に
改
正
税
怯
に
具
体
化
さ
れ
一
六
解
決
し
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
固
定
資
産
の
減
債
償
却
に
つ
い
て
残
る
問
題
は
第
三
点
の
耐
用
年
数
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
既
に
大
聖
省
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
各
種
民
間
経
済
團
体
等
に
於
て
研
究
が
開
始
さ
れ
、
一
部
そ
の
成
果
を
示
し
た
も
の
も
あ
る

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
償
償
却

の
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
此
の
問
題
の
根
本
的
解
決
の
だ
め
に
は
、
減
債
償
却
に
対
す
る
基
本
的
立
志
に
つ
い
て
の
土
（
通
的
理
解
が

必
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
固
定
資
産
の
種
類
別
に
叉
は
業
種
別
に
誤
り
な
き
耐
用
年
数
を
決
定
す
る
こ
と
は
必
要
な
る
事
項

に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
如
何
な
る
目
的
を
以
て
、
ま
だ
何
を
平
字
と
し
て
減
償
償
却
を
行
う
の
で
あ
る
か
、
耐
用
年
数
決
定
に
当

り
之
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
諸
條
件
等
に
つ
い
て
、
ま
だ
一
つ
の
立
場
を
保
持
し
だ
る
場
合
に
於
て
当
然
予
期
せ
ら
れ
る
諸
結
果
等
に
つ
い

て
誤
り
な
き
理
解
を
有
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
等
諸
点
の
究
明
を
目
的
と
す
る
Q

二
　
減
債
償
却
の
爆
撃
と
ア
メ
リ
カ
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

　
減
債
償
却
と
は
固
定
資
産
に
投
せ
ら
れ
π
る
資
本
を
、
そ
の
有
敷
耐
用
年
数
に
組
織
的
継
続
的
に
割
当
て
て
回
牧
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
問
題
と
な
る
資
本
の
訳
業
は
具
体
的
実
体
と
し
て
の
個
々
の
企
業
に
於
け
る
資
本
の
回
牧
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
の
企
業
の
属
す
る

業
種
一
般
の
李
均
で
は
な
い
こ
と
は
至
っ
て
明
か
で
あ
る
。
嚴
密
に
云
え
ば
、
同
一
業
種
に
属
す
る
企
業
に
あ
り
て
も
、
そ
の
置
か
れ
た
る

諸
説
件
の
相
違
に
よ
り
、
固
定
資
産
の
有
敷
耐
用
年
数
を
異
に
す
る
が
故
に
、
固
定
資
産
原
債
を
期
間
的
に
配
分
し
て
そ
の
罹
患
を
図
う
得

べ
き
年
数
は
企
業
毎
に
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
税
法
が
取
扱
の
便
宜
上
例
え
ば
業
種
別
に
或
は
更
に
細
分
し
て
物
件
別
に
耐
用
年
数

を
定
め
だ
る
場
合
に
も
、
事
態
の
進
行
に
癒
じ
個
々
の
企
業
の
実
態
に
則
す
る
よ
う
そ
の
残
存
耐
用
年
数
の
改
訂
を
行
い
て
調
整
し
得
る
途

を
残
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
Q
我
國
税
法
に
於
て
認
め
る
耐
用
年
数
は
後
述
す
る
如
く
甚
だ
固
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
観

点
か
ら
再
槍
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
減
債
償
却
の
対
象
を
個
別
的
な
物
件
に
置
く
か
綜
合
的
な
る
一
体
に
置
く
か
と
い
う

こ
と
が
耐
用
年
数
決
定
の
問
題
に
関
連
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
軍
な
る
形
式
上
の
区
別
で
は
な
く
、
綜
合
償
却
の
場

合
に
は
、
綜
合
の
範
囲
、
綜
合
償
却
の
率
（
叉
は
金
額
）
の
組
成
、
附
随
的
問
題
（
例
え
ば
一
部
固
定
資
産
が
廃
秦
さ
れ
だ
る
揚
合
の
廃
棄
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損
盆
の
計
算
）
等
の
諸
問
題
を
そ
の
内
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
減
債
償
却
の
軍
位
と
し
て
は
通
常
次
の
如
き
分
類
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
工
）
個
別
償
却
（
物
件
別
償
却
）

　
理
論
的
に
は
、
切
削
機
、
旋
盤
、
電
動
機
、
そ
の
他
の
機
械
器
具
等
を
物
件
別
に
減
債
償
却
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
此
の

場
合
に
は
固
定
資
産
の
各
物
件
に
つ
い
て
勘
定
が
設
け
ら
れ
、
各
々
の
取
得
原
債
及
び
減
償
償
却
額
が
愚
管
さ
れ
る
。
然
し
こ
の
方
法
は
他

の
方
法
に
比
し
記
録
の
た
め
に
手
数
と
費
用
を
要
し
、
且
つ
物
件
別
の
見
積
耐
用
年
数
に
基
き
計
算
さ
れ
だ
る
償
却
費
は
後
述
グ
ル
ー
プ
別

償
却
の
場
合
よ
り
も
不
正
確
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
別
償
却
の
場
合
に
は
多
数
の
項
目
を
含
み
此
の
巻
雲
均
の
原
理
が
働
く
か
ら

で
あ
る
。

　
　
　
（
2
）
種
類
別
償
却

　
各
々
の
固
定
資
産
項
目
に
は
耐
用
年
数
の
長
短
あ
る
に
拘
ら
す
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
分
類
せ
ら
れ
、
か
く
分
類
さ
れ
π
る
一
團
毎
に
勘

定
が
設
け
ら
れ
る
。
各
々
の
耐
用
年
数
を
無
蓋
し
て
多
数
の
物
件
を
同
一
勘
定
に
属
さ
し
め
る
と
い
う
点
は
綜
合
償
却
に
類
似
し
そ
の
一
変

形
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
此
の
方
法
に
於
て
普
通
行
わ
れ
る
分
類
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
建
物
。
機
械
設
備
。
什
器
備
品
。
蓮
搬
具
。
等

　
　
　
（
3
）
　
　
グ
　
ル
ー
プ
別
償
却
・

　
種
類
均
し
く
耐
用
年
数
ほ
ぼ
均
し
き
固
定
資
産
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
償
却
す
る
方
法
で
あ
る
。
一
グ
ル
U
プ
に
対
し
て
一
個
の
勘
定
が

設
け
ら
れ
、
グ
ル
ー
プ
内
の
す
べ
て
の
物
件
に
は
一
つ
の
償
却
卒
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
計
算
が
簡
軍
で
あ
る
。
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
物
件

の
数
が
大
な
る
程
（
そ
の
一
部
は
見
積
耐
用
年
数
に
達
せ
す
し
て
脱
落
す
る
も
、
見
積
耐
用
年
数
以
上
に
生
き
残
れ
る
他
の
部
分
に
よ
っ
て

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
僧
臥
却
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税
法
に
於
け
る
滅
償
償
却

カ
バ
ー
さ
れ
る
が
故
に
）
正
確
な
る
結
果
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
別
償
却
は
そ
の
内
容
が
同
種
の
グ
ル
ー
プ
の
み
な
ら
す
、

ほ
ぼ
同
様
な
る
見
積
耐
用
年
数
を
有
す
る
異
種
の
物
件
よ
り
成
る
グ
ル
ー
プ
に
も
適
用
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
4
）
　
綜
　
合
　
償
　
却

　
綜
合
償
却
に
あ
り
て
は
あ
ら
ゆ
る
償
却
賓
産
が
一
勘
定
に
包
含
せ
ら
れ
、
一
箇
の
綜
合
償
却
率
が
適
用
さ
れ
る
。
即
ち
償
却
資
産
の
総
体

を
一
つ
の
償
却
軍
糧
と
す
る
の
で
あ
る
。
之
は
斯
く
綜
合
せ
ら
れ
π
る
固
定
資
産
の
全
体
と
そ
の
部
分
と
の
関
係
を
、
一
つ
の
機
械
と
そ
れ

を
構
成
す
る
部
分
品
と
の
関
係
と
同
一
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
　
（
一
工
場
全
体
を
以
て
一
償
却
軍
位
と
す
る
こ
と
が
不
都
合
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
一
機
械
を
一
償
却
輩
位
と
み
る
こ
と
も
不
都
合
で
あ
っ
て
、
機
械
を
構
成
す
る
歯
車
、
禎
粁
、
動
輪
の
各
々
に
対
し
て
別
個
の
記

鋒
を
保
持
す
る
必
要
を
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
　
云
わ
ば
一
工
事
を
以
て
多
数
の
関
連
せ
る
部
分
よ
り
成
る
一
マ
ン
モ
ス
機
械
と
も
い
う
べ
き

一
つ
の
機
構
と
考
え
る
の
で
あ
る
ρ

　
綜
合
償
却
奮
・
は
、
先
ず
綜
合
勘
定
に
含
ま
れ
る
固
定
資
産
を
グ
ル
ー
プ
別
に
分
類
し
そ
の
各
々
に
必
要
な
る
償
却
費
を
求
め
て
合
計
し
、

之
を
全
体
の
総
原
債
で
除
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
　
（
註
4
）

　
綜
合
償
却
に
対
す
る
難
点
は
、
綜
合
償
却
の
適
用
さ
れ
る
固
定
資
産
の
綜
合
体
の
内
容
に
変
化
を
生
じ
だ
る
場
合
に
生
じ
る
。
そ
の
一
部

が
廃
棄
さ
れ
た
る
場
合
必
す
し
も
同
一
物
を
以
て
置
換
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
旧
機
械
が
取
去
ら
れ
、
之
に
代
位
せ
る
新
機
械
は
旧
機
械
の

二
倍
の
耐
用
年
数
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
故
に
若
し
綜
合
償
却
率
が
最
初
に
決
定
せ
ら
れ
だ
る
ま
ま
固
定
的
な
る
も
の
と

す
れ
ば
、
時
の
経
過
と
共
に
固
定
資
産
の
変
動
を
反
映
せ
す
、
固
定
資
産
勘
定
は
現
実
と
懸
離
れ
π
る
も
の
と
な
る
。
從
っ
て
各
グ
ル
ー
プ

の
占
め
る
相
対
的
比
率
に
相
当
の
変
化
あ
り
た
る
空
合
に
は
綜
合
償
却
卒
を
修
正
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
税
法
で
は
固
定
資
産

の
構
成
に
相
当
の
変
化
あ
り
π
る
程
合
綜
合
償
却
卒
を
修
正
す
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
此
の
方
法
の
利
用
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
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沖
す
る
我
國
の
所
謂
綜
合
償
却
の
盛
合
と
異
な
り
、
個
別
的
な
実
体
の
上
に
綜
合
償
却
率
が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
綜
合
償
却
は
そ
の
適
用
が
至
っ
て
簡
軍
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
綜
合
償
却
率
が
適
当
に
決
定
せ
ら
れ
運
用
せ
ら
れ
る
だ
め
に
は
、

そ
の
改
訂
の
揚
合
を
予
想
し
て
、
個
別
償
却
の
場
合
と
同
様
な
る
固
定
資
産
記
録
を
持
だ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
註
4
）
　
綜
合
償
却
率
及
び
綜
合
耐
用
年
数
（
亭
均
耐
用
年
数
）
は
蓮
常
次
の
如
く
し
て
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佃
嘗
卍
E
）

　
　
　
　
　
灘
ψ
購
誉
樹
せ
，
職
誉
撮
柚
慧
　
◎
8
Q
o
十
璃
強
①
μ
0
8
1
1
0
●
8
b
δ
Q
Q

　
　
　
　
　
灘
φ
鐸
曲
曲
麟
”
　
潮
鷲
誉
齎
理
　
密
b
O
O
十
溝
誉
雌
受
壷
ρ
8
Q
Q
1
1
9
踊
り
衝
激

　
　
　
　
　
O
」
b
ゆ
心
柚
×
O
陰
b
つ
Q
◎
訣
1
1
Q
o
9
ω
刈
駅

　
　
　
　
　
O
駅
℃
8
0
×
◎
o
㎝
●
ω
刈
訣
1
1
㎝
μ
㎝
O
O
（
誉
）

　
ペ
ィ
ト
ン
は
全
工
揚
を
対
象
と
し
て
叉
は
相
当
異
な
る
タ
イ
プ
の
固
定
資
産
の
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
て
総
括
卒
を
適
用
す
る
こ
と
は
婁

当
で
な
く
、
他
に
拠
る
べ
き
方
法
が
あ
る
な
ら
ば
総
括
李
に
よ
る
方
法
を
避
く
べ
き
で
あ
る
と
云
い
、
ギ
ル
マ
ン
は
右
に
述
べ
た
る
諸
方
法

．
の
う
ち
最
も
普
通
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
ぼ
同
様
の
耐
用
年
数
を
有
す
る
も
の
を
一
グ
ル
ー
プ
と
す
る
グ
ル
ー
プ
別
償
却
法
に
基
礎

を
置
く
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
税
法
で
は
減
債
償
却
の
軍
位
が
物
件
別
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
固
定
資
産
の
一
部
が
廃
棄
さ
れ
把
る
揚
合
、
廃
棄
損

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

盆
の
処
置
を
異
に
す
る
。
物
件
別
の
償
却
の
言
合
に
は
当
該
固
定
資
産
の
廃
棄
と
共
に
そ
れ
に
関
す
る
廃
秦
損
盆
が
確
定
さ
れ
る
。
然
る
に

減
債
償
却
が
多
数
の
固
定
資
産
の
集
合
体
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
耐
用
年
数
が
各
個
固
定
資
産
の
準
均
と
し
て
定
め
ら
れ
だ
野
合
に

は
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
最
後
の
一
軍
位
が
廃
秦
せ
ら
れ
る
迄
は
廃
汚
損
盆
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
全
固
定
資

産
が
宮
詣
さ
れ
だ
後
で
な
け
れ
ば
、
減
債
償
却
に
関
す
る
見
積
が
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
確
定
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ほ

ぼ
耐
用
年
数
を
均
し
く
す
る
十
台
の
機
械
が
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
減
債
償
却
の
対
象
と
さ
れ
た
る
場
合
、
そ
の
中
七
台
は
平
均
耐
用
年
数
以

前
に
廃
業
さ
れ
だ
と
し
て
も
残
り
の
三
台
が
李
均
耐
用
年
数
を
超
え
て
使
用
に
堪
え
、
前
者
の
短
命
を
補
う
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
が
個
別
償
却
で
あ
っ
て
、
個
別
的
な
記
録
が
保
π
れ
て
い
る
場
合
に
は
廃
棄
の
都
度
損
盆
が
算
出
さ
れ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
別
償

却
の
揚
合
に
は
、
最
後
の
一
軍
位
が
廃
棄
せ
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
、
そ
の
確
定
が
延
期
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
廃
思
せ
ら
れ
た

る
固
定
資
産
の
帳
簿
慣
額
（
間
接
法
に
よ
る
償
却
の
揚
合
に
は
取
得
原
慣
）
と
残
存
慣
額
（
叉
は
処
分
償
額
）
と
の
差
額
を
減
償
償
却
引
当

金
に
課
す
る
こ
と
が
普
通
の
慣
行
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
　
（
註
5
）
　
但
し
そ
の
償
却
率
が
グ
ル
ー
プ
中
の
最
も
長
き
耐
用
年
数
を
有
す

る
も
の
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
書
意
損
失
が
認
め
ら
れ
る
。

　
右
に
述
べ
だ
の
は
平
均
耐
用
年
数
以
下
の
も
の
が
李
均
以
上
の
も
の
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
可
能
性
あ
る
場
合
に
起
る
普
通
の
場
合
の
廃

棄
（
正
常
な
る
廃
藩
）
に
於
け
る
廃
棄
損
盆
の
取
扱
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
別
の
陳
腐
化
（
第
四
節
で
述
べ
る
）
等
に
よ
っ
て
起
る

正
常
な
ら
ざ
る
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
綜
合
償
却
に
よ
っ
て
い
る
場
合
で
も
廃
棄
損
失
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
於
け
る
耐
用
年
数
は
右
に
述
べ
だ
る
如
き
償
却
軍
位
を
基
礎
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
年
数
は
財
務
省
内
國
歳

入
局
の
「
告
示
F
」
　
（
一
九
四
二
年
一
月
改
訂
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
耐
用
年
数
表
に
は
二
業
種
別
に
各
種
固
定
資
産
の
物
件
別
耐
用

年
数
及
び
可
能
な
る
場
合
に
は
併
せ
て
綜
合
償
却
及
び
グ
ル
ー
プ
別
償
却
に
対
す
る
耐
用
年
数
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
建
物
及
び
附
属
設
備
、
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動
力
発
生
装
置
、
事
務
用
器
具
備
品
、
運
搬
具
の
耐
用
年
数
は
別
個
に
示
さ
れ
て
お
り
、
特
に
指
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
前
記
綜
合
叉
は
グ

ル
ー
プ
別
償
却
の
息
合
の
耐
用
年
…
数
に
は
之
等
の
固
定
資
産
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
業
種
別
に
示
さ
れ
だ
る
物
件
の
種
類
は
至
っ
て
多
数
で

あ
っ
て
例
え
ば
皮
革
及
皮
革
製
品
業
で
は
こ
の
業
種
の
下
に
百
種
以
上
の
物
件
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
或
業
種
で
は
綜
合
耐
用
年
数
は
、

十
五
年
乃
至
二
十
年
等
の
幅
を
以
て
示
さ
れ
、
建
物
に
つ
い
て
附
属
設
備
を
包
含
せ
る
場
合
と
然
ら
ざ
る
場
合
の
耐
用
年
…
数
を
併
記
す
る
等

多
く
の
周
到
な
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
而
も
そ
こ
に
示
さ
れ
た
る
耐
用
年
数
は
我
國
の
如
く
各
企
業
に
共
通
し
て
一
律
に
適
用
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
一
慮
の
手
引
乃
至
出
発
点
と
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
を
要
す
る
。
即
ち
見
積
耐
用
年
数
は
李
均
に
基
き

作
成
さ
れ
だ
も
の
で
あ
っ
て
特
定
の
場
合
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
合
理
的
な
る
減
債
償
却
率
は
固
定
資
産
の

取
得
の
時
期
に
於
け
る
見
積
耐
用
年
数
に
の
み
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
固
定
資
産
の
使
用
の
状
態
、
修
繕
取
替
等
の
如
何
に
よ
っ

て
大
い
に
左
右
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
使
用
の
途
中
に
勝
て
最
初
の
見
積
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
揚
合
に
は
、
残

存
耐
用
年
数
の
改
訂
を
行
い
、
か
く
改
訂
さ
れ
だ
る
残
存
耐
用
年
数
の
う
ち
に
未
償
却
残
高
を
償
却
し
得
る
よ
う
減
債
償
却
費
を
修
正
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
物
件
別
償
却
の
場
合
に
は
比
軟
論
麻
易
で
あ
る
。
或
機
械
の
最
初
の
見
積
耐
用
年
数
が
十
五
年
で

あ
り
、
十
年
経
過
後
に
於
て
そ
の
機
械
が
更
に
十
年
間
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
未
償
却
分
が
残
り
の
十
年
聞
に

配
分
償
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
別
叉
は
綜
合
償
却
の
場
合
に
は
そ
の
中
に
残
存
耐
用
年
数
を
異
に
す
る
多
数
の
項
目
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
計
算
は
復
雑
と
な
る
。
そ
こ
で
実
際
問
題
と
し
て
は
先
ず
綜
合
さ
れ
だ
る
固
定
資
産
に
つ
き
李
均
残
存
耐
用
年
数
を
決
定
す
る
の

で
あ
る
。
此
の
準
均
残
存
耐
用
年
数
で
未
償
却
残
高
を
除
し
て
そ
の
後
の
年
々
の
償
却
費
と
す
る
。
例
え
ば
償
却
す
べ
き
固
定
資
産
の
原
債

百
万
円
既
償
却
額
六
十
万
円
夫
償
却
残
高
四
十
万
円
に
し
て
、
諸
王
残
存
使
用
可
能
年
数
が
十
箇
年
と
見
積
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
後

の
償
却
費
は
四
万
円
と
な
る
。
之
を
原
書
百
万
円
に
関
課
せ
し
め
て
李
で
表
現
す
れ
ば
償
却
卒
四
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
（
註
6
）

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
儂
償
却

（
註
5
）
　
減
債
償
却
に
関
し
直
接
法
が
と
り
れ
て
い
る
場
合
に
之
を
適
用
す
れ
ば
、
帳
簿
債
額
と
残
存
債
額
と
の
差
額
は
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
他
の
固
定
資
産
に
附
加
す
る

　
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
註
6
）
　
本
節
の
叙
述
の
た
め
に
は
次
の
諸
丈
献
に
員
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
　
d
ψ
目
同
g
ω
ロ
曼
∪
昌
§
8
£
麟
器
碧
o
h
一
艮
①
二
巴
図
。
〈
0
2
ρ
ゆ
邑
。
賦
μ
、
、
国
．
．
（
閑
Φ
く
一
ω
①
負
目
碧
q
9
目
口
　
μ
O
鼻
b
o
）

　
　
　
O
臨
B
巴
℃
》
8
8
ロ
ニ
5
0
q
O
o
旨
8
冨
。
｛
中
9
拝

　
　
　
2
磐
δ
く
。
潜
5
自
§
o
猛
し
暮
①
§
o
島
簿
。
》
8
ε
暮
ぢ
o
q
●

　
　
　
弓
9
曙
8
炉
》
8
0
ニ
ロ
冨
景
．
出
9
b
住
び
8
〆

　
　
　
ピ
器
器
ひ
切
房
写
Φ
器
↓
貴
国
雪
ユ
び
8
F
6
お
・

　
　
　
大
藏
省
圭
税
局
「
釆
英
日
耐
用
年
数
と
減
債
償
却
」

三
　
我
國
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却
と
そ
の
難
点

一70一

　
我
國
税
法
の
減
債
償
却
に
対
す
る
根
本
的
態
度
は
法
人
税
注
施
行
細
則
及
び
注
入
税
の
取
扱
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
発
表
）
に
よ
っ
て
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
施
行
細
則
別
表
は
各
種
固
定
資
産
に
つ
き
そ
の
耐
用
年
数
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
斯
る
耐
用
年
数
が
適
用
せ
ら
れ
る

減
債
償
却
の
軍
位
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
表
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
別
表
　
一
　
各
事
業
に
土
（
通
す
る
有
形
固
定
資
産

　
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
（
1
）
建
物
（
2
）
構
築
物
（
3
）
船
舶
（
4
）
車
輔
及
び
運
搬
具
（
5
）
工
具
、
器
具
及
び
備
品
の
五
種
類
で

あ
り
、
そ
れ
等
を
、
建
物
に
つ
い
て
は
用
途
構
遣
に
よ
り
細
分
す
る
等
三
十
の
細
目
に
分
類
し
て
耐
用
年
数
を
定
め
て
い
る
。



　
　
　
別
表
二
　
事
業
別
有
形
固
定
資
産

　
こ
れ
は
各
事
業
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
（
別
表
一
に
定
め
ら
れ
た
る
有
形
固
定
資
産
を
除
く
）
機
械
設
備
等
を
包
含
し
、
（
1
）
金
属
鉱
業

（
2
）
硫
黄
鉱
業
等
百
二
種
の
業
種
に
分
ち
、
業
種
別
に
耐
用
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
別
表
三
無
形
固
定
資
産

　
特
許
権
、
商
標
権
、
意
匠
権
等
が
之
に
属
す
る
。

　
別
表
三
の
無
形
固
定
資
産
関
係
は
そ
の
内
馨
が
荒
淫
で
あ
り
減
債
償
却
の
軍
位
を
論
ず
る
本
稿
で
は
別
段
問
題
と
な
ら
な
い
。
減
慣
償
却

の
軍
位
の
観
点
か
ら
み
る
と
き
別
表
一
は
種
類
別
償
却
で
あ
り
別
表
二
は
業
種
別
綜
合
償
却
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
種
類
別
償
却

も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
の
差
違
を
無
視
し
て
包
括
率
を
適
用
す
る
と
い
う
点
で
綜
合
償
却
に
類
似
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
我
國
税
法
の
減
儂
償
却
に
対
す
る
建
前
は
綜
合
償
却
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
而
も
こ
の
綜
合
償
却
は
各
企
業
の
有
す
る
具
体
的
な
る
固
定
資
産
の
滞
留
的
耐
用
年
数
を
基
礎
と
し
て
各
企
業
に
個
別
的
に
適
用
せ
ら
れ

る
意
味
の
綜
合
償
却
で
は
な
く
、
別
衷
二
に
つ
い
て
云
え
ば
、
例
え
ば
医
宇
品
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
各
企
業
の
固
定
資
産
の
構
成
を
一
切

無
漏
し
て
、
こ
の
業
種
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
一
言
に
十
二
年
の
耐
用
年
数
を
課
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の

耐
用
年
数
は
同
一
業
種
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
企
業
を
遍
じ
て
固
定
的
で
あ
り
個
別
企
業
の
特
殊
性
に
慮
じ
て
の
伸
縮
は
些
か
も
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
こ
に
減
債
償
却
に
関
す
る
我
國
現
行
税
法
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
な
き
簡
便
性
と
其
に
そ
の
故
に
発
生
す
る
多

く
の
不
合
理
性
が
槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
註
7
）

　
右
の
結
果
各
年
度
の
償
却
範
囲
額
は
同
一
業
種
に
属
す
る
各
企
業
に
同
一
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
合
計
と
し
て
算
出
さ
れ
る
。
　
「
法

人
税
の
取
扱
」
綜
合
通
達
二
〇
七
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。
「
規
則
第
十
三
條
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
形
減
贋
償
却
資
産
の
償
却
範

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

差
額
の
計
算
は
別
表
一
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
種
類
ご
と
、
別
表
二
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
事
業
ご
と
に
、
且
つ
耐
用
年
数
の
異

な
る
ご
と
に
計
算
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
資
産
の
種
類
及
び
耐
用
年
数
の
同
一
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
償
却
範
囲
額
は
合
算
し
て

計
算
す
る
己

　
右
に
於
て
「
別
表
二
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
事
業
ご
と
に
、
且
つ
耐
用
年
数
の
異
な
る
ご
と
に
」
と
い
う
の
は
個
々
の
固
定
資
産
の

物
件
別
の
耐
用
年
数
の
相
違
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
別
表
二
に
示
さ
れ
た
る
僅
か
な
る
例
外
的
細
分
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
別
表
二
は
業
種
別
に
概
ね
一
業
種
一
本
．
の
耐
用
年
数
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
す
、
更
に
細
目
別
に
耐
用
年
数
を
示
し
だ
る
も
の
は
僅
か

で
あ
り
、
且
つ
細
分
の
程
度
も
至
っ
て
少
い
。
　
（
註
8
）
斯
く
て
償
却
範
囲
額
の
計
算
は
、
個
別
的
物
件
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
自
ら
合
算
に
よ
っ
て
計
算
す
る
以
外
に
途
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
註
7
）
　
綜
合
償
却
の
方
法
は
昭
和
十
七
年
七
月
の
改
正
に
よ
り
始
め
て
無
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
於
て
は
機
械
の
種
類
構
造
別
叉
は
製
造
装
置
別
（
例
え

　
　
　
　
ば
化
学
藥
製
造
装
置
に
於
け
る
が
如
く
）
に
耐
用
年
数
を
定
む
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
現
行
「
別
表
一
」
関
係
の
建
物
に
つ
い
て
も
建
物
と
附
属
建
物
と

　
　
　
　
を
区
別
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た
。

　
（
註
8
）
　
一
業
種
の
う
ち
更
に
細
目
を
示
せ
る
も
の
は
次
の
業
種
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
6
）

b　　A　　A
67　66　65
v　　v　　v

A　A．A　A　　A61　55　50　43　19
V　　V　L／　V　　V

石
油
鉱
業
（
細
目
、
三
種
）

船
舶
製
造
業
（
細
目
、
四
種
）

染
料
中
間
物
そ
の
他
コ
ー
ル
タ
T
〃
分
り
ゆ
う
物
誘
導
体
製
造
業
（
細
目
、

石
油
精
製
及
び
輸
入
業
（
細
目
、
二
種
）

セ
ル
ロ
イ
ド
製
造
業
（
細
目
、
二
種
）

ガ
ス
、
コ
ー
ク
ス
及
び
同
副
産
物
製
造
業
（
細
目
、
四
種
）

電
氣
業
（
細
目
、
七
種
）

ガ
ラ
ス
製
造
業
（
細
目
、
ご
種
）

セ
メ
ン
ト
製
造
業
（
細
目
、
二
種
）

二
種
）
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（
6
8
）
　
煉
武
製
造
業
（
細
目
、
二
種
）

　
　
　
　
（
6
9
）
　
そ
の
他
の
よ
う
業
（
細
目
，
二
種
）

　
　
　
　
（
2
0
1
）
前
揚
以
外
の
事
業
（
替
、
二
種
）

　
現
行
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却
は
右
の
如
き
意
昧
に
於
け
る
綜
合
償
却
で
あ
り
、
之
を
支
え
る
物
件
別
耐
用
年
数
は
何
等
明
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
而
も
そ
の
綜
合
償
却
卒
は
同
一
業
種
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
土
（
通
で
あ
り
毫
も
伸
縮
性
を
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
一
般
的
に
次
の
不
合
理
を
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
別
表
が
そ
の
基
礎
と
し
て
予
定
す
る
固
定
資
産
構
成
（
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
成
を
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
は
明
か
で
な
い

が
）
に
正
確
に
適
合
す
る
落
合
に
は
問
題
は
な
い
が
、
然
ら
ざ
る
企
業
に
あ
b
て
は
償
却
の
過
剰
叉
は
償
却
の
不
足
を
束
た
す
。
企
業
の
有

す
る
数
十
種
乃
至
百
種
前
後
に
も
及
ぶ
固
定
資
産
を
通
じ
て
綜
合
的
耐
用
年
数
を
定
む
る
場
合
、
そ
の
耐
用
年
数
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か

の
問
題
は
別
と
し
て
、
別
表
二
に
於
て
同
一
業
種
に
属
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
π
る
企
業
間
に
も
固
定
資
産
の
構
成
に
大
な
る
変
化
の
あ
り

得
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
（
2
9
）
ソ
ー
ダ
製
造
業
に
も
ア
ン
モ
ニ
ア
法
に
よ
る
も
の
と
電
解
法
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り
、

両
者
は
異
っ
た
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。
叉
（
6
6
）
ガ
ラ
ス
製
造
業
に
あ
り
て
も
板
硝
子
を
製
造
す
る
近
代
的
工
業
と
自
動
骨
瓶
工
揚
及
び

家
内
工
業
的
製
瓶
事
業
で
は
そ
の
設
備
を
異
に
し
叉
耐
用
年
数
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
固
定
資
産
構
成
と
は
や
や
問
題
を
異
に
す
る

が
（
2
8
）
医
樂
品
海
螢
業
に
お
い
て
酸
性
の
医
書
品
と
非
酸
性
の
も
の
で
は
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
に
相
当
差
違
を
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
か

く
て
、
現
行
別
表
の
耐
用
年
数
が
如
何
な
る
固
定
賓
産
構
成
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
か
で
な
い
が
、
そ
の
標
準
と

慧
異
な
れ
る
構
成
を
有
す
る
企
業
に
於
て
は
実
質
的
に
減
債
償
却
の
過
不
足
を
生
す
べ
き
道
理
で
あ
る
。
減
假
償
却
の
意
味
は
各
企
業
が
固

定
賓
産
に
現
実
に
投
じ
π
る
原
譜
を
規
則
的
継
続
的
に
回
牧
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
斯
る
意
昧
の
綜
合
償
却
で
は
当
該
企
業
の
減
債
償
却

所
要
額
と
一
致
せ
ざ
る
揚
合
が
間
々
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
親
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
償
償
却

　
（
2
）
　
税
法
の
定
む
る
綜
合
償
却
が
全
く
固
定
的
な
る
こ
と
は
更
に
個
別
企
業
の
特
殊
性
と
の
関
連
に
於
て
不
都
合
な
る
も
の
と
な
る
。

即
ち
別
表
一
に
於
て
建
物
の
う
ち
語
漏
等
を
使
用
す
る
工
場
で
腐
蝕
し
易
き
建
物
に
つ
き
別
個
の
耐
用
年
数
を
定
め
、
叉
は
昭
和
二
十
年
以

後
建
築
の
も
の
に
短
縮
さ
れ
漏
る
耐
用
年
数
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
別
表
一
及
び
二
を
通
じ
て
、
そ
の
生
産
設
備
の
置
か
れ
紀

る
地
理
的
環
境
（
濃
度
、
地
盤
沈
下
、
近
接
地
に
劇
藥
等
を
使
用
す
る
工
場
あ
り
て
腐
蝕
し
易
い
状
態
に
あ
る
も
の
、
用
水
が
塩
分
を
含
む

に
至
り
損
耗
度
を
高
め
る
等
）
作
業
の
種
類
（
高
圧
高
熱
作
業
、
腐
蝕
性
ガ
ス
の
使
用
、
震
動
作
業
等
）
操
業
度
等
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し

て
い
な
い
。
從
っ
て
個
別
企
業
の
実
際
か
ら
み
て
現
行
耐
用
年
数
は
至
っ
て
実
情
に
則
せ
ざ
る
も
の
と
な
る
恐
れ
が
充
分
に
あ
る
Q
右
に
述

べ
た
る
（
1
）
の
場
合
に
於
て
そ
の
企
業
の
固
定
資
産
構
成
が
現
行
耐
用
年
数
の
基
礎
と
な
り
た
る
構
成
と
一
致
す
る
場
合
に
於
て
も
（
2
）

の
揚
玉
の
差
蓮
が
考
慮
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
適
合
せ
ざ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
　
（
1
）
の
場
合
に
於
て
予
想
せ
ら
れ
π

る
固
定
資
産
構
成
と
一
致
せ
ざ
る
構
成
の
企
業
に
点
て
は
不
合
理
は
更
に
一
管
大
と
な
る
。

　
我
國
税
法
に
定
め
ら
れ
た
る
減
債
償
却
は
先
ず
右
に
説
明
し
た
る
が
如
き
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
財
務
諸
表
等
の
用
語
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
証
券
取
引
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
に
よ
れ
ば
、
附
属
明
細
表
と
し
て
減
債

償
却
費
明
細
表
が
要
求
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
資
産
の
種
類
、
取
得
原
器
、
当
期
償
却
額
、
償
却
額
累
計
、
当
期
末
残
高
、
償
却
累
計
率
（
償

却
額
累
計
の
取
得
原
債
に
対
す
る
割
合
）
償
却
方
言
の
外
に
償
却
範
囲
額
に
対
す
る
過
不
足
額
（
不
足
額
は
朱
書
）
を
記
載
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
落
毛
税
法
の
定
む
る
償
却
範
囲
額
は
右
に
述
べ
だ
る
意
昧
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
金
額
ま
で
の
償
却
を
行
い
た
る
場

合
個
別
企
業
に
と
っ
て
は
実
は
過
大
叉
は
過
少
の
償
却
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
述
せ
る
如
く
で
あ
る
が
、
減
債
償
却
費
明
細
表

に
償
却
範
囲
額
に
対
す
る
不
足
額
が
掲
げ
ら
れ
π
る
場
合
、
そ
の
意
味
が
果
し
て
正
当
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
端
近
き
將
来
多
く
の

会
肚
は
外
部
監
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
選
定
償
却
範
囲
額
に
不
足
す
る
償
却
（
但
し
当
該
企
業
と
し
て
は
充
分
な
る
償
却
）
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を
行
い
て
続
生
配
当
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
正
当
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ざ
る
場
合
に
は
、
償
却
範
囲
額
自

体
が
当
該
企
業
の
実
際
に
即
す
る
よ
う
改
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
地
方
税
法
第
四
百
十
四
條
は
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
返
る
画
格
の
最
低
限
度
を
定
め
て
「
市
町
村
長
叉
は
地
方
財
政
委
員
会
が
固
定
資

産
の
債
格
を
決
定
す
る
暮
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
懸
樋
は
、
法
入
税
法
叉
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
損
金
叉
は
必
要
な
経

費
と
し
て
控
除
す
べ
き
減
便
償
却
額
叉
は
減
慣
償
却
費
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
固
定
資
産
の
債
額
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
に
も
例
え
ば
当
該
企
業
が
怯
定
償
却
範
囲
額
以
上
の
償
却
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
叉
そ
の
余
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
定
め
ら
れ
π
る
耐
用
年
数
が
実
際
と
適
合
せ
ざ
る
こ
と
か
ら
不
合
理
が
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
規
定
の
合
理
性
が
屯
張
せ
ら

れ
る
以
前
に
先
ず
償
却
範
囲
額
の
妥
当
性
が
確
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
税
法
に
認
め
ら
れ
π
る
耐
用
手
…
数
（
從
っ
て
償
却
率
）
が
特
定
の
企
業
に
と
っ
て
不
適
当
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
影
響
は
当
然

今
回
の
再
評
債
の
限
度
額
（
從
っ
て
ま
だ
実
際
再
評
債
額
）
の
決
定
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
有
形
減
磁
賓
産
の
再
路
肩
額
は
、
当
該
資
産
の

取
得
債
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
及
び
耐
用
年
数
（
繰
入
税
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
資
産
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
だ
耐
用
年
…
数
を
い
う
）
に
慮
じ

て
定
め
ら
れ
た
別
表
第
一
の
倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
以
て
限
度
額
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
（
賓
産
再
評
慣
注
第
十
七
條
）
そ
こ
に

使
用
せ
ら
れ
る
償
却
率
は
そ
の
企
業
内
の
あ
ら
ゆ
る
資
産
（
実
際
の
耐
用
年
数
は
五
、
六
年
の
短
期
の
も
の
か
ら
四
、
五
十
年
の
長
期
の
も

の
も
あ
る
。
）
に
一
罪
に
適
用
さ
れ
る
綜
合
率
で
あ
る
が
、
鼻
聾
再
評
慣
法
は
固
定
資
産
総
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
個
々
の
資
産
に
つ
き

限
度
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
、
同
一
、
種
類
の
物
件
で
あ
っ
て
経
過
年
数
を
均
し
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
置
か
れ
た

る
業
種
の
相
違
に
よ
り
、
そ
の
限
度
額
に
大
な
る
差
違
の
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
つ
だ
。
次
表
は
増
田
金
六
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
だ
例
で
あ

っ
て
、
昭
和
十
二
年
に
一
万
円
で
取
得
し
た
変
庄
器
が
そ
の
施
設
さ
れ
た
業
種
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
限
度
額
に
大
い
に
差
違
の
あ
る

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

こ
と
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（29）（4）（8）（7）（93）（65）

業

種

電
　
　
氣
　
　
業

製
永
冷
凍
業

製
　
　
鉄
　
　
業

非
鉄
金
属
精
錬
業

石
炭
鉱
業

ソ
ー
ダ
製
造
業

（
註
9
）

耐
用
年
数

　
　
四
〇

　
　
三
〇

　
　
二
五

　
　
一
八

　
　
一
二

　
　
一
〇

　　　　　　再
　一・三四五七評
七三〇八九六債・　　・　　・　　…　　　　　　　出

癖〇〇〇〇〇数
再
評
償
基
準
額

　
七
六
〇
干
円

五
九
〇

四
八
〇

三
〇
〇

一
三
〇

　
七
九

〃〃11　11〃

　
右
表
に
み
る
如
く
最
高
は
七
十
六
万
円
、
最
低
は
七
万
九
千
四
で
あ
り
約
十
分
の
一
で
あ
る
。

　
個
々
の
物
件
に
つ
き
業
種
別
に
比
較
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
差
等
を
生
じ
る
。
併
し
当
該
企
業
の
有
す
る
固
定
資
産
を
総
体
と
し
て
見
る
な

ら
ば
、
一
若
し
綜
合
耐
用
年
数
が
当
該
企
業
の
実
情
に
合
致
し
て
い
る
な
ら
ば
1
一
部
固
定
資
産
の
過
少
の
限
度
額
は
他
の
過
大
の
限

度
額
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
、
総
体
と
し
て
再
評
領
法
の
予
定
し
た
る
如
き
限
度
額
に
落
つ
く
筈
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
こ
こ
に
綜
合
耐
用
年
数

が
当
該
企
業
の
実
情
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
保
障
は
存
在
し
て
い
な
い
。
從
っ
て
総
体
と
し
て
の
限
度
額
の
適
否
も
甚
だ
疑
問
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
更
に
再
評
債
の
総
額
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
気
嵩
の
再
虚
聞
額
（
叉
は
限
度
額
）
が
固
定
資
産
税
等
に
於
て

利
用
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
資
産
再
評
債
法
に
よ
る
個
々
の
資
産
の
限
度
額
（
叉
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
の
再
評
債
額
）
は
そ
れ
自
体
と
し
て

は
殆
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
総
体
と
し
て
法
人
税
法
上
の
減
慣
償
却
費
計
算
の

基
礎
と
な
る
と
い
う
意
昧
し
か
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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個
々
の
資
産
の
時
点
と
限
度
額
と
の
問
に
大
な
る
不
均
衡
を
生
す
べ
き
は
資
産
再
評
点
法
自
体
も
之
を
予
想
し
だ
こ
と
で
あ
っ
だ
。
即
ち

「
資
産
再
評
債
法
に
関
す
る
通
達
（
法
人
関
係
）
」
四
八
は
次
の
如
く
そ
の
調
整
を
図
っ
て
い
る
。

　
「
管
毛
三
章
に
規
定
さ
れ
だ
再
評
論
額
の
限
度
額
は
、
個
々
の
資
産
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
個
々
の
資

産
に
つ
い
て
生
じ
π
限
度
額
と
再
書
債
額
と
の
差
額
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
但
し
総
合
償
却
資
産
に
含
ま
れ
る
個
々

の
資
産
の
使
用
可
能
年
数
が
異
な
る
た
め
、
総
合
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
に
類
す
る
別
表
第
一
の
倍
数
に
よ
り
計
算
し
胆
管
評
償
額
の
限
度

額
が
、
基
準
日
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
の
債
額
に
比
較
し
て
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
慣
額
と
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
、

再
鳶
職
額
の
限
度
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
個
々
の
資
産
に
つ
い
て
の
再
評
慣
額
の
限
度
額
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
」

　
併
し
再
評
慣
の
準
備
期
間
の
不
足
の
た
め
に
此
の
條
項
は
一
般
に
利
用
さ
れ
な
か
つ
π
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
叉
右
の
調
整
が
行
わ
れ
た

と
し
て
も
、
定
め
ら
れ
だ
耐
用
年
数
が
企
業
の
実
態
と
相
違
し
て
い
る
な
ら
ば
全
体
と
し
て
の
不
合
理
を
救
済
し
得
な
い
。

　
綜
合
償
却
が
個
別
的
物
件
の
基
礎
を
有
せ
す
且
つ
企
業
の
実
態
に
即
し
て
伸
縮
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
斯
る
も
の
と
し
て
我
國
現
行

の
綜
合
償
却
を
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
解
を
離
れ
て
そ
の
結
果
を
他
の
部
面
に
利
用
せ
ん
と
す
る
揚
合
に
は
右
に
述
べ
だ
る

如
き
不
都
合
を
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
綜
合
償
却
は
そ
の
よ
っ
て
立
つ
基
礎
を
離
れ
抽
象
化
に
慣
れ
て
税
法
自
体
が
盆
々
そ
の
意
味
を
歪
曲
し
恣
意
的
な
る
も
の
と
な
り

つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ば
「
法
人
税
の
取
扱
」
綜
合
通
達
二
〇
六
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
「
定
率
法
に
よ
る
減
償
償
却
を
行
う
導
入
で
資
産
の
種
類
及
び
耐
用
年
数
が
同
一
な
た
め
叉
は
別
表
二
の
事
業
別
固
定
資
産
に
つ
い
て
、

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
便
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
償
償
却

当
該
資
産
の
う
ち
個
々
の
資
産
の
債
額
が
減
債
償
却
の
把
め
残
存
償
額
と
な
つ
だ
と
き
は
、
当
該
資
産
は
爾
後
減
債
償
却
の
対
象
と
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
償
却
範
囲
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
取
得
債
額
か
ら
除
算
す
る
。
L

　
我
國
の
税
法
は
償
却
範
囲
額
を
綜
合
的
に
計
算
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
個
々
の
物
件
別
に
如
何
な
る
償
却
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
全

く
触
れ
て
い
な
い
。
（
そ
れ
を
指
示
す
る
た
め
に
は
物
件
別
耐
用
年
数
を
定
め
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
從
っ
て
別
表
一
に
掲
げ

る
資
産
に
つ
い
て
は
種
類
ご
と
、
別
表
二
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
事
業
ご
と
、
且
つ
耐
用
年
数
の
異
な
る
ご
と
に
合
算
的
に
承
認
せ
ら

れ
た
る
償
却
額
を
、
個
別
資
産
の
償
却
額
と
し
て
如
何
に
割
当
て
る
か
に
つ
い
て
は
企
業
の
自
由
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
若

し
そ
う
で
な
く
て
綜
合
償
却
率
と
同
一
の
卒
を
以
て
個
別
物
件
ご
と
の
償
却
を
行
う
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
事
業
別
固
定
資
産
に
は
個
々
に

異
な
る
耐
用
年
数
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
め
る
か
ら
、
使
用
可
能
年
数
が
事
実
上
短
期
の
も
の
（
亭
均
耐
用
年
数
以
下
の
も
の
）
は

廃
棄
す
べ
き
時
期
が
到
来
し
て
も
伺
償
却
済
（
勿
論
藩
法
の
要
求
す
る
残
存
債
額
を
残
し
て
）
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
招
諾
す
る
。

叉
正
確
に
個
々
の
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
に
癒
す
る
償
却
を
な
す
だ
め
に
は
個
々
の
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
欠
け
て
い
る
。
從
っ
て
償
却
費
総
額
の
個
別
的
配
分
は
企
業
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
釈

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
綜
合
償
却
に
於
け
る
定
率
法
は
、
綜
合
の
対
象
と
な
つ
だ
総
体
と
し
て
の
固
定
資
産
の
未
償
却
残

高
に
一
、
定
率
を
適
用
し
て
、
準
均
耐
用
年
数
の
終
り
に
全
体
と
し
て
の
残
存
債
額
に
達
す
る
よ
う
仕
組
ま
れ
把
も
の
で
あ
っ
て
、
右
に
述
べ

だ
る
償
却
額
の
個
別
的
配
分
の
結
果
、
た
ま
π
ま
一
部
の
資
産
が
残
存
債
額
に
達
し
だ
と
し
て
も
、
之
を
定
紫
紺
適
用
の
基
礎
と
な
る
金
額

か
ら
除
算
す
る
と
す
れ
ば
、
所
定
の
杢
均
耐
用
年
数
内
に
償
却
を
完
了
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
從
っ
て
一
部
の
資
産
の
債
額
が
耐
用

年
数
の
相
違
か
ら
翫
に
残
存
慣
額
ま
で
償
却
さ
れ
だ
と
し
て
も
、
そ
の
残
存
債
額
を
計
算
の
基
礎
か
ら
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
叉
償
却
方
法
の
変
更
が
行
わ
れ
た
る
場
合
に
一
つ
の
矛
盾
が
起
る
。
「
法
人
税
の
取
扱
」
綜
合
通
達
二
〇
九
は
再
評
債
を
行
わ
な
か
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つ
た
資
産
に
つ
い
て
減
債
償
却
の
方
法
に
変
更
が
あ
っ
だ
雲
合
の
取
扱
を
次
の
如
く
定
め
て
い
る
。

　
　
　
（
一
）
　
定
卒
法
か
ら
定
額
法
へ
の
韓
換

　
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る
帳
簿
慣
額
を
取
得
債
額
と
し
、
実
際
の
取
得
償
額
の
一
割
を
残
存
廿
里
と
し
、
当
該
資
産
に
つ
き
別

表
一
撃
は
別
表
二
に
定
め
ら
れ
だ
耐
用
年
数
か
ら
経
過
年
数
（
…
…
）
を
控
除
し
だ
も
の
を
耐
用
年
数
と
し
て
そ
の
後
の
事
業
年
度
の
償
却

額
を
計
算
す
る
。

　
　
　
（
二
）
　
定
額
法
か
ら
定
率
法
へ
の
韓
換

　
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る
帳
簿
債
額
を
取
得
償
額
と
・
し
、
実
際
の
取
得
債
額
の
一
割
を
残
存
償
額
と
し
当
該
資
産
に
つ
き
別
表

一
叉
は
別
表
二
に
定
め
ら
れ
だ
耐
用
年
数
に
よ
り
そ
の
後
の
事
業
年
度
の
償
却
額
を
計
算
す
る
。

　
（
一
）
の
場
合
に
な
残
存
耐
用
年
数
を
用
い
て
そ
の
後
の
事
業
年
度
の
償
却
額
を
計
算
し
、
（
二
）
の
場
合
に
は
経
過
年
数
を
考
慮
せ
す

全
く
新
規
資
産
に
対
す
る
が
如
く
法
定
耐
用
年
数
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
甚
だ
し
き
不
公
拳
を
生
す
る
と
共
に
、
税
法
の
規
．

定
す
る
耐
用
年
数
の
意
味
を
著
し
く
曖
昧
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
Q

　
右
と
同
様
な
る
矛
盾
は
再
烏
鷺
を
行
つ
把
資
産
に
つ
い
て
償
却
方
法
の
変
更
が
あ
っ
π
場
合
の
取
扱
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
綜
合

通
達
二
二
九
は
定
額
法
か
ら
定
卒
法
へ
の
韓
換
の
場
合
次
の
如
く
処
理
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

　
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る
帳
簿
債
額
を
取
得
豊
平
と
し
、
再
評
償
額
の
一
割
を
残
存
黒
髪
と
し
当
該
資
産
に
つ
き
別
表
一
叉
は

別
表
二
に
定
め
ら
れ
だ
耐
用
年
数
に
よ
b
そ
の
（
後
の
？
）
事
業
年
度
の
償
却
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　
凡
そ
こ
れ
等
は
耐
用
年
数
が
余
り
に
も
個
々
の
固
定
資
産
と
の
関
連
を
失
い
、
綜
合
償
却
の
観
念
が
驚
き
上
つ
π
も
の
と
な
り
正
当
に
理

解
さ
れ
て
い
な
い
証
左
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
滅
便
償
却

　
（
註
9
）
増
田
金
六
氏
「
法
定
耐
用
年
数
の
槍
討
」
（
企
業
研
究
会
編
「
企
業
と
税
制
改
革
」
中
）

　
な
お
減
債
償
却
が
綜
合
的
に
行
わ
れ
個
々
の
固
定
資
産
に
関
す
る
適
当
な
る
処
理
方
法
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
の
結
果
、
部
分
の
計
算

の
信
頼
性
が
薄
弱
な
も
の
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
例
え
ば
固
定
資
産
の
一
部
の
費
却
叉
は
滅
失
の
あ
っ
た
揚
合
、
綜
合
通
達
二
〇
二
は
次
の
如
く
規
定
す
る
。

　
法
人
が
間
接
怯
に
よ
る
上
製
償
却
を
な
し
て
い
る
揚
合
に
お
い
て
固
定
資
産
の
全
部
叉
は
一
部
を
責
黒
し
だ
と
き
は
、
当
該
責
却
資
産
の

記
帳
債
額
か
ら
そ
の
資
産
に
属
す
る
減
債
償
却
引
当
金
を
控
除
し
π
金
額
が
責
却
原
型
と
な
る
の
で
、
法
入
が
も
し
記
帳
債
額
で
貰
買
損
盆

を
計
算
し
た
と
き
は
当
該
書
写
資
産
に
属
す
る
減
債
償
却
引
当
金
に
相
当
す
る
金
額
を
黒
金
に
算
入
す
る
。
固
定
資
産
の
一
部
が
滅
失
し
托

揚
合
も
ま
把
同
様
で
あ
る
。

　
減
償
償
却
に
関
す
る
記
帳
が
聞
接
法
で
行
わ
れ
て
い
る
揚
窓
、
右
の
考
慮
は
当
然
必
要
な
の
で
あ
る
が
（
註
1
0
）
、
こ
こ
に
「
当
該
責
却
資

産
に
属
す
る
減
債
償
却
引
当
金
に
相
当
す
る
金
額
」
と
は
如
何
な
る
金
額
で
あ
る
か
は
明
言
で
な
い
。
個
々
の
資
産
に
対
す
る
減
量
償
却
額

配
分
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
各
固
定
資
産
の
記
帳
債
額
の
割
合
で
按
分
し
て
「
当
該
質
却
資
産
に
属
す
る
減
慣

償
却
引
当
金
」
を
計
算
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
各
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
の
相
違
に
よ
り
大
な
る
不
男
芸
を
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
そ

れ
は
企
業
の
判
断
に
懸
じ
て
当
該
資
産
に
属
す
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
た
減
債
償
却
引
当
金
に
よ
る
の
ほ
か
途
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
綜
合
通
達
二
一
一
の
規
定
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
固
定
資
産
の
一
部
を
質
無
し
た
揚
合
の
責
却
原
債
は
、
原
則
と
し
て
責
却
資
産
の
取
得
債
額
か
ら
そ
の
資
産
に
対
す
る
責
却
当
時
に
お
け

る
実
際
償
却
累
計
額
を
控
除
し
π
金
額
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
計
算
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
帳
簿
慣
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。
（
註
1
1
）
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思
う
に
処
分
損
盆
に
対
す
る
税
法
の
態
度
は
、
固
定
資
廃
総
額
の
枠
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
部
に
於
け
る
過
大
償
却
は
他

め
部
分
の
過
少
償
却
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
大
し
π
不
都
合
は
生
じ
な
い
と
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

併
し
一
部
資
産
の
処
分
せ
ら
れ
た
当
時
に
於
て
は
そ
う
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
物
慣
変
動
等
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
処
分
損

盆
に
よ
っ
て
企
業
の
受
く
る
影
響
は
決
し
て
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
。
駆
落
ら
ざ
る
場
合
に
も
損
盆
の
期
間
的
配
分
の
正
確
性
を
害
す
る
恐

れ
は
充
分
あ
る
。

　
伺
様
の
こ
と
が
一
部
固
定
資
産
の
評
債
損
盆
の
場
合
に
考
え
ら
れ
る
。

　
法
入
税
法
施
行
規
則
書
十
七
條
及
び
第
十
七
條
の
二
は
時
慣
ま
で
の
評
假
換
を
行
い
評
債
損
盆
を
計
上
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
　
（
註

1
2
）
併
し
評
償
損
盆
算
出
の
基
礎
た
る
個
々
の
資
産
の
帳
簿
慣
額
が
必
ず
し
も
確
実
性
を
有
せ
ざ
る
こ
と
に
よ
り
、
損
盆
の
期
間
的
配
分
に

歪
曲
を
生
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
個
別
の
固
定
資
産
に
基
礎
を
有
せ
す
且
つ
從
羨
用
い
ら
れ
羨
つ
た
定
率
法
の
簡
便
性
（
未
償
却
残
高
に
常
に
同
一
蛮
・
を
適
用
し
得
る
と
い

う
）
の
故
に
、
綜
合
償
却
の
本
義
を
離
れ
て
全
く
誤
用
の
域
に
達
し
て
い
る
例
も
見
出
さ
れ
る
。
例
を
修
繕
費
と
資
本
的
支
出
の
区
分
に
と

る
。
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
き
法
人
税
法
は
資
本
的
戸
出
と
修
繕
費
と
の
間
に
一
線
を
劃
し
、
修
理
改
良
そ
の
他
名
義
の
何
π
る
を
問
わ
す
、

固
定
資
産
に
塾
せ
ら
れ
た
支
出
で
次
の
各
項
に
該
当
す
る
も
の
は
資
本
的
支
出
と
す
る
も
の
と
定
め
花
。
（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
＋
條
の
二
）

　
（
1
）
　
当
該
貸
出
金
額
の
う
ち
、
そ
の
支
出
に
因
り
、
当
該
固
定
資
産
の
取
得
の
時
に
お
い
て
通
常
の
管
理
叉
は
修
理
を
な
す
場
合
に
予

測
さ
れ
る
当
該
固
定
資
産
の
使
用
可
能
期
間
を
延
長
せ
し
め
る
部
分
に
対
済
す
る
金
額

　
（
2
）
　
当
該
麦
出
金
額
の
う
ち
、
そ
の
支
出
に
因
り
、
当
該
固
定
資
産
の
取
得
の
時
に
お
い
て
こ
れ
に
つ
い
て
通
常
の
管
理
叉
は
修
理
を

な
す
場
合
に
予
測
さ
れ
る
そ
の
支
出
を
な
し
だ
時
に
お
け
る
当
面
固
定
資
産
の
債
額
を
増
加
せ
し
め
る
部
分
に
対
面
す
る
金
額

　
　
　
税
法
に
於
け
る
減
債
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
儂
償
却

　
右
の
部
分
を
山
本
的
支
出
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
何
等
疑
問
を
沁
む
余
地
は
な
い
。
　
（
註
1
3
）
併
し
乍
ら
、
右
の
金
額
が

資
本
的
麦
出
と
し
て
固
定
資
産
勘
定
に
附
加
さ
れ
る
場
合
、
之
に
適
用
さ
れ
る
償
却
率
は
別
表
一
瞬
は
別
表
二
に
定
め
ら
れ
泥
る
耐
用
年
数

に
基
づ
く
償
却
率
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
固
定
資
産
に
対
す
る
附
加
部
分
を
、
耐
用
年
数
の
上
か
ら
み
て
、
恰
も
別
個
の
独

立
し
だ
る
固
定
資
産
を
新
規
に
取
得
し
π
る
が
如
く
取
扱
か
も
の
で
あ
る
。
慣
値
の
増
加
を
来
し
た
も
の
と
し
て
資
本
的
言
出
と
さ
れ
π
る

部
分
も
（
例
え
ば
屋
根
の
葺
替
え
）
実
は
主
π
る
部
分
の
除
却
と
共
に
使
用
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
理
論
上
主
π
る
資
産
の
残

春
耐
用
年
数
を
以
て
償
却
し
鑑
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
耐
用
年
数
を
増
加
す
る
も
の
と
し
て
資
本
的
支
出
と
し
て
取
扱
わ
れ
だ
る
も

の
は
、
主
た
る
資
産
と
一
体
と
し
て
耐
用
年
数
を
延
長
せ
し
め
だ
る
限
度
に
於
て
償
却
を
完
了
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
簡
便
な
る
綜
合
償
却
率
の
濫
用
も
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
そ
の
法
外
な
る
適
用
を
阻
止
し
、
そ
の
本
来
の
趣
旨
に
立
帰
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

」
な
い
。

　
（
註
1
0
）
　
固
定
資
産
の
一
部
が
除
却
さ
れ
た
る
場
合
の
貸
借
対
照
表
に
於
け
る
取
扱
と
し
て
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
檬
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」
第
二
十
條
は
次

　
　
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
有
形
固
定
資
産
を
除
却
し
た
と
き
は
、
当
該
固
定
資
産
の
原
則
及
び
そ
の
滅
債
償
却
引
当
金
の
額
を
当
該
科
目
に
つ
い
て
の
計
上
額
か
ら
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
〈
註
1
1
）
　
こ
の
規
定
自
体
も
甚
だ
奇
妙
で
あ
る
。
取
得
儂
額
か
ら
実
際
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
も
の
が
帳
簿
債
額
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
金
額
の
算
出
が

　
　
困
難
な
ら
ば
帳
簿
償
額
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
或
は
右
の
実
際
償
却
累
計
額
が
物
件
別
の
耐
用
年
数
に
慮
ず
る
正
当
な
る
償
却
累
計
額
を
指
す
の
で

　
　
あ
れ
ば
全
丈
の
意
味
は
通
ず
る
が
、
も
と
も
と
物
件
別
の
耐
用
年
数
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
之
は
無
理
で
あ
る
。

　
（
註
1
2
）
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
い
て
は
此
の
場
合
の
評
債
盆
は
課
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
評
便
釜
は
未
実
現
の
利
盆
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
評
添
窩
に
よ
る
増
偵
額

　
　
に
つ
い
て
は
減
償
償
却
は
認
め
ら
れ
な
い
。
同
様
に
評
慣
損
失
は
所
得
か
ら
控
除
さ
る
べ
き
損
金
で
は
な
い
。
我
國
視
法
に
あ
り
て
も
多
く
の
部
面
に
於
て
実
現
損
盆
と

　
　
未
実
現
損
盆
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
港
え
る
。

　
〈
註
1
3
）
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
於
て
も
両
者
を
区
別
す
る
原
則
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
即
ち
実
質
的
に
資
産
の
偵
値
を
増
加
せ
ず
叉
そ
の
耐
用
年
数
を
延
長
せ
ず
し
て
軍
に
通

　
　
常
の
能
牽
状
態
に
置
く
た
め
の
農
用
を
修
繕
費
と
し
て
い
る
。
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四
　
耐
用
年
数
改
訂
の
基
盤

　
我
々
は
耐
用
年
数
の
委
当
性
の
槍
討
に
入
る
に
先
だ
つ
て
減
債
償
却
に
関
す
る
基
本
的
態
度
の
再
槍
計
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
一
つ
の
基
本
的
立
場
が
選
択
せ
ら
れ
π
場
合
、
そ
の
意
味
、
妥
当
的
適
用
の
限
界
等
が
充
分
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

め
で
あ
る
。

　
税
法
上
の
減
債
償
却
を
適
正
化
す
る
た
め
に
如
何
な
る
方
向
に
向
っ
て
改
正
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
先
ず
物
件
別
に
妥
当
な
る
耐
用

年
数
を
定
め
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
述
べ
だ
る
多
く
の
不
合
理
が
実
に
此
の
点
に
原
因
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
斯

く
て
先
ず
細
分
化
さ
れ
だ
る
償
却
軍
位
を
対
象
と
し
て
耐
用
年
数
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
細
分
化
さ
れ
た
償
却
正
平
は
個
々
の

圃
定
資
産
で
あ
り
得
る
し
無
記
来
一
個
の
償
却
軍
位
と
考
え
ら
れ
元
も
の
を
更
に
細
分
し
て
圭
要
部
分
毎
に
数
個
の
償
却
譲
位
と
な
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
　
（
註
1
4
）
併
し
な
が
ら
償
却
輩
位
の
細
分
は
（
若
し
物
件
別
償
却
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
）
他
方
減
慣
償
却
計
算
事
務
及

び
固
定
資
産
記
録
を
複
難
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
な
る
不
公
言
の
生
せ
ざ
る
限
り
一
定
限
度
に
之
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
右

の
如
く
定
め
ら
れ
だ
る
償
却
軍
位
別
に
減
債
償
却
費
の
計
算
を
行
い
且
つ
償
却
記
録
を
之
に
合
致
せ
し
め
る
こ
と
は
最
も
合
理
的
で
あ

る
。
之
に
よ
っ
て
使
用
可
能
期
間
内
に
於
け
る
一
部
固
定
資
産
の
廃
棄
に
件
な
う
損
盆
の
計
算
が
妥
当
な
る
も
の
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ

る
。
　
（
註
1
5
）

　
併
し
な
が
ら
我
國
固
定
資
産
記
録
整
理
の
現
状
か
ら
云
え
ば
、
一
挙
に
か
か
る
態
勢
に
持
来
す
こ
と
は
変
な
る
飛
躍
を
意
味
す
る
こ
と
と

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
π
そ
の
簡
便
性
の
故
に
（
場
合
に
よ
り
て
は
個
々
の
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
の
差
を
無
硯
し
て
、
部
門
別
叉
は
生
産

中
心
点
別
に
固
定
資
産
を
総
括
し
、
記
録
計
算
す
る
こ
と
が
適
当
な
る
こ
と
も
あ
る
。
）
綜
合
償
却
の
方
法
は
之
を
棄
て
去
る
こ
と
ば
で
き

　
　
　
親
法
に
於
け
る
減
償
償
却
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税
法
に
於
け
る
減
債
償
却

な
い
で
あ
ろ
う
。
護
り
と
す
れ
ば
線
合
償
却
と
物
件
別
償
却
と
の
選
択
を
認
む
る
こ
と
が
最
も
実
情
に
即
し
π
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
綜

合
償
却
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
お
い
て
も
從
宋
の
如
く
物
件
別
耐
用
年
数
か
ら
全
く
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
と
、
物
件
別
耐
用
年
数
に

基
礎
を
置
く
場
合
と
で
は
大
い
に
意
昧
の
相
違
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

　
更
に
綜
合
耐
用
年
数
は
元
束
企
業
別
に
設
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
税
務
行
政
上
の
便
宜
の
た
め
に
從
来
の
如
く
一
業
種
を
通
す

る
綜
合
耐
用
年
数
を
定
め
る
こ
と
も
ま
た
適
当
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
場
合
な
る
べ
く
実
情
に
適
言
す
る
も
の
と
す
る
π
め
に
次
の
如

く
改
善
す
る
を
適
当
と
考
え
る
。

　
（
1
＞
現
行
の
業
種
別
は
更
に
細
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
一
業
種
に
属
す
る
も
製
造
方
法
、
製
品
の
品
種
等
の
異
な
る
に
よ
り
生
産
設

備
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
（
2
）
　
右
の
如
く
定
め
ら
れ
た
る
各
業
種
に
つ
き
標
準
的
な
生
産
設
備
の
構
成
を
想
定
し
、
そ
の
物
件
別
耐
用
年
数
を
基
礎
と
し
て
綜
合

耐
用
年
数
を
定
め
る
。

　
（
3
）
　
右
の
綜
合
耐
用
年
数
の
実
際
的
適
用
に
当
り
て
は
之
を
固
定
的
な
る
も
の
と
せ
す
企
業
の
実
態
に
雁
じ
て
伸
…
縮
性
を
認
め
る
も
の

と
す
る
。
即
ち
各
企
業
の
設
備
の
具
体
的
構
成
は
右
の
標
準
的
構
成
の
も
の
と
は
異
な
る
場
合
も
あ
り
、
叉
地
理
的
環
境
、
操
業
度
等
に
よ

り
実
際
の
耐
用
年
数
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
標
準
率
以
外
の
率
を
用
い
よ
う
と
す
る
揚
合
に
は
納
税
者
の
申
請
及
び
当
局

の
査
定
に
よ
り
、
承
認
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
Q

　
右
の
如
き
基
本
的
態
度
を
以
て
耐
用
年
数
を
定
む
べ
き
で
あ
る
が
、
耐
用
年
数
そ
の
も
の
の
決
定
に
関
し
て
は
、
修
繕
費
と
減
債
償
却
の

対
象
と
な
る
転
借
的
支
出
と
の
区
分
を
明
白
な
ら
し
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
之
は
大
な
る
程
度
に
於
て
減
債
償
却
の
軍
位
選
定
の
問
題

と
麿
接
に
関
連
し
て
い
る
）
と
共
に
、
陳
腐
化
の
問
題
が
考
慮
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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陳
腐
化
と
は
固
定
資
産
が
技
術
科
学
の
進
歩
、
経
済
状
態
の
変
化
、
法
律
等
の
原
因
に
よ
っ
て
結
局
廃
棄
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な

る
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
亡
霊
が
予
知
さ
る
る
限
め
固
定
下
階
の
耐
用
年
数
決
定
に
当
っ
て
予
め
之
を
織
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
内
屯
倉
入
局
「
告
示
T
」
は
陳
腐
化
を
正
常
な
る
陳
腐
化
と
特
別
叉
は
異
常
な
る
陳
腐
化
と
に
分
ち
、
前
者
を
償
却
資
産
の

正
常
な
る
使
用
可
能
年
数
の
見
積
り
に
参
加
せ
し
め
て
い
る
。
從
っ
て
減
債
償
却
は
普
通
の
物
質
的
減
債
の
み
な
ら
す
正
常
な
る
陳
腐
化
に

よ
る
減
償
の
把
め
の
償
却
を
含
む
の
で
あ
る
。

　
右
の
正
常
な
る
陳
腐
化
と
は
他
の
通
常
の
減
慣
要
因
例
え
ば
清
僧
磨
損
、
腐
蝕
等
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
な
る
精
確
性
を
以
て
予
測
し
得
る

要
因
に
よ
っ
て
起
る
場
合
を
云
い
、
特
別
な
る
陳
腐
化
と
は
予
め
そ
の
発
生
を
予
示
し
得
ざ
る
場
合
を
云
う
の
で
あ
る
。
後
者
の
意
味
の
陳

腐
化
償
却
は
斯
る
陳
腐
化
が
予
知
し
得
る
も
の
と
な
り
た
る
時
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
陳
腐
化
減
産
は
こ
の
時
期
以
後
の
残
存
使
用
可

能
年
数
に
分
散
せ
ら
れ
る
。
此
の
場
合
陳
腐
化
の
立
証
責
任
は
納
税
者
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
我
腸
曲
法
上
の
耐
用
年
数
改
正
に
当
っ
て
も
、
過
去
の
経
験
等
に
よ
り
陳
腐
化
が
相
当
確
実
に
予
測
し
得
る
限
り
之
を
織
込
む
べ
き
で
あ

ろ
う
。
但
し
陳
腐
化
を
組
入
れ
て
耐
用
年
数
が
決
定
さ
れ
π
場
合
に
は
、
相
当
期
問
に
亘
る
操
業
度
の
上
昇
等
に
よ
る
加
速
償
却
の
程
度
は
、

耐
用
年
数
が
専
ら
物
理
的
考
慮
の
下
に
定
め
ら
れ
だ
る
場
合
と
区
別
し
て
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
註
1
4
）
　
例
え
ば
自
動
車
の
タ
イ
ヤ
の
取
替
は
蓮
常
修
繕
費
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
（
法
入
税
の
取
扱
－
綜
合
通
達
二
三
五
）
が
、
車
体
と
タ
イ
ヤ
と
を
二
個
の
償
却

　
軍
書
と
す
れ
ば
そ
の
各
々
が
減
債
償
却
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
並
回
国
に
固
定
資
産
の
一
軍
位
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
、
そ
の
一
体
と
し
て
の
耐
用
年

　
町
中
に
一
回
以
上
取
替
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
圭
要
構
成
部
分
叉
は
取
替
の
翠
位
を
包
含
す
る
時
は
、
そ
れ
等
を
別
個
の
償
却
輩
位
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
償
却
の

　
輩
位
を
何
処
に
求
む
る
か
に
よ
〃
て
、
得
ら
れ
る
耐
用
年
数
を
異
に
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
夏
に
償
却
銀
位
の
選
択
如
何
に
よ
り
て
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
と
の
・

　
区
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
前
記
の
例
に
於
て
は
即
事
修
繕
費
で
あ
っ
た
タ
イ
ヤ
の
取
替
は
、
之
を
別
箇
の
償
蛆
軍
位
と
な
す
こ
と
に
よ
り
資
本
的
支
出
と
な

　
り
減
債
償
却
の
対
象
と
な
る
。
思
う
に
修
繕
費
と
資
本
的
支
出
と
の
区
別
に
関
し
て
は
予
め
定
ま
り
た
る
原
則
は
な
い
。
そ
れ
は
実
際
的
便
宜
の
考
慮
の
下
に
償
却
箪
位

　
　
税
法
に
於
け
る
減
償
償
却



税
法
に
於
け
る
減
償
償
却

　
を
何
処
に
求
む
る
か
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
限
界
を
定
む
る
便
法
と
し
て
、
例
え
ば
固
定
資
産
の
取
得
債
額
に
対
す
る
一
定
パ
ー

　
セ
ン
ト
（
叉
は
製
品
製
造
原
債
に
対
す
る
一
定
パ
ー
セ
ン
ト
）
ま
で
の
支
出
を
修
繕
費
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
の
一
定
パ
ー
セ
ン
ト
は
過
、

　
去
の
修
繕
費
支
出
の
実
績
に
よ
っ
て
定
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
現
在
の
問
題
は
寧
ろ
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
と
の
限
界
に
関
す
る
合
理
的
な
る
基
準
の
設
定
に

　
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
恣
意
的
な
る
方
策
の
延
長
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
の
李
均
は
軍
な
る
実
績
の
卒
均
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
績
の
合
理
性
が
今
や

　
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夏
に
終
載
後
の
修
繕
費
の
実
績
は
イ
ン
フ
レ
と
金
融
梗
塞
等
に
よ
り
大
い
に
混
乱
し
て
お
り
、
そ
の
薄
々
は
決
し
て
正
常
な
る
状
態
を

　
現
わ
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
他
面
償
却
軍
部
の
細
分
は
償
却
事
務
の
復
雑
化
を
来
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
，
面
か
ら
の
制
約
を
受
け
る
。
併
し
綜
合
通
達
一
九
二
の
次
の
如
き
綜
合
化
は
行
過
ぎ
で

　
あ
ろ
う
。

　
　
規
則
第
十
三
條
第
一
項
第
一
号
の
建
物
に
は
、
附
属
建
物
、
防
火
設
備
、
防
水
設
備
、
用
排
水
設
備
、
冷
房
設
備
、
そ
の
他
建
物
に
附
属
す
る
諸
設
備
及
び
門
、
塀
等

　
の
附
属
設
備
…
を
も
包
含
す
る
。

（
註
1
5
）
　
但
し
物
件
別
耐
用
年
数
の
正
確
な
る
決
定
は
長
年
に
亘
る
過
去
の
経
験
の
累
積
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
容
易
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に

　
於
て
も
現
行
「
告
示
F
」
に
達
す
る
ま
で
に
は
相
当
長
年
月
を
要
し
て
い
る
。
現
行
一
九
四
二
年
一
月
改
訂
の
「
告
示
F
」
の
以
前
に
は
一
九
三
一
年
一
月
改
訂
の
「
告

　
示
F
」
及
び
一
九
三
一
年
公
刊
の
「
減
債
償
却
の
研
究
」
が
あ
る
。
前
者
は
歳
入
局
が
減
債
償
却
及
び
陳
腐
化
の
率
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
從
う
諸
原
則
を
示
す
も
の
で

　
あ
り
、
後
者
は
減
償
償
却
牽
を
揚
げ
て
い
る
。
　
（
此
の
償
却
牽
は
多
数
の
同
業
組
合
の
協
力
を
得
て
長
年
の
研
究
の
結
果
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）
　
一
九
四
二
年
の

　
「
出
口
示
F
」
は
右
の
両
者
を
包
括
し
そ
れ
等
に
代
位
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
我
國
に
於
て
も
先
ず
所
要
の
個
別
的
耐
用
年
数
を
決
定
し
、
そ
の
後
の
経
験
に
慮
じ
て
改
訂
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
参
う
。
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螢
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

古

林

喜

樂

　
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヅ
制
度
に
は
、
最
も
一
般
的
な
出
東
高
給
制
（
b
一
Φ
O
Φ
　
同
僧
け
Φ
）
の
ほ
か
に
、
プ
レ
ミ
ア
ム
制
と
ボ
ー
ナ
ス
制
と
が
あ

る
。
し
か
し
プ
レ
ミ
ア
ム
制
は
、
標
準
以
上
の
能
率
に
お
い
て
、
賃
銀
の
上
昇
卒
を
出
来
高
賃
銀
の
そ
れ
よ
り
低
下
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

從
っ
て
標
準
以
上
の
出
来
高
に
お
い
て
は
賃
銀
が
出
束
高
に
正
比
例
し
な
い
か
ら
、
一
般
に
劣
働
組
合
は
こ
れ
を
排
斥
す
る
。
ボ
ー
ナ
ス
は

ど
の
賃
銀
制
度
に
も
附
せ
ら
れ
得
る
し
、
叉
特
殊
な
ボ
ー
ナ
ス
制
と
し
て
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
よ
う
な
経
験
的
ボ
ー
ナ
ス
制
も
あ
る
。
し
か

し
出
斜
高
賃
率
に
ボ
ー
ナ
ス
を
附
し
把
所
謂
累
進
出
素
高
頬
は
、
出
束
高
給
制
に
属
す
べ
き
制
度
で
あ
り
、
叉
経
験
的
ボ
ー
ナ
ス
制
は
、
例

え
ば
エ
マ
ー
ソ
ン
の
制
度
で
は
一
〇
〇
％
の
能
率
で
賃
銀
が
標
準
賃
率
の
二
割
増
し
に
な
る
ご
と
く
に
、
出
来
高
給
の
上
昇
李
を
上
廻
る
制

度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
時
間
賃
卒
（
け
一
コ
口
Φ
　
『
”
け
Φ
）
に
ボ
ー
・
ナ
ス
を
附
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヅ
制
度
で
、
例
え
ば
一
定
の
出
塁
高
を
超
過

し
沈
と
き
に
加
給
す
る
制
度
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
制
と
同
様
に
能
卒
の
増
進
に
俘
う
賃
銀
の
上
昇
が
出
身
高
給
制
に
お
け
る
よ
り
低
く
な
る
。

從
っ
て
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ナ
ス
制
も
労
働
組
合
は
排
斥
す
る
。
だ
か
ら
労
働
組
合
が
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
の
探
用
を
議
題
に
上
す
と
き
に

　
　
　
労
働
組
合
一
と
嘗
ハ
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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労
働
組
合
［
と
曾
ハ
…
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

は
、
專
ら
出
来
高
給
制
が
問
題
に
せ
れ
る
こ
乏
と
な
る
　
（
註
－
）
。

　
註
1
「
殆
ん
ど
す
べ
て
の
労
働
組
合
は
、
プ
γ
・
・
、
ア
ム
制
及
び
ボ
ー
ナ
ス
制
に
反
対
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
制
度
が
本
質
的
に
は
、
優
れ
た
労
働
者
の
出
来
高
賃
率
が
自

　
　
動
的
に
切
下
げ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ψ
出
．
ω
膏
算
①
び
d
巳
。
ロ
℃
o
＝
o
δ
ω
制
御
ぎ
山
籠
践
巴
冨
p
き
ひ
q
Φ
ヨ
。
暑
H
O
障
．
や
N
Q
。
。
。
●

　
　
　
米
國
の
Z
匿
。
三
巴
ゴ
含
量
9
0
0
巳
①
機
Φ
づ
8
頃
。
鎚
α
が
六
三
一
の
製
造
工
業
経
営
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
三
五
年
の
間
に
、

　
　
時
間
給
制
の
労
働
者
数
の
比
牽
は
殆
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
が
、
出
来
給
制
の
労
働
者
数
の
比
傘
が
減
じ
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
制
及
び
ボ
ー
ナ
ス
制
に
お
い
て
は
次
表
の
ご
と

　
　
く
に
増
加
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尤
も
こ
の
ボ
ー
ナ
ス
制
の
な
か
に
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
等
の
経
験
的
ボ
ー
ナ
ス
制
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
な
い
。
組
合
側
が
プ
レ
ミ
ア
ム
制
及
び
ボ
ー
ナ
ス
制
を
労
働
者
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
と
し
て
排
斤
す
る
こ
と
は
、
反
面
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
経
堂
一
蓋
側
は
こ
れ
を
有
利
な
制
度
と
し
て
選
ぼ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
叉
組
合
が
出
来
高
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
を
排
し
て
時
間
給
制
を
探
っ
た
と
き
に
、
高
能
率
に
対
し
て
は
特
別
な
加
給
を
認
め
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
汐
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
　
男
ぎ
彗
9
巴
ぎ
o
o
馨
ぞ
。
ω
”
Z
”
識
。
旨
巴
H
昌
a
ω
三
巴
0
8
h
Φ
噌
①
ロ
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
W
o
母
ロ
ω
9
融
Φ
ω
”
Z
o
・
b
◎
嵩
●
H
り
ω
㎝
・
参
照
。

1935年 1924年
賃　銀　支　携　方　法

労働者数 ％ 労働者数 ％

時　　　間　　　給．　　制

o　　来　　高　　給　　制

vレミアム制及びボーナス制

@　　　　　計

394，250

P54，763

P51，686

56β

Q2．1

Q1．6

431，539

Q81，342

T5，811

56．1

R6．6

V．3

700，699 100．0 768，692 100．0

　
出
来
高
賃
率
は
、
例
え
ば
時
間
降
卒
が
五
〇
円
で
一
時
間
の
拳
糸
引
目
高
が
一
〇
個
の
と
き
に
は
一
個

の
賃
率
が
五
四
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
賃
卒
か
ら
派
生
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
時
間
賃
卒
は
一
般
の

賃
銀
水
準
を
労
働
時
間
で
割
っ
て
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
出
来
高
賃
率
も
一
般
の
賃
銀
水

準
に
よ
っ
て
規
制
せ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
一
般
の
賃
銀
水
準
が
労
働
力
の
債
値
以
下
に
著
し
く
低
下
し

て
い
る
と
き
に
は
、
出
来
高
賃
卒
に
も
そ
の
欠
陥
が
そ
の
ま
、
受
け
つ
が
れ
る
。
賃
銀
が
労
働
力
の
債
値

以
下
に
著
し
く
低
下
し
て
い
る
と
き
に
は
、
労
働
者
の
生
活
は
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
労
働
組
合
は
、
出
崇
高
給
で
出
来
高
の
増
加
に
よ
っ
て
賃
銀
を
増
す
こ
と
よ
り
も
先
に
、
生
括

の
安
定
が
得
ら
れ
る
だ
け
に
一
般
の
賃
銀
水
準
を
高
め
る
こ
と
に
虫
力
を
注
ぐ
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
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出
束
高
給
制
に
対
し
て
全
面
的
に
反
対
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
経
営
者
は
、
出
崇
高
給
制
で
あ
れ
ば
出
来
高
の
増
す

に
窺
い
賃
銀
が
増
し
て
軍
位
賃
銀
卒
の
低
劣
性
が
い
ん
ぺ
い
さ
れ
る
し
、
生
産
も
増
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
選
ぼ
う
と
す
る
。
し
か

し
労
働
組
合
は
そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
こ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
を
排
撃
し
て
、
最
低
生
活
の
保
障
せ
ら
れ
る
賃
銀
を
先
づ
要
求
す
る

の
で
あ
る
。
わ
が
國
の
現
状
は
正
に
こ
れ
に
当
っ
て
い
る
。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヅ
制
度
の
問
題
も
賃
銀
水
準
が
労
働
力
の
慣
値
以
下
に
は
る
か

に
下
っ
て
い
る
わ
が
國
の
よ
う
な
場
合
と
賃
銀
が
労
働
力
の
即
値
に
比
較
的
に
接
近
し
て
い
る
米
國
の
よ
う
な
揚
合
と
で
は
問
題
の
性
質
を

異
に
す
る
Q

　
色
素
高
給
制
の
軍
位
の
決
定
が
ぞ
ん
ざ
い
に
行
わ
れ
て
い
セ
初
期
に
お
い
て
は
、
出
来
高
が
増
し
て
賃
銀
牧
入
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、
翠

債
の
切
下
げ
が
一
般
に
行
わ
れ
だ
だ
め
に
、
労
働
組
合
が
出
来
高
給
制
に
対
し
て
反
対
し
、
或
は
軍
償
の
切
下
げ
を
防
ぐ
た
め
に
出
宍
高
を

抑
え
て
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
の
敷
果
を
減
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
科
学
的
管
理
法
の
研

究
が
行
わ
れ
出
し
て
以
崇
、
軍
債
の
決
定
が
精
確
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
軍
債
の
切
下
げ
に
導
く
事
情
が
改
善
さ
れ
て
素
た
し
、
叉

労
働
組
合
が
労
働
協
約
に
よ
っ
て
軍
書
の
切
下
げ
を
防
止
し
得
る
よ
う
に
も
な
つ
だ
の
で
、
軍
書
の
切
下
げ
に
よ
っ
て
却
っ
て
能
卒
が
阻
害

さ
れ
る
出
崇
高
給
制
の
欠
陥
も
緩
和
さ
れ
つ
、
あ
る
。
こ
の
点
で
も
習
慣
の
決
定
が
い
ま
だ
精
確
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
わ
が
國
の

よ
う
な
場
合
と
、
時
間
研
究
等
に
よ
っ
て
早
熟
の
決
定
を
精
確
に
行
う
制
度
が
普
及
し
て
い
る
米
國
の
よ
う
な
場
合
と
で
は
事
情
を
異
に
す

る
Q

一89一
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ス
リ
ク
タ
「
教
授
の
実
証
的
研
究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
米
國
の
労
働
組
合
が
出
来
高
給
制
に
反
対
す
る
決
定
的
な
理
由
を
提
供
す
る
の
は

　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度



　
　
　
労
働
組
合
と
賃
【
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

次
の
三
つ
の
場
合
で
あ
る
　
（
註
2
）
。

　
註
2
　
ω
嵩
。
ぎ
5
d
風
。
昌
℃
o
賦
9
①
ω
拶
ロ
山
一
5
側
⊆
ω
三
巴
寓
p
ロ
轟
。
日
Φ
暮
．
H
り
自
．
や
・
b
o
㊤
O
・

　
（
一
）
　
出
宍
高
然
位
の
確
定
及
び
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
。
例
え
ば
建
築
業
に
お
い
て
は
、
種
々
な
職
種
の
労
働
が
異
な
る
條
件
の
も

と
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
の
所
要
の
時
間
及
び
努
力
の
量
を
測
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
Q
こ
の
困
難
は
克
服
さ

れ
得
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
労
働
組
合
は
そ
れ
ま
で
に
し
て
出
来
高
給
制
を
探
帰
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
婦
人
服
製
作

業
に
お
い
て
も
、
ス
タ
イ
ル
や
材
料
の
変
化
が
、
仕
事
の
転
位
量
の
決
定
を
困
難
な
ら
し
め
る
（
註
3
）
。
建
築
業
に
お
け
る
よ
う
に
仕
事
の

質
の
標
準
が
不
確
定
で
種
々
に
変
化
す
る
よ
う
な
磁
極
も
あ
る
。
叉
新
し
い
機
械
の
導
入
な
ど
に
よ
り
作
業
方
量
が
急
激
な
変
化
を
う
け
て
、

出
東
高
の
決
定
を
困
難
な
ら
し
め
る
鳥
合
も
あ
る
。
例
え
ば
鋳
込
植
字
機
（
一
一
口
O
什
《
b
Φ
）
が
探
用
さ
れ
る
ま
で
は
、
植
字
工
は
一
般
に
出
来

高
梯
い
で
．
あ
り
、
組
合
も
こ
れ
に
反
対
し
な
か
つ
π
が
、
そ
の
探
用
以
後
に
お
い
て
は
、
出
血
高
給
制
を
排
し
て
時
間
給
制
に
変
更
せ
し
め

だ
。
炭
坑
夫
組
合
も
新
し
い
石
炭
積
込
機
械
の
作
業
に
対
し
て
は
時
間
賃
率
を
要
求
し
て
い
る
　
（
註
4
）
。

　
註
3
　
婦
人
服
製
作
從
業
員
組
合
（
≦
o
日
Φ
づ
、
ω
0
2
。
『
旨
Φ
簿
≦
o
葺
Φ
誘
．
d
臨
0
5
）
で
は
、
製
服
作
業
に
つ
い
て
は
出
来
高
給
制
を
排
撃
し
て
い
る
が
、
ボ
タ
ン
の
穴
つ
け
作

　
　
業
に
つ
い
て
は
出
来
高
給
制
を
認
め
て
い
る
。

　
註
4
　
機
械
化
さ
れ
た
作
業
で
は
動
力
の
停
止
の
よ
う
な
炭
坑
夫
の
責
に
帰
せ
ら
れ
な
い
原
因
で
出
来
高
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
組
合
側
は
出
来
高
給
制
に
対
す

　
　
る
反
対
の
理
由
と
し
た
。
ち
な
み
に
炭
坑
の
作
業
條
件
は
ま
ち
ま
ち
で
こ
の
点
で
は
出
来
高
給
制
に
適
し
な
い
が
、
他
面
に
お
い
て
個
々
の
炭
坑
夫
の
監
督
が
困
難
で
あ

　
　
る
た
め
、
日
給
制
は
よ
り
以
上
に
欠
点
を
あ
ら
わ
す
。
從
っ
て
組
合
は
譜
面
位
の
出
来
給
制
を
受
容
し
て
い
る
。

　
（
二
）
　
職
場
間
に
お
け
る
作
業
の
相
違
が
著
し
い
揚
重
、
並
び
に
新
作
業
が
多
く
て
そ
れ
ら
と
旧
作
業
と
の
比
軟
が
困
難
な
場
合
。
そ
れ

ぞ
れ
の
職
揚
に
お
け
る
製
品
從
っ
て
そ
の
作
業
が
相
互
に
著
し
く
相
違
し
、
出
来
高
賃
卒
が
精
確
に
比
較
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、

出
来
高
給
制
に
よ
る
と
職
場
相
互
間
の
労
働
者
が
競
孚
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
組
合
と
し
て
は
統
制
が
困
難
に
な
る
。
あ
る
職
場
の
労

働
者
は
そ
の
職
業
の
賃
率
を
、
他
の
職
場
に
お
け
る
賃
卒
よ
り
多
少
低
下
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
傭
の
増
大
を
は
か
る
。
他
の
職
場
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の
労
働
者
が
こ
れ
に
対
塁
し
て
叉
賃
率
の
低
下
を
受
容
し
そ
れ
と
質
点
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
組
合
と
し
て
は
軍
慣
の
低
下
を
阻
止
す
る
；

と
が
困
難
に
な
る
。
從
っ
て
こ
の
よ
う
な
生
合
に
は
、
労
働
組
合
は
出
来
高
給
制
を
排
撃
す
る
よ
う
に
な
る
。
鋳
型
工
組
合
が
請
負
鋳
物
工

場
に
お
い
て
出
来
高
給
制
を
排
斥
し
た
の
は
、
職
場
ご
と
に
輩
償
が
別
々
に
交
渉
さ
れ
、
そ
れ
ら
賃
卒
相
互
の
比
較
が
容
易
で
な
く
、
そ
の

結
果
職
場
相
互
間
の
競
事
へ
と
導
い
把
か
ら
で
あ
る
。

　
新
作
業
の
導
入
が
数
多
い
揚
合
に
も
、
出
来
高
給
制
の
も
と
で
は
組
合
の
統
制
が
困
難
に
な
る
　
（
註
5
）
。
　
新
作
業
に
対
す
る
新
し
い
軍

債
の
決
定
が
少
い
場
合
に
は
、
組
合
が
團
体
交
渉
に
あ
π
つ
て
賃
李
相
互
の
釣
合
い
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
毎
年
或
は
季
節
ご
と

に
多
く
の
新
作
業
に
つ
い
て
軍
償
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
個
々
の
職
揚
の
委
員
（
昏
8
8
日
笹
葺
Φ
o
）
に
賃
卒

の
交
渉
を
ま
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
は
職
場
相
互
間
の
憂
事
を
招
く
よ
う
に
な
る
。
殊
に
新
作
業
と
旧
作
業
と

の
比
較
が
困
難
な
よ
う
な
沖
合
に
は
、
組
合
の
役
員
が
職
場
委
員
の
交
渉
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
筆
入
服
製
作
作
業
な
ど
は
こ
の

適
例
で
あ
る
。
一
季
節
に
五
十
乃
至
百
五
十
の
モ
デ
ル
が
あ
り
、
一
年
に
二
季
節
、
時
と
し
て
は
三
季
節
が
来
る
。
一
季
節
は
短
く
、
製
品

の
引
渡
し
は
迅
速
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
賃
卒
の
決
定
は
急
を
要
す
る
。
ス
タ
イ
ル
と
材
料
が
季
節
ご
と
に
変
化
す
る
か
ら
、

あ
る
季
節
に
き
め
陀
賃
率
は
、
後
の
季
節
に
は
そ
の
ま
、
適
用
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
お
い
て
は
組
合
は
、
個
々
の
作

業
の
そ
の
時
々
の
軍
記
の
決
定
を
、
職
場
委
員
と
雇
主
と
の
交
渉
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
は
團
体
交
渉
に
統
制
を
と
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
下
請
工
揚
（
O
O
】
P
け
憎
⇔
O
け
　
ω
げ
O
O
）
が
多
数
介
在
す
る
と
き
に
は
、
事
態
は
更
は
悪
化
す
る
。
下
請
工
場
に
お
い
て
は
、
デ
ザ

イ
ン
も
材
料
も
親
工
場
か
ら
供
給
を
受
け
る
か
ら
、
そ
の
コ
ス
ト
は
労
働
費
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
工
場
で
は
契
約
を

獲
得
す
る
た
め
に
、
賃
銀
の
軍
債
を
書
置
的
に
切
り
下
げ
る
。
こ
れ
が
親
工
場
の
職
場
（
冒
ω
置
。
ω
げ
o
b
ω
）
の
賃
卒
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
く

る
。
内
部
の
職
場
間
の
み
な
ら
す
外
部
の
下
請
工
場
の
職
場
（
O
ρ
什
ω
一
画
Φ
　
ω
げ
O
b
の
）
と
も
競
箏
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
婦
僧
服
製
作
從

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

業
員
組
合
で
は
夙
に
出
来
高
給
制
に
反
対
し
（
一
九
一
六
年
）
、
こ
れ
を
廃
止
せ
し
め
た
（
一
九
二
〇
年
）
。
　
組
合
側
は
時
間
給
制
を
探
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
率
に
つ
い
て
の
職
揚
間
の
盛
暑
を
減
じ
、
労
働
祭
の
不
均
等
を
是
正
し
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
工
場
の
増
加
を
抑
え
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
Q

　
尤
も
時
間
給
で
賃
率
を
均
等
に
し
て
も
、
労
働
費
は
必
ず
し
も
均
等
に
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
無
生
は
一
定
の
時
間

賃
銀
で
よ
り
多
く
の
出
来
高
を
も
た
ら
す
よ
う
に
し
て
労
働
費
を
切
下
げ
π
し
、
叉
下
請
工
場
は
労
働
者
を
駆
使
す
る
の
に
適
し
て
い
た
か

ら
一
層
労
働
費
を
切
下
げ
た
。
從
っ
て
下
請
工
場
の
増
加
も
阻
止
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
婦
人
服
製
作
從
業
員
組
合
中
の
最
有
力
の
組
合

で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
套
製
作
從
業
員
組
合
は
、
一
九
三
三
年
に
再
び
出
来
高
給
制
に
戻
っ
て
行
っ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
出
来
高
給

制
に
謡
う
弊
害
を
防
ぐ
対
象
を
講
じ
た
。
師
ち
出
雲
高
制
へ
の
復
帰
の
條
件
と
し
て
、
下
請
工
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
、
下
請
業
者
に
賃
卒

に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
し
め
る
こ
と
、
下
請
工
場
間
に
公
卒
に
仕
事
を
配
分
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
組
合
で
も
出
素

高
給
制
へ
の
復
帰
と
と
も
に
、
同
様
な
対
策
を
講
じ
、
或
は
賃
銀
の
軍
慣
を
決
定
す
る
場
合
に
は
同
種
作
業
に
工
事
す
る
す
べ
て
の
下
請
工

も
含
め
て
同
時
に
決
定
を
行
う
よ
う
に
し
、
或
は
時
間
研
究
に
よ
っ
て
精
確
に
決
定
さ
れ
π
各
作
業
の
標
準
時
聞
に
よ
っ
て
古
格
計
算
を
行

わ
し
め
る
こ
と
に
し
た
Q

　
註
5
　
特
製
品
の
製
作
や
修
繕
の
仕
事
に
お
い
て
は
、
作
業
の
変
事
が
多
く
て
、
た
え
ず
一
々
の
作
業
に
つ
い
て
新
し
い
軍
債
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果

　
　
は
輩
償
を
現
揚
で
、
職
長
と
労
働
者
と
が
き
め
た
り
、
職
長
が
命
じ
た
り
す
る
。
從
っ
て
賃
率
の
團
体
交
渉
が
崩
れ
て
し
ま
う
し
、
作
業
問
に
賃
率
の
不
釣
合
い
が
生
じ

　
　
た
り
す
る
。
＝
．
》
・
】
≦
画
臣
ω
帥
図
●
国
」
≦
O
b
茜
O
ヨ
Φ
受
℃
O
お
餌
5
冒
Φ
住
い
9
び
り
民
・
H
㊤
膳
9
弓
・
ω
り
『
h
．

　
（
三
）
　
雇
主
に
標
準
的
な
作
業
條
件
を
維
持
せ
し
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
。
例
え
ば
製
品
の
型
が
変
つ
π
り
、
単
二
の
日
程
が
変

更
さ
れ
だ
り
、
起
重
機
の
よ
う
な
設
備
が
手
順
よ
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
手
持
ち
に
な
っ
た
り
、
手
入
れ
が
な
さ
れ
す
に
放
置
さ

れ
て
工
具
が
標
準
的
な
状
態
に
な
か
つ
元
り
、
材
料
が
欠
け
仁
り
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
労
働
者
が
支
配
し
得
な
い
原
因
の
た
め
に
、
出
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来
高
從
っ
て
賃
銀
思
入
が
変
動
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
組
合
は
出
来
高
給
制
に
反
対
す
る
。
一
般
に
出
来
高
給
制
の
も
と
で
は
、

能
卒
が
賃
銀
そ
の
も
の
の
形
態
に
よ
っ
て
統
制
せ
ら
れ
る
か
ら
、
経
営
者
は
作
業
者
件
の
維
持
に
つ
い
て
、
時
間
給
制
の
も
と
に
お
け
る
ほ

ど
関
’
6
を
も
π
な
い
。
そ
の
結
果
は
標
準
的
な
作
業
條
件
が
往
々
に
し
て
維
持
さ
れ
な
い
で
、
、
組
合
の
出
豪
高
給
制
に
対
す
る
反
撃
の
種
を

ま
ぐ
こ
と
と
も
な
る
Q

　
以
上
に
述
べ
把
三
つ
の
揚
合
が
、
労
働
組
合
を
し
て
出
来
高
給
制
に
反
対
せ
し
め
る
決
定
的
な
理
由
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
出
来
高
給
制
に
対
す
る
反
対
理
由
の
ほ
か
に
、
書
斎
の
よ
う
な
事
情
も
労
働
組
合
を
し
て
出
撃
高
給
制
を
排

撃
せ
し
め
る
理
由
を
提
供
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
情
は
今
日
管
理
制
度
の
整
っ
て
い
る
職
場
或
は
労
働
組
合
の
強
力
な
職
場
で
は
除
去

さ
れ
得
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
今
日
で
は
む
し
ろ
副
次
的
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
イ
）
　
出
来
高
給
制
は
刺
戟
が
強
す
ぎ
て
、
過
度
の
作
業
速
度
に
導
き
労
働
者
を
傷
め
る
。

　
出
島
高
給
制
に
俘
う
こ
の
弊
害
は
、
出
素
高
給
制
に
対
し
て
最
も
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
反
対
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
今
日
で
も
労
働

組
合
の
交
渉
力
が
弱
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
弊
害
が
生
じ
て
い
る
。
特
に
仕
事
が
季
節
的
で
、
季
節
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
者
に
一
日
の
十
分

な
仕
事
が
存
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
者
よ
り
よ
り
多
く
の
賃
銀
を
得
ん
が
だ
め
に
挿
接
的
に
作
業
速
度
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
交
渉
力
の
強
い
労
働
組
合
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
日
労
働
協
約
の
な
か
に
仕
事
の
均
分
化
原
則
（
Φ
ρ
亘
巴
含
く
霞
。
口
。
剛
苧

。
爵
）
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
季
節
に
よ
っ
て
仕
事
が
閑
散
に
な
つ
だ
よ
う
な
場
合
に
は
各
自
の
仕
事
に
む
ら

が
な
い
よ
う
に
、
即
ち
一
部
の
労
働
者
が
多
く
の
仕
事
を
す
る
π
め
に
他
の
一
部
の
者
の
仕
事
が
な
く
な
っ
て
そ
れ
が
解
雇
の
理
由
と
な
る

よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
各
自
の
一
日
の
出
声
高
を
一
定
限
度
で
抑
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
從
っ
て
競
演
的
に
作
業
速
度
が
高
め

ら
れ
て
労
働
者
が
過
労
に
陥
る
こ
と
は
防
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
叉
今
日
で
は
経
営
者
が
軍
債
を
恣
意
的
に
切
下
げ
る
こ
と
は
労
働
協
約

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
は
設
備
や
原
料
や
作
業
方
法
の
改
善
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
を

強
度
化
す
る
こ
と
な
し
に
一
定
の
賃
銀
を
獲
得
し
得
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
Q

　
（
ロ
）
　
出
来
高
給
制
は
時
間
給
制
の
揚
合
よ
り
も
生
産
高
の
増
加
を
も
だ
ら
し
て
失
業
の
機
会
を
増
す
。

　
印
刷
工
組
合
で
は
手
組
み
で
あ
っ
π
間
は
出
塁
高
給
制
を
受
容
し
て
い
π
が
、
業
界
が
不
況
に
陥
り
そ
の
上
労
働
力
を
節
約
す
る
鋸
込
植

下
機
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
て
か
ら
は
、
労
働
時
間
を
八
時
間
に
制
限
す
る
と
と
も
に
出
来
高
給
制
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
つ
だ
Q
し
か
し

ム
ー
日
の
代
表
的
な
労
働
協
約
で
は
、
新
し
い
機
械
の
導
入
な
ど
の
技
術
的
な
改
善
に
よ
っ
て
過
剰
人
員
が
生
じ
だ
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ

を
直
ち
に
解
雇
の
理
由
に
し
な
い
で
、
或
は
当
該
作
業
へ
の
新
規
雇
入
れ
を
止
め
る
と
か
、
機
械
の
一
入
の
受
持
台
数
を
制
限
す
る
と
か
、

過
剰
人
員
を
他
の
新
し
い
作
業
に
配
置
が
え
す
る
と
か
、
労
働
時
間
を
制
限
す
る
と
か
に
よ
っ
て
、
過
剰
人
員
を
吸
溢
せ
し
め
る
よ
う
に
し

て
い
る
。

　
（
ハ
）
　
出
来
高
給
制
は
雇
主
が
一
部
の
労
働
者
を
優
遇
し
叉
一
部
の
労
働
者
を
冷
遇
す
る
た
め
に
利
用
せ
ら
れ
る
Q

　
例
え
ば
職
長
が
軍
債
の
き
め
方
の
寛
大
な
仕
事
に
好
む
労
働
者
を
配
置
し
、
軍
慣
の
き
め
方
の
き
つ
い
仕
事
に
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
労
働
者

・
を
配
置
す
る
。
或
は
仕
事
の
し
ゃ
す
い
作
業
條
件
の
よ
い
と
こ
ろ
に
、
好
む
労
働
者
を
配
置
し
た
り
す
る
。
時
間
給
で
あ
れ
ば
賃
銀
牧
入
に

変
化
が
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
差
別
待
遇
に
よ
っ
て
労
働
者
の
落
す
る
痛
よ
う
は
比
較
的
少
い
け
れ
ど
も
、
出
東
高
給
の
と
き
に
は
、
作

業
訴
件
の
良
否
は
出
来
高
從
っ
て
賃
銀
に
直
接
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
で
く
る
か
ら
労
働
者
は
敏
域
に
な
る
。
作
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

・
う
に
設
備
や
材
料
の
管
理
を
行
う
に
当
っ
て
、
職
長
が
一
部
の
仕
事
に
つ
い
て
特
別
の
注
意
を
梯
う
よ
う
な
と
き
に
も
、
同
様
に
労
働
者
を

差
別
待
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
叉
新
し
い
作
業
に
配
置
が
え
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
に
も
、
そ
の
作
業
に
慣
れ
る
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
か
ら
、

、
｝
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
は
差
別
待
遇
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
組
合
員
の
積
極
的
分
子
を
差
別
待
遇
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
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組
合
は
出
来
高
給
制
を
排
撃
す
る
。
し
か
し
今
日
で
は
組
合
活
動
を
理
由
と
し
だ
差
別
的
待
遇
は
法
律
的
に
も
問
題
に
せ
ら
れ
得
る
し
、
叉

代
表
的
な
組
合
で
は
前
述
の
よ
う
な
賃
率
の
不
公
営
は
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
の
み
な
ら
す
軍
償
の
決
定
や
配
置
が
え
等

に
つ
い
て
労
働
者
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
、
直
ち
に
苦
情
処
理
手
続
き
に
訴
え
て
、
不
公
言
な
処
置
は
こ
れ
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
出
来
高
給
制
は
労
働
者
の
問
に
不
和
を
惹
起
し
、
組
合
の
結
束
を
み
だ
す
原
因
と
な
る
。

　
前
述
の
よ
う
な
方
法
で
経
営
者
が
出
素
高
給
制
を
利
用
し
て
一
部
の
労
働
者
を
差
別
待
遇
す
る
と
き
に
は
、
労
働
者
の
問
に
反
目
が
生
す

る
。
叉
組
合
の
職
場
委
員
会
が
、
労
働
者
の
不
服
に
つ
い
て
、
例
え
ば
不
可
避
の
遅
延
や
材
料
・
設
備
の
欠
陥
の
だ
め
に
出
来
高
が
妨
げ
ら

れ
だ
よ
う
な
場
合
の
代
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
と
き
に
そ
の
取
り
上
げ
方
に
つ
い
て
や
、
も
す
れ
ば
不
公
準
が
生
じ
、

そ
れ
が
組
合
員
の
間
の
不
和
を
招
く
種
と
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
女
声
事
的
に
出
来
高
を
増
加
し
よ
う
と
し
て
利
量
的
に
な
り
、
連
帯

的
共
同
精
紳
を
弱
化
せ
し
め
る
。
例
え
ば
能
率
を
高
め
て
既
に
高
賃
金
を
得
て
い
る
労
働
者
は
、
罷
業
に
訴
え
て
ま
で
賃
上
げ
早
事
を
す
る

こ
と
を
澁
り
が
ち
に
な
る
。
”
上
の
よ
う
な
事
情
も
組
合
を
し
て
窒
素
高
給
制
に
反
対
せ
し
め
る
理
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
組
織
の

強
力
な
組
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
組
合
内
部
で
解
決
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。

　
以
上
の
ほ
か
に
な
お
、
職
業
別
組
合
（
O
円
9
臨
け
　
ρ
昌
凶
O
口
）
な
ど
で
は
、
出
素
高
給
制
が
作
業
の
分
化
專
門
化
に
導
き
一
作
業
が
簡
軍
な
仕

事
に
專
門
化
さ
れ
だ
方
が
出
素
高
を
増
す
の
に
容
易
で
あ
る
か
ら
1
熟
練
作
業
を
解
体
し
、
從
っ
て
血
統
的
な
職
業
を
解
体
し
て
、
組
合

の
交
渉
力
を
弱
め
る
に
至
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
出
来
高
給
制
に
反
対
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
職
業
別
組
合
は
漸
次
解
体
し
て
、
産
業

別
組
合
（
一
P
野
口
ω
け
吋
一
円
一
落
一
P
圃
O
昌
）
へ
移
行
し
て
ゆ
く
の
が
、
必
然
な
発
展
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
反
対
理
由
は
重
要
な
意
味
を
も
ち
得
な
い
。
叉

出
来
高
給
制
の
も
と
で
は
出
来
高
を
増
す
だ
め
に
屡
々
補
助
工
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
補
助
工
の
維
持
が
、
罷
業
の
と
き
に
お
け
る
ス
ト

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度

ラ
ィ
キ
破
り
の
温
床
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な
と
き
に
も
、
組
合
は
出
来
高
給
制
に
反
対
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
出
歯
高
給
制
そ
の
も

の
に
対
す
る
反
対
で
は
な
い
Q

三

　
前
述
の
よ
う
に
、
作
業
に
お
い
て
出
来
高
軍
位
の
確
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
や
作
業
條
件
に
変
化
が
多
い
揚
合
に
は
、
労
働
組
合
は
出
来

高
給
制
に
反
対
す
る
。
從
っ
て
出
来
高
給
制
が
採
用
さ
れ
る
だ
め
に
は
、
出
来
高
の
軍
艦
が
明
確
に
決
定
さ
れ
得
る
こ
と
と
、
作
業
條
件
に

相
当
期
間
の
間
む
ら
の
生
じ
な
い
こ
と
と
が
前
提
條
件
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
條
件
が
與
え
ら
れ
泥
場
合
に
は
、
労
働
組
合
の
方
に
も

出
来
高
給
制
を
選
ぶ
理
由
が
生
す
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
賃
銀
額
が
能
卒
に
雁
じ
て
自
動
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
。

　
時
間
給
制
の
場
合
に
お
い
て
も
、
出
来
高
が
増
せ
ば
、
報
償
が
與
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
一
々
乱
塾
を
待
把
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
叉
そ
の
決
定
は
し
ば
し
ば
職
長
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
す
時
間
給
の
も
と
で
報
償
に
よ
っ
て
能
率
増
進
が
刺
戟
せ
ら
れ

る
場
合
に
は
、
冷
麺
出
来
高
に
正
比
例
し
た
報
償
が
與
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
労
働
者
は
そ
れ
だ
け
搾
取
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
Q

　
（
二
）
　
全
國
的
な
労
働
協
約
の
締
結
に
お
い
て
は
、
出
宍
高
給
制
の
方
が
適
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　
全
國
的
な
労
働
協
約
の
締
結
に
お
い
て
圭
題
と
な
る
問
題
の
一
つ
は
、
聞
事
企
業
の
問
に
お
け
る
労
働
費
の
相
違
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ

る
。
コ
ス
ト
の
高
く
つ
く
経
営
も
、
叉
労
働
組
合
も
、
企
業
相
互
間
の
労
働
費
を
均
等
に
保
と
う
と
す
る
。
時
間
賃
牽
で
あ
れ
ば
、
賃
卒
を

均
一
に
き
め
て
も
、
個
々
の
企
業
の
能
李
の
相
違
に
よ
っ
て
、
実
際
の
労
働
費
は
不
均
等
に
な
る
。
し
か
る
に
出
宍
高
給
制
で
あ
れ
ば
、
そ

の
賃
率
を
均
一
に
決
め
て
お
け
ば
、
直
接
労
働
費
（
α
一
『
Φ
O
け
　
一
毛
ρ
一
U
O
居
O
◎
ω
け
）
は
こ
れ
を
均
等
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
製
帽
二
業
員
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組
合
で
は
、
時
間
給
制
の
も
と
で
は
競
孚
企
業
の
間
に
労
働
費
節
約
の
競
事
が
行
わ
れ
だ
の
で
、
出
来
高
給
に
切
り
か
え
た
。

　
叉
全
國
的
な
協
約
を
結
ぶ
場
合
に
、
一
部
の
労
働
者
は
均
一
の
賃
卒
を
要
求
し
、
他
の
一
部
例
え
ば
物
債
の
高
い
地
域
に
住
む
労
働
者
は

そ
れ
だ
け
賃
銀
の
差
等
を
要
求
し
て
、
組
合
員
の
問
で
意
見
が
割
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
時
間
賃
率
で
は
調
整

の
方
法
が
な
い
が
、
出
来
高
給
制
が
あ
れ
ば
、
軍
償
は
均
一
に
き
め
て
お
い
て
、
賃
銀
牧
入
の
差
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
の
努
力
に
ま
か

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
炭
坑
業
に
お
け
る
よ
う
に
、
炭
坑
に
よ
っ
て
運
賃
や
生
産
量
件
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
と
き
に
は
、
労
働
費
を
全
國
的
に
均
等
に
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
時
間
給
制
で
あ
れ
ば
時
間
賃
率
に
差
等
を
つ
け
て
も
労
働
費
が
ど
の
よ
う
な

結
果
に
な
る
か
は
判
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
出
来
高
給
制
で
あ
れ
ば
、
蓮
賃
の
コ
ス
ト
の
高
い
こ
と
、
生
産
條
件
の
不
利
な
こ
と
に
対
し
て
、

組
合
が
ど
れ
だ
け
賃
銀
に
お
い
て
譲
歩
し
ど
の
程
度
に
労
働
費
を
節
約
せ
し
め
た
か
ゴ
明
確
に
判
る
か
ら
、
無
体
交
渉
を
円
滑
な
ら
し
め
る
。

　
（
三
）
　
競
孚
の
は
げ
し
い
産
業
に
お
い
て
、
労
働
組
合
を
も
つ
経
営
が
、
組
合
を
も
だ
な
い
経
営
と
の
競
事
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
き
に

は
、
対
抗
的
に
出
来
高
給
制
が
選
ば
れ
る
。

　
労
働
組
合
を
も
π
な
い
経
営
に
お
い
て
出
來
高
給
制
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
組
合
を
も
つ
経
営
に
お
い
て
時
間
給
制
が
探
用
さ
れ
て

い
る
と
き
に
は
、
両
経
営
の
間
の
コ
ス
ト
の
開
き
は
致
命
的
に
大
き
く
な
る
。
炭
坑
業
な
ど
は
こ
の
適
例
で
あ
る
。
叉
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
コ
ス
ト
の
開
く
の
を
食
い
と
め
つ
、
賃
銀
牧
入
を
高
め
る
の
に
は
、
出
来
高
給
制
に
把
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
は
組
合
が
出
来
高
給
制
を
選
ぶ
場
合
の
主
要
な
理
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
の
ほ
か
に
術
組
合
が
出
宍
高
給
制
を
選
ぶ
の
に
は
、

次
の
よ
う
な
副
次
的
な
理
由
が
存
す
る
。

　
（
イ
）
，
出
来
高
給
制
は
労
働
條
件
で
競
箏
し
て
く
る
下
請
工
場
の
増
加
を
阻
止
す
る
。
時
間
給
制
で
あ
る
と
、
下
請
工
場
が
注
文
を
引
受

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度

け
把
と
き
に
は
、
そ
の
引
受
け
た
債
格
で
採
算
が
と
れ
る
よ
う
に
、
作
業
の
速
度
を
増
し
て
労
働
費
を
節
約
す
る
。
親
工
場
の
方
は
そ
の
よ

う
な
労
働
費
の
節
約
に
対
抗
が
で
き
な
く
て
、
下
請
工
場
の
方
に
多
く
の
注
文
を
ま
わ
す
よ
う
に
な
る
。
或
は
そ
れ
を
口
実
に
し
て
親
工
場

の
労
働
者
を
駆
使
す
る
。
そ
こ
で
労
働
組
合
は
こ
の
よ
う
な
労
働
條
件
の
聞
事
を
防
ぐ
π
め
に
、
出
宋
給
制
を
探
隠
せ
し
め
る
。
出
素
高
給

制
で
あ
れ
ば
、
同
じ
賃
銀
で
出
来
高
を
増
し
て
労
働
費
を
節
約
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
口
）
　
不
況
の
と
き
或
は
労
働
組
合
を
も
だ
な
い
経
営
と
の
競
孚
が
激
甚
な
と
き
に
は
、
出
語
高
給
制
の
も
と
に
お
け
る
方
が
、
対
抗
策

を
講
じ
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
競
孚
の
営
め
に
労
働
費
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
出
山
未
高
給
制
で
あ
れ
ば
、
軍
償
を
若
干
切
下

げ
て
も
、
労
働
者
は
出
来
高
を
増
し
て
賃
銀
老
入
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
時
間
賃
銀
で
あ
れ
ば
、
蔵
置
の
切
下
げ
は
そ
の

・
ま
、
賃
銀
牧
入
の
減
少
と
な
る
か
ら
、
労
働
者
の
抵
抗
が
強
く
な
る
。
叉
出
来
高
給
制
で
あ
れ
ば
、
旧
作
業
の
軍
慣
は
そ
の
ま
、
に
し
て
お

い
て
、
新
作
業
の
軍
債
の
方
で
掛
酌
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
Q

　
（
ハ
）
　
労
働
者
が
管
理
・
技
術
・
設
備
－
工
具
・
材
料
な
ど
の
改
善
に
新
し
い
工
夫
を
試
み
る
可
能
性
が
生
す
る
。
勿
論
往
時
の
よ
う
に
、

新
し
い
技
術
的
な
改
善
が
直
ち
に
軍
人
の
切
下
げ
と
な
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
驚
み
得
な
い
。
叉
今
日
に
お
い
て
も
大

き
な
技
術
的
な
改
善
の
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
軍
慣
の
切
下
げ
が
容
認
さ
れ
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
一
般
に
労
働
協
約
．

に
よ
っ
て
、
軍
慣
の
切
下
げ
が
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
些
少
な
技
術
的
改
善
で
は
軍
債
は
切
下
げ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
些
少

な
技
術
的
改
善
で
も
、
時
の
経
過
と
と
も
に
労
働
者
の
賃
銀
縞
入
を
相
当
に
増
加
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
出
素
高
給
制
が
お
の
つ
か
ら
技

術
的
改
善
を
刺
戟
す
る
よ
う
に
な
る
　
（
註
6
）
。

　
註
6
　
製
服
業
で
瓦
斯
ア
イ
ロ
ン
を
プ
レ
ッ
ス
に
用
い
て
い
た
と
惑
に
は
．
聲
。
5
α
Q
？
9
尋
　
（
海
綿
状
組
織
布
）
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
，
乾
布
を
焦
が
さ

　
　
な
い
よ
う
に
熱
の
加
減
に
十
分
な
注
意
を
佛
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
し
か
る
に
瓦
斯
ア
イ
ロ
ン
を
蒸
熱
ア
イ
ロ
ン
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
必
要

　
　
が
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
職
人
は
出
来
高
を
著
し
ぐ
増
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
出
来
高
溶
偵
は
そ
の
ま
、
据
え
お
か
れ
た
た
め
に
、
職
人
の
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賃
銀
は
壇
加
し
た
。
の
牒
O
窪
2
L
．
ρ
づ
・
N
り
野

　
　
善
通
の
作
業
上
件
の
も
と
に
お
い
て
、
出
来
高
給
制
の
揚
合
に
は
、
技
術
的
改
善
の
八
十
八
％
が
労
働
者
の
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
十
二
％
が
経
営
者
に
よ
っ
て
も

　
　
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ρ
ω
●
旨
く
豊
門
昌
の
飽
。
昏
①
諺
悌
日
げ
。
］
≦
帥
昌
四
α
q
Φ
日
b
算
。
断
℃
①
『
ω
8
5
9
9
d
Ω
ピ
9
び
。
同
旨
。
冨
口
。
旨
ω
．
H
㊤
α
O
．
娼
」
駅
H
◎

　
（
二
）
　
老
朽
の
労
働
者
も
維
持
さ
れ
る
。
時
間
給
制
で
あ
れ
ば
、
老
朽
者
は
若
い
者
と
同
じ
賃
銀
を
も
ら
っ
て
仕
事
は
同
じ
だ
け
に
で
き

な
い
か
ら
忌
避
さ
れ
る
。
出
裏
高
給
制
で
あ
れ
ば
、
直
接
労
働
費
は
不
変
で
あ
る
か
ら
、
雇
主
に
と
っ
て
の
不
利
は
、
間
接
費
の
面
だ
け
に

限
定
さ
れ
る
。

　
（
ホ
）
　
細
密
な
監
督
が
な
く
な
る
。
出
来
高
給
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
時
間
給
制
に
お
け
る
ご
と
く
に
労
働
者
を
監
督
す
る
必
要
が
な

く
な
る
こ
と
は
、
往
時
に
お
い
て
は
出
束
高
給
制
の
長
所
と
し
て
意
義
を
も
つ
て
い
だ
。
叉
今
日
に
お
い
て
も
、
比
較
的
小
規
模
の
機
械
化

さ
れ
て
い
な
い
経
営
に
お
い
て
は
、
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
近
代
的
機
械
経
営
で
生
産
過
程
が
機
械
化
さ
れ
、
個
々
の
作
業
が
分
化

し
て
且
相
互
に
関
蓮
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
時
間
給
制
の
も
と
に
お
い
て
も
細
密
な
監
督
の
必
要
は
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
、

こ
の
理
由
か
ら
の
出
来
高
給
制
の
意
義
は
減
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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出
路
高
給
制
に
は
一
般
的
に
、
労
働
組
合
が
労
働
者
の
出
来
高
を
制
限
す
る
に
至
る
矛
盾
が
包
藏
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
ご

と
く
で
あ
る
。
労
働
組
合
が
出
来
高
の
制
限
を
行
う
の
は
、
一
般
的
に
は
、
一
部
の
労
働
者
の
賃
銀
書
入
が
増
加
し
た
と
き
に
、
輩
位
の
切

下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
が
ん
が
た
め
で
あ
る
が
、
な
お
一
部
の
労
働
者
の
高
い
牧
入
が
賃
銀
引
上
げ
の
聖
体
交
渉
に
お
い
て
引
け
目
と

な
る
か
ら
で
も
あ
り
、
叉
組
合
員
の
間
に
お
け
る
賃
銀
の
大
き
な
開
き
が
組
合
員
同
志
の
な
か
で
嫉
妬
や
押
領
を
招
く
に
至
る
か
ら
で
あ
り
、

叉
組
合
が
出
来
得
る
限
り
多
く
の
労
働
者
に
仕
事
を
配
分
せ
ん
と
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
　
　
労
働
窟
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合
と
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出
来
高
の
制
限
は
当
初
は
、
労
働
者
が
十
分
な
賃
銀
を
得
ら
れ
る
だ
け
の
余
地
を
残
し
て
限
度
が
き
め
ら
れ
る
か
ら
、
無
理
な
く
行
わ
れ

る
。
し
か
し
や
が
て
そ
の
制
限
に
は
、
設
備
・
機
械
・
工
具
・
材
料
・
作
業
古
論
・
作
業
方
法
な
ど
の
改
善
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、

無
理
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
的
な
改
善
に
よ
っ
て
生
産
性
が
増
し
て
く
る
と
、
多
く
の
労
働
者
は
、
課
せ
ら
れ
だ
限
度
よ
り
は
る

か
以
上
に
、
出
来
高
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、
能
傘
の
よ
い
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
制
限
の
わ
く
が
窮

屈
に
な
り
過
ぎ
て
、
そ
の
限
度
の
引
上
げ
或
は
撤
廃
を
要
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
る
に
他
方
で
は
生
産
性
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、

各
自
の
出
来
高
は
過
度
に
制
限
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
職
場
の
人
員
配
置
が
次
第
に
だ
ぶ
つ
い
て
く
る
。
從
っ
て
出
来
高
の
制
限
を
撤

廃
す
る
と
、
人
員
整
理
の
問
題
が
当
然
起
っ
て
く
る
の
で
、
能
率
の
劣
っ
て
い
る
労
働
者
は
、
制
限
の
撤
廃
に
反
対
す
る
よ
う
に
な
る
。
生

産
性
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
制
限
の
わ
く
は
ま
す
ま
す
妥
当
性
を
失
い
、
こ
の
わ
く
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
と
、
こ
の
わ
く
に

固
軌
し
ょ
う
と
す
る
労
働
者
と
に
分
裂
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
当
該
企
業
は
、
労
働
組
合
を
も
た
な
い
競
雫
企
業
に
対
し
て
次
第
に
不
利
な
立

場
に
追
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
出
来
高
の
制
限
は
、
　
一
時
は
実
行
が
で
き
て
も
、
や
が
て
は
そ
の
制
限
を
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
る
と
、
出
来
高
は
著
し
く
増
加
し
、
從
っ
て
賃
銀
も
飛
躍
的
に
高
ま
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
結
局
は
軍
学
が
切
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
組
合
は
冷
日
で
は
一
般
に
、

労
働
協
約
に
よ
っ
て
、
経
営
者
の
恣
意
的
な
軍
将
の
切
下
げ
は
こ
れ
を
封
じ
て
い
る
。
し
か
し
作
業
者
件
に
著
し
い
技
術
的
な
改
善
が
な
さ

れ
陀
揚
合
に
は
、
軍
慣
の
切
下
げ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
Q
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雲
間
給
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
遊
休
時
間
を
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
機
械
の
故
障
や
設
備
の
欠
陥
や
材
料
の
不
良
や
工
程
企
劃
の
不
備
な



ど
に
対
し
て
、
労
働
者
は
桜
煮
的
に
無
関
心
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
っ
て
仕
事
の
延
び
る
の
を
歓
迎
し
さ
え
す
る
。
こ
れ
に

反
し
て
出
来
高
給
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
條
件
の
欠
陥
は
直
ち
に
出
来
高
從
っ
て
賃
銀
に
影
響
し
て
く
る
か
ら
、
労
働

者
は
そ
れ
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
も
つ
。
し
か
る
に
一
方
経
営
者
の
方
は
、
出
来
高
給
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
労
働
者
が
自
発
的
に
能

卒
を
高
め
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
安
ん
じ
て
、
作
業
七
千
の
管
理
に
や
、
も
す
れ
ば
注
意
を
怠
り
が
ち
に
な
る
。
そ
こ
で
労
働
組
合
は
、

不
利
な
作
業
條
件
に
対
し
て
、
出
来
高
給
制
の
労
働
者
を
保
護
す
る
だ
め
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
出
来
高
給
制
に
、
出
崇
高
の
如
何
に
か
、
わ
り
な
く
一
定
の
保
証
賃
銀
制
を
結
合
す
る
の
も
、
こ
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
Q
し
か
し
こ
の

場
合
の
保
証
賃
銀
の
賃
率
は
、
普
通
の
出
来
高
賃
率
よ
り
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
保
証
賃
銀
だ
け
で
は
労
働
者
を
保
護
す
る
の
に

十
分
で
な
く
、
特
に
能
率
の
高
い
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
到
底
満
足
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
労
働
組
合
は
更
に
進
ん
で
、

作
業
條
件
の
欠
陥
に
対
し
て
直
接
の
対
策
を
講
ず
る
。
師
ち
労
働
組
合
は
、
或
は
労
働
協
約
に
お
い
て
標
準
的
な
作
業
條
件
の
維
持
を
ば
経

営
者
に
義
務
づ
け
、
或
は
労
働
者
の
責
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
因
に
よ
る
作
業
の
妨
げ
に
対
し
て
賃
銀
の
支
梯
い
を
な
さ
し
め
る
。
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出
束
高
給
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
監
査
に
よ
う
や
く
合
格
す
る
程
度
の
品
を
で
き
る
だ
け
多
く
作
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
や
、

も
す
れ
ば
不
良
品
を
も
だ
ら
す
。
し
か
し
不
良
贔
は
、
労
働
者
の
責
に
帰
せ
ら
る
べ
き
原
因
か
ら
も
た
ら
さ
至
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は

叉
作
業
條
件
の
欠
陥
の
よ
う
な
労
働
者
の
責
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
因
か
ら
も
も
π
ら
さ
れ
る
。
だ
か
ら
往
時
の
よ
う
に
不
良
品
に
は
、

す
べ
て
賃
銀
の
麦
善
い
を
し
な
い
の
は
、
不
良
晶
を
口
実
に
し
て
の
賃
銀
切
下
げ
の
方
法
と
も
な
る
し
、
叉
経
営
者
が
標
準
的
な
作
業
條
件

の
維
持
を
ば
怠
る
こ
と
と
も
な
る
。
勿
論
さ
れ
ば
と
い
っ
て
不
良
品
に
も
す
べ
て
賃
銀
の
支
設
い
を
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
労
働
者
の
不
注

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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意
を
助
長
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
労
働
組
合
の
な
い
経
営
で
は
一
般
に
不
良
品
に
は
賃
銀
の
支
憂
い
が
な
さ
れ
な
い
が
、
組
合
の
組
織
，

さ
れ
て
い
る
経
営
で
は
、
不
良
品
に
対
し
て
皮
沸
い
の
な
さ
れ
る
範
囲
が
、
組
合
の
要
求
に
よ
っ
て
漸
次
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
の

場
合
に
、
そ
れ
ら
の
不
良
品
の
も
セ
ら
さ
れ
る
原
因
が
、
経
営
者
の
方
で
責
を
負
う
べ
き
作
業
忘
憂
の
欠
陥
な
ど
に
因
る
の
で
あ
れ
ば
、
賃

銀
の
支
梯
い
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
組
合
の
要
求
も
根
拠
を
も
つ
。
し
か
し
不
良
品
が
、
労
働
者
の
不
注
意
な
ど
の
労
働
者
の
責

に
帰
す
べ
き
原
因
で
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
多
い
と
、
経
営
者
は
賃
銀
の
支
堅
い
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
る
し
、
組
合
も
こ
れ
に
対
抗
し
得

な
い
。
そ
こ
で
組
合
側
が
不
良
品
に
対
し
て
の
麦
憶
い
を
確
保
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
お
の
つ
か
ら
組
合
側
で
、
労
働
者
を
し
て
製
品

の
品
質
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
力
せ
し
め
る
こ
と
芝
も
な
る
の
で
あ
る
。
叉
一
部
の
労
働
者
の
仕
事
の
不
良
が
他
の
労
働
者
の
完
全
な
仕
事

を
無
爲
に
し
、
製
品
も
販
路
を
失
う
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
出
来
高
給
制
の
も
と
で
も
、
組
合
が
労
働
者
を
し
て
品
質
の
維
持
に

努
力
せ
し
め
る
Q

　
一
般
に
労
働
組
合
が
強
力
に
な
っ
て
く
る
と
、
出
素
高
給
制
の
も
と
に
お
い
て
、
労
働
者
が
品
質
に
か
ま
わ
な
い
で
出
堤
高
を
増
そ
う
と

す
る
よ
う
な
こ
と
に
は
燗
番
に
な
ら
な
い
で
、
不
良
品
が
労
働
者
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
経
営
者
側
の
責
任
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
か
g
問
題
に
上
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
五
っ
て
労
働
組
合
も
労
働
者
の
責
に
よ
る
不
良
品
の
発
生
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
に
努

め
る
よ
う
に
な
る
。
不
良
品
の
責
任
の
帰
属
に
つ
い
て
画
労
働
者
が
組
合
の
職
場
委
員
に
苦
情
を
申
し
出
て
、
職
場
委
員
が
経
営
者
側
と
交

渉
す
る
と
き
に
、
不
良
品
の
も
だ
ら
さ
れ
た
原
因
が
、
作
業
條
件
の
控
壁
な
ど
の
経
営
者
側
の
責
任
に
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
の

立
証
が
十
分
に
で
き
る
よ
う
な
事
例
が
多
い
と
、
職
場
委
員
の
交
渉
上
の
立
揚
は
有
利
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
労
働
者
側
に
も
責
任
が
あ

る
よ
う
な
疑
わ
し
い
事
例
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
、
職
場
委
員
の
発
揚
を
一
般
的
に
不
利
に
す
る
。
そ
こ
で
組
合
で
は
職
場
委
員
を
こ
の
よ

う
な
苦
し
い
立
場
に
遣
い
込
ま
な
い
よ
う
に
、
労
働
者
に
作
業
の
途
行
に
つ
い
て
落
度
の
な
い
よ
う
注
意
し
、
或
は
機
械
や
工
具
の
手
入
れ

：　1．02　一丁一



に
つ
い
て
指
図
し
、
或
は
職
揚
に
お
け
る
規
律
に
つ
い
て
組
合
の
規
則
を
設
け
た
り
す
る
。
從
っ
て
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
出
来
高
給
制

の
も
と
に
お
い
て
も
、
品
質
の
維
持
に
つ
い
て
関
心
が
喪
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

七

　
出
来
高
帝
位
の
賃
率
即
ち
輩
債
の
決
定
方
法
並
び
に
そ
の
維
持
は
、
労
働
者
の
最
も
関
心
を
も
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
叉
出
来
高
給

制
の
性
格
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
、
で
も
労
働
組
合
が
発
展
し
て
か
ら
、
大
き
な
変
化
が
起
っ
て
い
る
。

往
時
は
軍
債
の
決
定
は
、
経
営
者
が
専
断
的
に
こ
れ
を
行
う
た
し
、
叉
こ
の
よ
う
な
職
能
は
本
来
経
営
職
能
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

労
働
者
が
干
與
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
え
さ
れ
π
。
し
か
し
今
日
で
は
軍
債
の
決
定
は
、
た
ゴ
に
二
言
の
金
額
に
つ
い
て
交
渉

が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
も
、
労
働
組
合
が
参
加
し
て
い
る
。
叉
往
時
は
軍
債
の
切
下
げ
が
、
経
営
者
に
よ
っ

て
恣
意
的
に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
π
こ
と
も
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
労
働
協
約
に
よ
っ
て
、
生
産
方
法
に
著
し
い
変
化
が

生
じ
な
い
限
り
軍
債
の
切
下
げ
を
認
め
な
い
よ
う
に
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
更
に
全
國
的
な
労
働
協
約
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

一
部
の
経
営
に
お
い
て
技
術
的
改
善
が
な
さ
れ
て
も
、
　
一
般
的
に
生
産
方
法
の
変
化
が
生
す
る
の
で
な
け
れ
ば
画
　
一
部
の
経
営
に
お
け
る
軍

債
だ
け
を
特
別
扱
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
軍
慣
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
結
果
は
技
術
的
改
善
に
対
す
る

経
営
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
減
殺
せ
し
め
る
こ
と
さ
え
あ
る
Q

　
米
國
の
労
働
組
合
で
は
、
組
合
に
特
別
の
委
員
会
や
専
門
家
を
そ
な
え
て
い
て
、
軍
債
の
決
定
に
参
加
す
る
。
多
く
の
組
合
で
は
、
経
営

者
が
軍
債
を
決
定
す
る
に
あ
だ
っ
て
は
、
組
合
の
こ
の
機
関
に
そ
の
承
認
を
求
め
、
必
要
に
演
じ
て
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
し
て
い
る
。
叉
軍
債
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
先
づ
最
初
に
組
合
の
こ
の
機
関
を
し
て
一
定
期
限
内
に
決
定
を
な
さ
し
め
、
次
に
そ
の
結
果

　
　
　
労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
制
度
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を
経
営
者
側
で
槍
挿
し
、
一
、
定
期
幕
内
に
経
営
者
が
異
議
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
そ
の
軍
糧
の
決
定
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

も
し
経
営
者
が
異
議
を
申
し
立
て
れ
ば
、
両
者
の
問
で
調
整
の
泥
め
の
協
議
会
を
も
つ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
組
合
も
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
労
働
組
合
は
、
軍
債
決
定
の
専
門
的
な
職
能
を
分
担
し
て
い
る
。

　
科
学
的
管
理
法
が
、
テ
イ
ラ
ー
の
考
え
方
を
承
継
し
て
、
標
準
課
業
や
軍
償
の
決
定
は
こ
れ
を
企
劃
部
で
専
門
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
た
聞
は
、
労
働
組
合
は
科
学
的
管
理
法
に
反
対
す
る
立
場
を
ε
つ
た
。
勿
論
今
日
で
も
科
学
的
管
理
法
に
対
す
る
反
対
は
相
当

強
い
。
し
か
し
既
に
組
合
が
軍
債
の
決
、
定
に
つ
い
て
、
当
季
的
な
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
職
能
を
分
担
す
る
以
上
、
軍
債
和
精
確

に
決
定
す
る
た
め
に
は
、
下
問
研
究
な
ど
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
も
生
じ
て
い
る
Q
組
合
に
よ
っ
て
は
、
新
し
い
作
業
に
対
す

る
軍
債
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
時
間
研
究
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
協
約
で
規
定
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
し
、
叉
課
せ
ら
れ
だ
時
間
に

つ
い
て
労
働
者
に
不
服
が
あ
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
時
間
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
組
合
側
か
ら
の
要
求
で
協
約
に
規
定

を
設
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
時
間
研
究
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
労
働
協
約
で
規
定
す
る
の
み
な
ら
す
、
組
合
の
方
で
も
専
門
の
時
間
研
究
者
を
も
っ

て
い
て
、
か
な
り
細
部
に
わ
だ
っ
て
組
合
が
時
間
研
究
そ
の
も
の
に
参
加
す
る
　
（
註
7
）
。

　
註
7
　
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
の
婦
人
服
製
作
会
杜
で
は
、
時
間
研
究
は
次
の
よ
う
な
機
構
で
行
わ
れ
る
っ
先
ず
各
工
場
の
雄
蕊
研
究
者
2
日
①
－
ω
三
身
旨
Φ
5
）
が
、
当
該
作
業

　
　
の
標
準
を
つ
く
る
資
料
を
集
め
て
、
仮
標
準
を
作
成
す
る
。
こ
の
時
間
研
究
者
は
労
使
双
方
を
公
李
に
代
表
す
る
も
の
と
し
て
後
蓮
の
標
準
部
の
監
督
の
も
と
に
立
っ
て

　
　
い
る
。
仮
標
進
・
が
作
成
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
が
労
使
双
方
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
共
同
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
検
討
さ
れ
る
。
こ
、
で
意
見
が
分
れ
て
標
準

　
　
の
決
定
が
で
き
な
い
揚
合
に
は
、
そ
の
決
定
が
標
準
部
Q
o
貯
二
W
霞
o
m
二
〇
h
ω
欝
巳
岩
山
ε
に
委
ね
ら
れ
る
。
標
準
部
は
作
業
標
準
の
決
定
及
び
そ
の
実
施
に
つ
い
て
責

　
　
任
を
召
ハ
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
経
営
者
側
の
代
表
一
名
と
組
合
側
の
代
表
一
・
名
と
か
ら
成
る
。
な
む
別
に
組
合
の
代
表
五
名
と
経
営
者
の
代
表
五
名
と
か
ら
成
る
標
準
管

　
　
理
委
員
会
（
ω
賃
づ
Φ
H
ぐ
δ
o
曼
o
o
論
旨
畔
o
o
8
舞
5
山
9
処
罰
）
が
あ
っ
て
、
標
準
設
定
の
す
べ
て
の
手
続
き
を
監
督
し
て
い
る
。

　
　
　
時
間
研
究
に
当
っ
て
は
、
労
使
双
方
の
協
議
の
結
果
、
標
準
は
こ
れ
を
牢
均
労
働
者
の
耳
癖
出
逢
高
に
と
る
こ
と
、
及
び
作
業
方
法
に
つ
い
て
は
、
最
優
秀
の
も
の
も
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最
劣
等
の
も
の
も
探
ら
な
い
で
、
申
位
の
作
業
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
0
励
ぽ
算
。
吋
し
・
ρ
や
ω
⑩
O
卑
心
O
卜
。
h
●

八

　
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヅ
制
度
の
最
も
発
展
し
て
い
る
米
國
に
お
い
て
、
労
働
組
合
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
出
来
高
給
制
の
問
題
が
ど
の
よ
う

に
変
化
す
る
に
至
っ
た
か
を
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
労
働
組
合
が
出
宍
高
給
制
に
反
対
す
る
場
合
の
虫
だ
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
出
東
高
尊
位
の
決
定
や
測
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、

職
場
間
に
お
い
て
叉
新
旧
作
業
に
お
い
て
仕
事
の
相
違
が
著
し
い
こ
と
、
並
び
に
標
準
的
な
作
業
江
島
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
要
す
る
に
作
業
が
そ
の
性
質
上
出
来
高
給
制
に
適
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
出
来
高
給
制
に
対

す
る
反
対
が
、
主
と
し
て
こ
の
よ
う
に
、
作
業
の
性
質
上
、
不
適
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
共
に
、
注
目
さ
る
べ
き
こ
と

は
、
從
漏
出
来
高
給
制
に
対
す
る
有
力
な
反
対
理
由
と
な
っ
て
い
た
労
働
者
を
過
労
に
陥
ら
し
め
る
こ
と
、
労
働
者
の
共
同
心
を
損
う
こ
と
、

品
質
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
、
或
は
経
営
者
が
作
業
條
件
の
維
持
改
善
を
等
閑
に
附
す
る
こ
と
な
ど
が
、
労
働
組
合
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、

そ
の
意
義
が
減
退
し
て
き
だ
こ
と
で
あ
る
。
軍
償
の
切
下
げ
も
以
前
ほ
ど
濫
用
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
し
、
作
業
の
標
準
の
設
定
特
に
時
間
研

究
に
対
す
る
不
信
も
、
組
合
が
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
て
き
た
。
他
方
に
お
い
て
出
来
高
給
制
が
選
ば
れ
る
理
由
に
お

い
て
も
、
そ
の
重
要
性
に
相
対
的
な
変
化
が
起
っ
て
い
る
。
叉
全
國
的
な
労
働
協
約
の
締
結
に
お
い
て
直
接
労
働
費
を
均
等
に
保
つ
必
要
な

ど
の
新
し
い
理
由
も
生
じ
で
き
だ
。
な
お
出
来
高
給
制
の
設
定
並
び
に
そ
の
運
用
に
労
働
組
合
が
高
度
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
標
準
課
業

の
設
定
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
の
原
則
が
一
変
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
大
き
な
特
徴
的
変
化
で
あ
る
。
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交
通
機
關
の
麟
達
と
土
地
の
利
用
韓
換

野
　
村
　
寅

三

郎

　
地
上
の
人
問
は
常
佳
不
断
に
増
加
す
る
Q
然
る
に
彼
等
に
生
活
の
本
拠
を
與
え
る
土
地
は
有
限
で
あ
る
。
從
っ
て
土
地
の
利
用
を
出
来
る

だ
け
効
果
的
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
人
間
の
経
済
的
本
能
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
π
現
象
で
あ
る
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
土
地
を
効
果
的
に
利
用
す
る
と
言
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
土
地
の
使
用
債
値
を
よ
り
大
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
使
用
慣
値
の
大
小
は
使
用
の
目
的
に
引
掛
け
て
判
断
す
る
。
よ
り
合
目
的
性
が
世
な
れ
ば
使
用
債
値
大
な
り
と
い
う
。
然
る
に
も
の
に

よ
っ
て
は
其
の
使
用
目
的
が
一
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
此
の
種
の
も
の
は
原
始
生
産
物
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
土
地
の
利
用
も
之
に
相
似
し

て
い
る
。
土
地
は
農
業
・
林
業
・
牧
畜
の
如
き
各
種
原
始
産
業
に
も
利
用
さ
れ
る
が
、
叉
工
業
・
商
業
さ
て
は
住
宅
な
ど
の
敷
地
に
も
利
用

出
来
る
。
而
し
て
其
の
場
合
、
使
用
債
値
に
大
小
の
差
異
を
発
生
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
最
大
の
使
用
債
値
の
生
す
る
如
く
土
地
を
利
用

す
る
の
が
最
も
合
目
的
で
あ
り
、
喫
茶
の
切
実
な
る
要
求
に
合
致
す
る
訳
で
あ
る
。
斯
く
て
あ
ら
ゆ
る
土
地
は
或
は
住
宅
地
に
、
或
は
農
耕

地
に
、
或
は
工
場
敷
地
な
ど
各
別
に
区
分
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
が
、
こ
の
現
状
が
不
変
固
定
的
な
も
の
で
何
等
変
更
打
開
の
出
宋
な
い

も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
左
様
で
は
な
い
。
経
済
上
・
政
治
上
・
宗
教
上
等
の
事
情
の
変
化
に
随
号
し
て
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
Q
弦
に
は

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
韓
換
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亦
く
通
機
関
の
発
蓬
と
土
地
の
利
用
韓
換

た
ゴ
交
通
機
関
の
発
達
と
の
関
連
に
於
い
て
の
み
、
し
か
も
経
済
理
論
的
に
問
題
を
解
明
す
る
に
止
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
あ
ら
ゆ
る
土
地
は
そ
の
拡
が
り
の
中
に
常
に
特
定
の
位
置
を
持
っ
て
居
り
、
其
の
位
置
に
特
有
の
氣
候
・
土
質
を
備
え
て
い
る
。
か
＼
る

特
質
を
捨
象
し
て
土
地
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
説
明
の
便
宣
上
鞍
候
・
土
質
等
の
條
件
を
棄
て
、
、
位
置
の
み
を
固
有
の
性
質

と
し
て
先
ず
論
述
す
る
。
換
言
す
る
と
あ
ら
ゆ
る
土
地
は
事
々
も
土
質
も
全
く
同
一
に
し
て
、
た
ゴ
位
置
の
み
が
異
る
と
い
う
極
め
て
簡
翠

な
場
合
を
取
上
げ
て
見
る
Q
今
、
一
地
域
の
土
地
が
軍
に
農
業
だ
け
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
中
心
に
全
農
地
で
出
来
る
穀
物
を
完
全
に
消
費
し

齢
す
都
会
が
あ
り
、
耕
地
の
外
側
に
は
未
開
の
噛
野
が
無
限
に
拡
っ
て
い
る
と
想
像
す
る
。
全
農
地
が
軍
一
経
営
者
の
手
に
支
配
さ
れ
す
、

　
　
　
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

多
数
の
異
れ
る
経
営
者
の
下
に
あ
る
農
場
よ
り
成
立
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、
都
会
に
近
い
農
場
経
営
者
は
よ
り
遠
隔
な
る
農
場
経
営
者

よ
り
も
、
そ
の
牧
賜
物
を
都
会
に
搬
出
す
る
に
際
し
て
安
全
な
蓮
痔
費
を
照
準
う
と
い
う
利
生
を
享
受
す
る
。
此
の
運
邊
費
の
差
額
な
る
利

盆
は
両
農
場
の
位
置
の
便
否
よ
り
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
カ
ア
ド
の
所
謂
「
地
代
」
国
①
主
な
る
概
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ

カ
ア
ド
の
主
と
し
て
取
扱
つ
π
地
代
が
土
地
の
雲
上
の
差
よ
り
惹
起
す
る
の
に
反
し
て
、
此
処
に
い
う
地
代
は
土
地
の
位
置
の
便
否
の
兼
よ

り
発
生
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
リ
カ
ア
ド
の
主
と
し
て
取
扱
つ
た
地
代
を
「
地
味
地
代
」
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
は
「
位
置
地
代
」
と
も
い
う
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

き
も
の
で
あ
る
。
両
者
い
す
れ
も
「
土
地
の
不
可
壌
的
な
且
つ
本
源
的
な
」
性
質
よ
り
生
す
る
。
こ
の
位
置
地
代
の
大
さ
を
測
定
す
る
の
に

リ
カ
ァ
ド
流
の
表
現
形
式
を
以
て
す
れ
ば
「
或
農
場
の
位
置
地
代
額
は
そ
の
農
場
と
耕
作
し
得
ら
れ
る
最
野
望
の
農
場
と
の
間
に
存
す
る
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）

置
に
基
因
す
る
牧
盆
の
差
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
謂
え
る
。
つ
ま
り
農
場
の
位
置
地
代
は
都
会
近
傍
に
於
い
て
最
大
に
し
て
遠
去
る
に

從
っ
て
逓
減
し
、
遽
に
農
作
物
の
市
場
債
格
と
そ
の
運
途
費
と
生
産
費
を
鼻
聾
考
慮
す
る
と
き
、
地
代
の
零
と
な
る
農
場
が
発
生
す
る
。
か

～
る
農
場
を
限
界
農
揚
と
称
し
、
経
営
計
算
の
上
よ
り
観
る
と
そ
れ
以
遽
の
土
地
に
於
い
て
は
蓮
逡
費
の
関
係
上
、
農
耕
を
行
え
ば
牧
盆
ど
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ご
ろ
か
欠
損
と
な
る
。
鞭
っ
て
耕
作
せ
ら
れ
す
し
て
放
置
せ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
此
の
適
例
は
殖
民
地
や
未
開
地
に
於
け
る
荒
蕪
の
噴
野
に

就
い
て
随
所
に
指
摘
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
此
の
農
揚
と
地
代
の
関
係
を
反
面
よ
り
い
う
と
、
土
地
に
し
て
地
代
の
発
生
せ
ぬ
と
こ
ろ
拡

利
用
書
票
の
な
い
こ
と
を
意
慰
し
、
地
代
の
発
生
す
る
と
こ
ろ
は
土
地
に
利
用
慣
値
の
あ
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
註
一
）
、
国
B
a
ρ
U
こ
娼
臥
ロ
9
．
且
窃
o
h
℃
o
嵩
ユ
。
巴
①
8
8
日
矯
p
昌
一
霞
×
巴
。
～
O
o
ロ
器
『
国
9
娼
◎
潜
ら
●

　
（
註
二
）
　
ク
ー
リ
イ
は
リ
カ
ア
ド
の
地
代
概
念
を
交
蓮
に
関
す
る
場
合
に
拡
張
解
釈
し
て
「
市
揚
に
対
す
る
貨
物
の
蓮
逡
費
の
差
異
よ
り
発
生
し
、
そ
の
額
は
あ
る
土
地
に

　
　
　
於
け
る
蓮
逡
費
と
耕
作
し
得
る
最
遠
距
離
の
土
地
に
於
け
る
王
土
費
の
差
額
に
よ
る
」
§
o
冨
ど
O
・
国
‘
目
昼
。
子
o
o
曼
。
乱
酔
吋
p
p
ω
℃
o
誹
9
ま
P
H
◎
。
O
野
℃
P
日
b
。
。
。
一

　
　
　
爲
鮮
）
と
記
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
は
不
充
分
で
あ
り
且
つ
錯
誤
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
他
の
機
会
に
詳
論
し
た
か
ら
蝕
に
は
省
略
す
る
。
筆
者
の
論
旨

　
　
　
　
の
若
干
は
本
稿
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
ク
ー
リ
イ
の
「
蓮
法
費
の
差
」
の
代
り
に
「
位
置
に
基
因
す
る
牧
益
の
差
」
と
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
前
述
の
地
方
の
各
農
場
の
位
置
地
代
額
の
総
計
を
数
学
的
表
現
を
用
い
て
記
述
す
る
と
、
都
会
を
中
心
と
し
て
最
も
高
く
、
周
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
付
く
に
連
れ
て
漸
次
逓
減
す
る
円
錐
形
と
な
る
。
そ
の
都
会
を
0
、
四
錐
形
の
頂
点
を
C
、
円
錐
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
底
円
の
直
径
を
A
B
と
し
、
C
点
よ
り
底
円
に
垂
直
に
切
断
す
れ
ば
、
そ
の
切
断
面
は
三
角
形
C
A
B
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
現
わ
す
こ
と
が
出
来
る
。
今
、
交
通
機
関
の
改
良
若
く
は
新
式
交
通
機
関
の
出
現
に
よ
っ
て
蓮
邊
費
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
減
し
π
と
仮
定
す
れ
ば
、
等
額
の
帰
途
費
を
以
て
貨
物
の
草
平
距
離
を
倍
加
し
、
都
会
と
限
界
農
場
の

　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
距
離
を
二
倍
に
延
長
す
る
。
斯
く
て
理
論
的
に
い
え
ば
農
耕
地
は
直
径
A
B
の
二
倍
の
長
さ
で
あ
る
a
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
直
径
と
す
る
円
に
ま
で
拡
大
し
、
新
円
の
面
積
は
旧
円
の
四
倍
に
な
り
、
其
の
地
代
総
計
は
切
断
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
角
形
C
a
b
に
て
示
す
円
錐
形
と
な
っ
て
、
其
の
体
積
つ
ま
り
地
代
総
額
は
從
前
の
四
倍
に
増
大
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
論
、
こ
の
仮
定
は
拡
大
し
π
農
地
の
全
生
産
物
が
中
央
の
都
会
に
於
い
て
清
費
し
蓋
さ
れ
る
と
い
う
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
若
し
供
給
の
増
加
に
俘
っ
て
需
要
に
変
化
を
生
じ
、
新
た
な
る
均
衡
状
態

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
韓
換
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亦
ハ
蓮
機
関
の
発
曲
還
と
土
地
の
利
用
輻
｛
換

を
発
生
し
て
生
産
物
種
々
に
変
動
を
生
す
る
場
合
に
は
－
1
通
例
、
慣
格
は
低
落
す
る
が
そ
の
額
は
必
ず
し
も
運
途
費
の
低
下
額
ど
符
合
し

な
い
一
地
代
総
額
に
若
干
の
相
異
を
惹
起
す
る
が
、
弦
に
は
問
題
の
煩
雑
化
を
避
け
て
之
れ
以
上
追
求
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
結
局
、
本
例

に
よ
る
と
運
逸
費
が
二
分
の
一
に
な
れ
ば
從
前
の
三
倍
に
昇
る
荒
野
が
新
π
に
開
拓
さ
れ
て
耕
地
と
な
り
、
其
処
に
最
新
π
に
地
代
が
発
生

す
る
。
而
し
て
全
耕
地
に
於
け
る
地
代
は
都
会
近
傍
を
除
け
ば
全
般
的
に
増
加
し
、
全
農
場
に
於
け
る
地
代
の
即
戦
額
は
從
前
の
三
倍
に
な

る
。
此
の
事
例
は
交
通
機
関
の
進
歩
改
良
に
よ
っ
て
運
邊
費
が
僅
か
牛
分
に
な
っ
た
揚
合
を
想
像
し
た
の
で
あ
る
が
、
変
麺
機
関
の
改
良
に

よ
っ
て
運
脚
費
が
三
分
の
一
、
四
分
の
一
と
低
落
す
れ
ば
、
地
代
発
生
面
積
の
増
加
は
八
倍
と
な
り
十
五
倍
と
な
る
。
法
則
化
し
て
云
え
ば

地
代
発
生
面
積
は
交
通
発
達
の
度
合
の
自
乗
に
比
例
し
て
拡
大
す
る
訳
で
あ
る
。
叉
地
代
総
額
に
就
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
以
て

三
途
費
の
低
落
が
土
地
の
開
発
に
如
何
に
偉
大
な
敷
果
を
挙
げ
る
か
明
白
に
な
っ
た
と
信
ず
る
。
し
か
も
運
邊
費
を
二
分
の
田
鼠
は
三
分
の

一
に
低
落
せ
し
め
る
交
麺
機
関
の
改
良
と
は
中
々
容
易
に
実
現
出
来
澱
か
と
い
う
と
決
し
て
左
様
で
は
な
い
。
単
路
の
補
装
を
若
干
す
る
こ

志
の
み
に
よ
っ
て
運
送
費
が
数
分
の
一
に
低
下
す
る
事
実
、
自
動
車
の
通
過
、
鉄
道
の
敷
設
或
は
船
舶
の
利
用
に
よ
っ
て
蓮
逡
費
が
＋
…
数
分

の
一
半
至
聖
十
分
の
一
に
低
下
し
セ
事
実
は
経
済
史
が
過
去
に
於
い
て
充
分
証
明
し
だ
処
で
あ
る
。
從
っ
て
植
民
地
で
あ
れ
、
未
開
地
で
あ

れ
、
是
を
開
拓
し
て
土
地
を
効
率
的
に
利
用
せ
ん
が
爲
に
、
國
家
が
常
に
交
通
政
策
を
先
攻
さ
し
だ
こ
と
は
、
欧
米
の
國
策
的
船
会
杜
や
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

道
の
創
設
の
例
に
、
近
く
は
日
本
の
南
満
洲
鉄
道
会
肚
や
華
北
交
通
会
肚
等
に
よ
っ
て
充
分
承
認
済
で
あ
ろ
う
。

　
（
註
三
）
　
拙
稿
「
経
済
開
発
と
交
蓮
機
関
の
重
要
性
」
國
民
経
済
雑
誌
七
十
巻
二
号
，
参
照
。

　
以
上
は
交
通
機
関
が
如
何
に
新
し
い
土
地
の
開
発
に
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
事
実
を
簡
翠
に
論
明
し
セ
の
で
あ
る
が
、
現
在
地
球
上
の
各

地
域
は
不
毛
の
砂
漠
や
酷
熱
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
地
黒
な
ど
を
除
い
て
は
殆
ど
開
発
済
で
あ
る
。
か
～
る
開
発
さ
れ
弛
土
地
に
於
い
て
交
通
機
関

の
発
達
が
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
の
が
鼓
に
取
上
げ
た
問
題
の
主
眼
で
あ
る
。
前
述
の
事
例
に
於
い
て
都
会
を
除
く
全
地
域
は
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箪
純
に
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
早
い
て
、
遽
近
の
農
場
に
於
い
て
実
施
せ
ら
れ
る
農
業
の
方
法
に
関
し
て
は
全
然
言
及
せ
す
宛
も
均
等

な
る
方
法
が
実
行
せ
ら
れ
る
如
く
論
述
し
た
。
然
る
に
本
邦
に
於
け
る
現
実
の
農
地
を
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
都
会
附
近
の
農
家
は
所
有
地

を
四
添
景
標
の
野
菜
畑
に
利
用
し
て
い
る
に
反
し
て
、
純
農
村
に
於
い
て
は
稻
若
く
は
甘
藷
を
表
作
に
、
小
麦
若
く
は
馬
鈴
薯
を
裏
作
と
す

る
叢
穀
式
二
毛
輪
作
が
行
わ
れ
て
い
る
Q
欧
米
に
於
い
て
も
ほ
ゴ
同
様
な
る
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
都
会
を
中
心
と
し
て
遽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
）
　
　
　
　
　
（
註
五
）

、
近
の
農
場
で
は
異
れ
る
農
場
経
営
方
法
が
土
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ー
ン
ボ
ー
、
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
の
如
き
農
業
経
済
学
者
は
そ

の
原
因
を
合
理
的
経
営
に
求
め
、
純
農
村
の
農
業
方
式
は
低
度
な
粗
放
的
農
業
経
営
で
あ
り
、
都
会
近
傍
の
そ
れ
は
高
度
な
集
約
的
農
業
経

済
で
あ
る
と
述
べ
て
、
労
働
・
資
本
・
交
通
等
の
関
係
よ
り
か
、
る
現
象
が
発
生
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
自
分
は
原
因
を
孟
と
し
て
交
通

関
係
に
求
め
、
何
故
都
会
の
近
傍
に
は
集
約
的
農
業
経
営
が
勃
興
す
る
か
を
解
明
し
た
い
と
考
え
る
。

　
（
註
四
）
　
諺
。
吋
。
げ
8
り
男
L
W
Φ
詳
議
α
q
o
N
霞
ぐ
5
暴
w
o
げ
m
津
匹
。
げ
民
。
ユ
娘
w
い
β
o
昌
自
げ
四
白
炉
　
【
O
O
切
い
》
』
α
q
①
日
。
貯
。
監
房
血
≦
凶
さ
g
げ
臥
け
罵
鉢
5
団
Φ
財
8
げ
匹
Φ
ず
弓
。
”
O
》
自
隔
己
H
㊤
N
ω
・
柏
鮪
賢

　
　
　
訳
「
農
業
経
…
営
学
の
基
礎
理
論
」
昭
和
十
四
年
。

　
（
註
五
）
ゆ
侵
出
ヨ
冨
5
P
↓
●
”
U
拐
O
爵
。
け
9
昼
岸
O
Φ
ω
ピ
曽
6
薯
一
著
げ
獣
身
9
「
9
ゆ
皿
謡
ユ
）
田
》
Φ
冠
ロ
島
回
ω
ω
0
9
ω
o
臥
巴
α
ド
。
ロ
Q
B
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昭
和
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年
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元
来
、
集
約
的
農
業
経
営
と
は
熱
型
乃
至
放
牧
の
如
き
土
地
の
休
養
期
間
を
短
縮
し
て
雪
避
回
数
を
増
加
す
る
と
か
、
生
産
費
の
重
点
を

肥
料
の
自
給
・
要
具
の
自
作
等
よ
り
解
放
し
て
本
来
の
耕
作
に
関
す
る
部
分
に
移
す
と
か
、
人
造
肥
料
の
購
入
・
道
具
機
械
の
導
入
等
に
よ

る
経
営
部
面
に
遣
加
資
本
を
投
下
す
る
と
か
の
諸
方
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
定
面
積
当
り
の
靴
屋
量
は
増
加

す
る
が
、
資
本
と
労
働
を
心
墨
よ
り
も
多
量
に
注
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
間
断
な
く
利
用
さ
れ
る
土
地
は

地
力
を
回
復
す
る
π
め
に
、
不
断
に
人
造
肥
料
を
使
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
興
野
や
地
力
の
無
理
を
克
服
す
る
だ
め
に
、
粗
放
的
経
営

以
上
に
資
本
と
労
働
を
余
計
に
投
下
し
な
く
て
は
良
き
成
果
は
あ
が
ら
な
い
。
斯
く
て
生
産
物
一
軍
位
当
り
の
コ
ス
ト
は
集
約
的
経
営
に
於

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
幕
換
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交
蓮
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
韓
換

い
て
は
、
粗
放
的
経
営
以
上
に
多
額
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
現
象
を
把
え
て
リ
カ
ア
ド
は
有
名
な
農
業
に
於
け
る
牧
穫
逓
減
の
法
則
を
説
い

た
の
で
あ
る
が
、
他
方
に
於
い
て
農
作
物
の
販
責
に
関
し
て
市
場
慣
格
が
冷
嚴
と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
集
約
度
を
む
や
み
に
高
め
る
こ

ふ
は
不
可
能
で
あ
り
、
一
定
限
度
を
以
て
停
止
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
限
度
は
コ
ス
ト
が
市
場
債
格
以
下
で

あ
る
こ
と
は
勿
論
、
都
会
よ
り
離
れ
た
農
書
に
於
い
て
は
市
場
慣
格
よ
り
貨
物
の
運
途
費
用
だ
け
減
じ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
市

場
詔
書
よ
り
機
器
費
用
を
捧
除
し
た
生
産
物
言
辞
当
り
の
異
格
を
各
地
の
農
場
に
於
け
る
債
格
、
簡
略
し
て
「
農
場
債
格
」
と
名
付
け
る
な

ら
ば
、
農
場
前
馬
は
都
会
に
接
近
す
る
ほ
ど
高
く
、
都
会
よ
り
逡
去
る
ほ
ど
安
く
な
る
。
結
局
、
集
約
的
経
営
の
限
界
は
農
場
固
守
に
よ
つ

で
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
集
約
度
高
き
場
合
の
生
産
物
軍
位
コ
ス
ト
は
高
額
で
あ
る
か
ら
、
集
約
的
農
業
経
営
は
都
会
近
傍
の
如

き
農
場
債
格
の
高
き
と
こ
ろ
に
於
い
て
の
み
許
容
さ
れ
、
逡
隔
の
農
場
に
於
い
て
は
農
場
債
格
の
低
廉
な
る
た
め
コ
ス
ト
安
き
粗
放
的
経
営

．
を
以
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
是
れ
、
都
会
近
く
に
集
約
的
農
業
が
実
施
さ
れ
、
遽
隔
地
に
粗
放
的
農
業
の
行
わ
れ
る

所
以
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
都
会
近
傍
に
於
い
て
集
約
的
農
業
を
営
む
の
は
農
産
物
の
馬
首
当
り
利
盆
に
留
意
せ
す

し
て
、
軍
位
面
積
当
り
の
牧
畜
に
着
眼
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
農
場
に
於
い
て
粗
放
的
農
業
経
営
に
よ
る
軍
位
生
産
物
当
り
の
コ
ス
ト
は

－
集
約
的
農
業
経
営
に
よ
る
場
合
の
コ
ス
ト
よ
り
も
安
く
、
生
産
物
無
位
当
り
の
利
盆
は
農
場
債
格
が
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
粗
放
的
農
業
の
方

が
大
な
の
で
あ
る
が
、
粗
放
的
経
営
は
同
一
面
積
内
に
於
け
る
牧
燕
窩
が
少
い
結
果
、
生
産
物
総
量
と
軍
位
当
り
言
前
の
相
乗
積
を
比
較
考

慮
し
て
、
都
会
近
傍
の
農
地
に
於
い
て
は
よ
り
利
潤
の
大
な
る
集
約
的
農
業
が
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
業
経
営
者
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

生
産
物
軍
位
当
り
の
販
思
置
盆
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
土
地
を
よ
り
効
果
的
に
利
用
し
て
生
産
量
を
増
加
し
、
企
業
と
し
て
の
最
大

利
潤
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
を
欲
望
に
燃
え
る
訳
で
あ
る
。

　
さ
て
本
題
に
戻
っ
て
既
に
開
発
さ
れ
π
土
地
に
於
い
て
、
交
通
機
関
の
発
達
が
如
何
な
る
影
響
を
與
え
る
か
と
言
う
に
、
前
掲
の
数
学
的

112



表
現
の
如
く
簡
潔
な
も
の
で
な
く
、
之
に
若
干
の
訂
正
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
、
縷
々
読
明
し
た
如
く
現
実
に
は
都
会
近
傍
の
農

場
に
は
集
約
的
農
業
が
行
わ
れ
、
遽
隔
の
農
揚
に
は
漸
次
粗
放
的
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
貫
合
の
地
代
を
推
測
す
る
と
、
等
面
積
に
は
等
量

の
生
塵
物
を
産
出
す
る
と
い
う
最
初
の
仮
定
に
よ
っ
て
等
量
貨
物
の
運
送
費
差
額
に
基
き
算
出
し
た
地
代
に
附
加
し
て
、
経
営
の
変
化
に
基

因
す
る
生
産
量
の
相
異
よ
り
発
生
す
る
第
二
次
的
地
代
換
言
す
れ
ば
経
営
的
地
代
と
も
云
う
べ
き
も
の
が
増
加
す
る
か
ら
、
同
一
面
積
当
り

の
地
代
と
錐
も
都
会
の
近
傍
と
遠
隔
地
と
で
は
甚
し
き
蓬
庭
が
あ
り
、
前
者
は
著
し
く
高
額
で
あ
る
が
後
者
は
遙
か
低
額
で
あ
る
。
從
っ
て

全
地
域
の
地
代
総
額
を
図
示
し
だ
数
学
的
表
現
の
国
字
形
の
切
断
面
を
現
わ
す
三
角
形
の
頂
角
A
C
B
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
決
し
て
鈍
角

で
は
な
く
極
め
て
先
の
尖
つ
泥
鋭
角
を
以
て
現
わ
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
比
喩
を
以
て
表
現
す
る
な
ら
ば
富
士
山
の
如
き
緩
や
か
な
傾
斜

を
持
つ
国
隣
形
で
は
な
く
、
槍
ケ
岳
の
如
き
尖
鋭
な
る
頂
峯
を
有
し
、
山
麓
に
廣
大
な
極
め
て
緩
や
か
な
裾
野
を
持
つ
円
錐
形
に
近
き
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
円
錐
形
の
母
線
C
A
な
直
線
で
な
く
、
外
側
に
反
り
か
え
っ
た
曲
線
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
が
軍
な
る
推
定
で
な
い
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
六
）

証
明
す
る
た
め
に
、
チ
ュ
ウ
、
矛
ソ
が
彼
の
貴
き
生
涯
を
賭
し
た
経
験
ば
り
算
出
し
た
精
密
な
計
算
が
准
在
す
る
Q
チ
ュ
ウ
．
矛
ン
は
そ
の
名
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
孤
立
國
」
に
於
い
て
都
会
の
周
囲
に
は
極
め
て
集
約
度
の
高
き
自
由
式
農
業
圏
が
狡
い
幅
で
取
巻
き
、
其
の
外
側
に
は
よ
り
集
約
度
の
低

い
輪
栽
式
農
業
圏
が
認
め
ら
れ
、
更
に
其
の
外
側
に
は
粗
放
的
な
穀
草
式
農
業
圏
が
存
在
し
、
国
周
に
近
き
と
こ
ろ
に
は
愛
盛
き
三
圃
式
農

業
圏
が
向
裏
し
、
そ
の
外
側
に
は
放
牧
し
か
行
わ
れ
な
い
と
い
う
見
事
な
数
層
の
同
心
円
よ
り
な
る
農
業
圏
の
分
布
図
を
画
き
上
げ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
彼
の
各
農
業
経
営
方
法
の
相
違
に
基
く
地
代
額
の
差
異
を
材
料
と
し
て
、
全
地
域
の
地
代
総
額
を
図
形
に
て
表
わ
す
な
ら
ば
、

槍
ヶ
岳
以
上
の
鋭
さ
、
宛
も
常
夏
の
國
の
佛
寺
に
建
て
ら
れ
π
パ
ゴ
ダ
の
如
き
も
の
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
富
士
山
型
の
地

代
総
額
が
槍
ケ
岳
に
変
っ
た
の
は
、
前
者
は
食
台
量
が
各
農
場
に
於
い
て
常
に
同
一
な
り
と
い
う
仮
定
よ
り
軍
純
に
地
代
を
算
出
し
π
の
に

対
し
て
、
後
者
は
パ
簡
本
来
の
念
願
π
る
合
理
的
経
営
の
存
在
を
認
識
し
陀
結
果
で
あ
る
。
集
約
的
農
法
の
探
用
は
農
業
経
営
者
に
と
っ
て

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
輔
換
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交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
韓
換

一
間
接
に
は
六
会
全
体
に
と
っ
て
一
極
め
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
実
現
に
は
農
場
債
格
の
高
き
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
農

場
債
格
は
再
三
述
べ
元
如
く
市
場
債
格
よ
り
運
送
費
を
差
引
い
把
も
の
で
あ
る
か
ら
、
交
通
機
関
の
改
良
発
達
が
重
大
な
存
慮
と
な
る
こ
と

は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
（
註
六
）
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今
、
交
麺
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
運
送
費
が
二
分
の
一
に
低
減
し
π
と
す
る
と
、
或
種
の
集
約
的
農
業
方
法
を
探
用
す
る
最
遽
限
界
の
農

場
造
言
と
同
一
の
農
場
慣
格
が
、
そ
の
二
倍
の
距
離
の
農
用
に
於
い
て
出
現
す
る
。
随
っ
て
そ
の
種
の
集
約
的
農
法
を
探
写
す
る
地
帯
の
幅

は
二
倍
に
な
る
。
同
理
に
よ
っ
て
樹
種
の
農
業
圏
の
幅
も
倍
加
す
る
。
斯
く
て
牧
穫
の
増
加
に
原
因
す
る
市
場
債
格
の
低
落
を
暫
ら
く
等
閑

視
す
れ
ば
、
全
地
域
の
地
代
の
合
計
額
の
仮
装
形
体
は
。
パ
ゴ
ダ
自
身
の
高
さ
に
は
変
更
は
な
い
が
、
底
円
の
面
積
は
四
倍
と
な
り
、
先
端
の

・
尖
鋭
度
は
減
少
し
て
槍
ケ
岳
型
に
近
づ
く
。
他
方
、
生
産
物
の
産
額
は
從
前
の
三
倍
に
上
る
新
耕
地
の
添
加
と
粗
放
的
経
営
の
集
約
化
に
基

因
す
る
莫
大
な
牧
穫
増
加
に
よ
っ
て
、
地
代
の
増
加
以
上
に
激
増
す
る
Q

　
斯
く
の
如
く
地
代
の
増
加
は
土
地
利
用
率
の
向
上
を
示
し
、
生
産
量
の
莫
大
な
増
加
を
裏
面
に
必
ず
随
件
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
肚
会

め
幅
阯
も
亦
甚
大
で
あ
る
。
但
し
交
通
機
関
の
急
速
な
改
良
に
よ
っ
て
法
大
な
土
地
が
急
激
に
開
発
さ
れ
る
と
き
に
は
、
供
給
過
多
に
基
く

生
産
物
古
格
の
低
落
な
る
現
象
を
通
じ
て
既
耕
地
の
地
代
を
暴
落
せ
し
め
、
集
約
的
農
法
を
逆
着
し
て
粗
放
的
な
ら
し
め
る
こ
と
す
ら
惹
起

す
る
。
十
九
世
紀
後
顧
、
鉄
道
と
汽
船
の
出
現
は
ア
メ
リ
カ
産
小
麦
の
氾
濫
を
招
書
し
て
黒
瀬
に
於
け
る
地
代
を
暴
落
さ
し
だ
事
実
、
ア
メ

リ
カ
大
陸
横
断
鉄
道
の
建
設
に
よ
っ
て
西
部
が
急
速
に
開
発
さ
れ
て
東
部
諸
州
の
農
地
々
代
が
下
落
し
、
多
数
農
場
の
閉
鎖
さ
れ
だ
事
実
は

此
の
例
証
で
あ
る
。
こ
の
交
通
改
良
は
交
通
革
命
と
俗
称
さ
れ
る
ほ
ど
激
烈
な
も
の
で
、
歴
史
上
に
も
異
例
に
属
す
る
か
ら
特
別
で
あ
る
。

．
菟
に
角
交
通
機
関
の
進
歩
に
よ
っ
て
銑
耕
地
に
於
け
る
粗
放
的
経
営
が
集
約
的
に
変
化
す
る
こ
と
は
、
十
九
世
紀
の
前
諾
ま
で
数
百
年
の
問
、
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…
僅
か
都
会
の
周
辺
を
除
け
ば
殆
ど
常
態
で
あ
っ
民
話
ー
ロ
ッ
．
ハ
大
陸
の
壷
穀
偏
重
の
三
蓋
式
農
業
が
、
鉄
道
の
開
通
以
降
根
菜
作
物
と
覧
寂

作
物
を
黒
作
の
間
に
織
込
む
輪
作
式
農
業
に
一
変
し
π
事
実
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
我
が
國
に
於
い
て
も
鉄
道
の
澹
線
は
純
農
村
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
に
於
い
て
す
ら
廣
罪
な
野
菜
畑
を
出
現
せ
し
め
元
事
実
や
、
海
運
に
於
い
て
も
例
え
ば
阪
帥
問
と
定
期
船
の
開
通
以
後
、
四
國
の

僻
村
に
野
茱
栽
培
熱
の
勃
興
し
把
事
実
を
以
て
容
易
に
分
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
以
上
極
め
て
抽
象
的
に
問
題
を
取
扱
っ
て
来
た
が
、
議
論
の
墓
盤
と
し
た
位
置
差
の
み
有
し
て
他
の
條
件
の
縦
縞
な
る
夢
想
の
土
地
と
現

実
の
土
地
と
の
間
に
は
伺
幾
多
の
無
言
し
得
な
い
差
異
が
存
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
経
済
上
重
要
な
る
も
の
を
述
ぶ
れ

ば
、
各
土
地
は
土
質
氣
候
が
異
り
肥
痩
の
差
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
等
量
の
資
本
と
労
働
を
投
下
し
て
も
肥
沃
な
る
土
地
と
塊
埆
の

土
地
と
で
は
提
帯
量
に
大
差
が
あ
謝
る
。
換
言
す
れ
ば
同
一
量
の
生
産
物
を
得
る
コ
ス
ト
が
著
し
く
相
違
す
る
。
こ
の
差
異
に
よ
っ
て
発
生
す

る
地
代
こ
そ
、
リ
カ
ア
ド
が
そ
の
明
晰
な
る
頭
騰
を
以
て
樹
立
し
π
地
代
理
論
の
本
尊
で
あ
り
、
本
稿
の
初
め
に
位
置
差
に
よ
っ
て
生
す
る

地
代
と
区
別
す
る
た
め
に
、
筆
者
が
仮
に
地
味
地
代
と
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
地
味
地
代
に
し
ろ
位
置
地
代
に
し
ろ
、
両
者
い
す
れ
も
発

生
の
原
因
こ
そ
異
っ
て
い
る
が
生
産
費
の
変
相
で
あ
り
、
貨
幣
額
に
て
費
用
を
表
示
す
る
な
ら
ば
相
店
に
交
替
出
来
る
一
地
代
以
外
の
諸

生
産
費
目
も
勿
論
そ
う
で
あ
る
が
i
筈
の
も
の
で
あ
る
。
浩
費
地
に
近
く
位
置
し
土
質
豊
沃
な
る
土
地
の
地
代
は
両
種
地
代
が
倍
加
さ
れ

る
結
果
と
し
て
多
額
に
な
る
が
、
反
対
に
遽
隔
で
不
毛
な
る
土
地
の
地
代
は
絶
無
に
等
し
い
。
叉
滑
費
地
に
近
い
痩
地
の
地
代
は
圭
と
し
て
位

置
地
代
よ
り
形
成
さ
れ
る
が
、
肥
沃
な
る
逡
隔
地
の
地
代
は
地
昧
地
代
を
主
力
と
す
る
。
市
場
に
自
由
職
事
が
行
わ
れ
一
物
一
面
の
法
則
の

麦
配
す
る
限
り
、
「
両
三
地
代
－
此
の
場
合
の
地
代
は
国
事
生
産
物
の
コ
ス
ト
の
中
に
含
む
地
代
を
意
味
し
、
軍
位
土
地
面
積
当
り
の
地
代

を
意
味
し
な
い
こ
と
を
附
言
し
て
置
く
。
地
代
は
あ
く
ま
で
も
土
地
に
附
随
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
一
は
相
殺
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
韓
換
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例
え
ば
前
掲
作
図
の
中
心
点
0
な
る
都
会
近
傍
の
農
場
に
於
い
て
は
地
味
最
も
痩
せ
て
十
円
の
生
産
費
を
要
す
る
が
、
周
辺
の
A
点
に
あ
る

農
揚
は
地
雷
肥
沃
に
し
て
軍
位
量
作
物
を
六
円
に
て
生
産
し
運
逸
費
と
し
て
四
円
を
要
す
と
仮
定
す
れ
ば
一
問
題
を
軍
純
に
す
る
だ
め
に

各
論
揚
に
は
均
等
な
る
農
業
経
営
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
1
市
場
慣
格
は
そ
の
時
に
於
け
る
最
劣
等
経
営
の
費
用
即
ち
最
高
生

産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
十
円
と
な
る
。
こ
れ
は
0
点
に
於
け
る
位
置
地
代
四
円
が
生
産
の
悪
條
件
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
、
A
点
に

於
け
る
地
味
地
代
四
四
が
高
い
運
途
費
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
之
に
よ
っ
て
知
り
得
る
こ
と
は
遠
隔
の
土
地
は
地
昧
豊

饒
に
し
て
如
何
に
生
産
費
低
廉
な
り
と
錐
も
、
肥
痩
差
の
地
代
が
蓮
途
費
差
の
地
代
を
超
過
し
な
い
限
り
、
其
の
土
地
は
利
用
さ
れ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
A
点
の
外
方
の
a
点
に
π
と
え
地
昧
更
に
膏
沃
に
し
て
僅
か
三
国
と
い
う
低
生
産
費
を
以
て
済
む
土
地
が
あ
っ
て
も
、
出
荷
費

・
と
し
て
A
点
の
倍
額
即
ち
八
円
を
要
す
る
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
コ
ス
ト
は
合
計
十
一
円
と
な
り
開
発
さ
れ
す
し
で
放
置
さ
れ
る
。
然

る
に
今
黒
帯
機
関
の
改
良
に
よ
っ
て
運
逡
費
が
二
分
の
一
に
減
じ
だ
と
仮
定
す
る
と
、
a
点
に
於
け
る
総
費
用
七
円
（
生
産
費
三
円
と
出
荷

・
費
四
円
の
合
計
）
と
な
り
、
A
点
に
於
け
る
総
費
用
八
円
（
生
産
費
六
円
と
出
荷
費
二
円
の
合
計
）
、
0
点
に
於
け
る
総
費
用
十
口
を
突
破

し
て
a
点
は
同
一
経
済
圏
内
に
加
入
す
る
仁
平
が
出
宗
る
。
如
斯
、
生
産
地
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
産
物
の
供
給
が
需
要
を
超
過
す
る
と

新
た
な
均
衡
状
態
を
招
労
し
て
債
格
が
低
落
し
、
0
点
時
と
し
て
は
A
点
す
ら
も
競
雫
揚
裡
よ
り
排
除
せ
ら
れ
て
其
の
作
物
の
生
産
を
中
止

し
、
結
局
農
業
以
外
の
有
利
な
る
産
業
に
韓
写
す
る
か
、
農
業
を
固
守
す
る
と
し
て
も
特
別
な
作
物
を
選
択
す
る
か
、
若
く
は
特
殊
な
る
経

、
営
形
態
を
探
古
し
て
活
路
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
組
。
土
地
の
利
用
韓
換
は
斯
く
し
て
必
然
的
に
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
0
点
乃
至
A
点
ば

農
業
に
於
い
て
は
最
早
地
代
を
発
生
す
る
だ
け
の
利
用
言
値
を
獲
得
し
得
ら
れ
な
い
か
ら
、
其
れ
以
外
の
用
途
の
う
ち
最
大
の
地
代
を
発
生

す
る
が
如
き
産
業
を
選
択
し
て
之
に
推
移
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
概
言
す
れ
ば
商
業
用
土
地
即
ち
商
店
敷
地
の
地
代
が
最
も
高
く
、
工
業
用
土
地

、
即
ち
工
場
敷
地
の
地
代
が
之
に
次
ぎ
、
農
地
の
地
代
が
最
も
低
い
。
其
の
理
由
は
前
記
農
業
の
集
約
的
経
営
と
粗
放
的
経
営
に
於
け
る
関
係
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に
近
似
し
、
農
業
に
於
け
る
玉
章
が
季
節
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
二
毛
作
を
普
通
と
し
て
三
毛
作
は
至
っ
て
少
い
の
に
反
し
て
、
工
業
殊
に
機

械
の
使
用
さ
れ
る
潮
合
に
於
い
て
は
小
区
域
の
土
地
に
大
量
の
生
産
が
実
行
さ
れ
る
を
以
て
、
軍
位
生
産
物
の
コ
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
る
地

代
は
少
い
け
れ
ど
も
、
販
責
総
量
を
考
慮
す
れ
ば
土
地
軍
位
面
積
当
り
の
地
代
は
大
き
く
な
る
訳
で
あ
る
。
商
業
に
於
い
て
は
極
め
て
小
面

積
で
大
量
の
取
引
が
毎
日
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
だ
け
杜
会
の
必
要
需
要
量
は
商
工
業
に
於
い
て
は
農
業

に
比
し
て
小
面
積
に
て
大
量
の
生
産
物
乃
至
取
引
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
、
農
業
圏
に
比
較
し
て
商
業
圏
・
工
業
圏
の
分
布
面
積
は
狡
少
に
な

り
、
生
産
物
乃
至
取
引
の
コ
ス
ト
に
於
け
る
僅
少
の
差
違
は
他
者
を
容
易
に
排
除
す
る
如
く
、
生
存
艶
事
が
激
甚
に
な
る
道
理
で
あ
る
。
前

述
の
農
業
競
雫
よ
り
排
斥
さ
れ
だ
0
点
の
如
き
は
都
会
の
郊
外
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
寧
ろ
進
ん
で
商
店
乃
至
工
場
敷
地
或
は
後
述
す
る
住

宅
地
に
利
用
韓
換
を
企
図
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
A
点
に
於
い
て
は
商
店
敷
地
に
変
化
す
る
の
は
至
難
…
で
あ
り
、
工
場
敷
地
・
住
宅
地
に
利
用

す
る
に
も
難
澁
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
輪
作
式
有
畜
農
業
の
如
き
集
約
度
の
高
い
多
角
農
業
経
営
に
よ
っ
て
窮
地
を
脱
す
る
か
、
或
は
明
日
の

僥
倖
を
望
ん
で
窮
乏
農
業
を
継
続
す
る
し
か
仕
方
が
な
い
。
勿
論
、
か
、
る
清
聴
的
意
図
に
基
く
土
地
の
利
用
轄
換
以
外
に
経
営
者
自
ら
積

極
的
に
利
潤
の
増
大
を
追
求
し
て
、
例
え
ば
0
点
附
近
の
農
場
が
窮
迫
に
騰
る
以
前
に
進
ん
で
有
利
な
る
住
宅
地
乃
至
工
場
敷
地
に
韓
換
す

る
こ
と
あ
る
は
当
然
で
あ
る
。
鼓
に
は
だ
ゴ
論
理
の
都
合
上
、
浩
極
的
事
例
を
叙
述
し
た
に
止
ま
る
。
積
極
的
に
農
地
が
住
宅
地
乃
至
工
場

敷
地
化
す
る
前
提
と
し
て
、
工
業
製
品
乃
至
居
住
用
役
の
生
産
に
は
多
額
の
製
本
労
働
の
投
下
を
要
求
す
る
だ
め
に
コ
ス
ト
が
極
め
て
高
債
」

で
あ
り
、
大
口
需
要
地
の
近
傍
か
若
く
は
運
逸
費
の
低
落
を
見
る
に
呈
す
ん
ば
到
底
か
、
る
集
約
的
経
営
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
ぬ
事
実

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
從
っ
て
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
位
置
地
代
が
激
減
し
て
始
め
て
、
都
心
を
離
れ
た
地
域
に
工
場
乃
至
住
宅
地

の
如
き
集
約
的
経
営
事
業
の
探
算
が
と
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
　
交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
輯
換
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以
上
は
圭
と
し
て
例
に
農
業
を
採
っ
て
詮
明
し
だ
の
で
あ
る
が
、
農
業
同
様
の
原
始
生
産
業
た
る
鉱
業
・
林
業
・
水
産
業
は
勿
論
、
工
業

・
商
業
な
ど
に
も
容
易
に
轄
督
し
て
大
体
納
得
の
出
来
る
理
論
で
あ
る
。
唯
、
鉱
業
は
地
下
資
源
の
有
無
に
制
限
せ
ら
れ
る
か
ら
、
農
業
の

如
く
全
地
域
を
同
様
に
取
扱
う
こ
と
は
出
馬
な
い
。
叉
工
業
は
農
業
と
異
り
牧
穫
逓
減
法
則
の
麦
配
を
受
け
る
よ
り
も
、
寧
ろ
資
本
と
労
働

が
累
加
し
て
投
下
さ
る
れ
ば
却
っ
て
大
規
模
経
営
の
利
盆
を
享
有
し
て
牧
穫
逓
増
法
則
に
從
う
場
合
が
多
い
企
業
で
あ
る
こ
と
と
、
生
産
物

の
翰
逸
の
み
な
ら
す
原
料
・
燃
料
の
蓮
途
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
る
か
ら
、
交
通
機
関
と
の
関
係
が
一
番
塘
接
に
な
る
。

是
れ
近
年
工
業
立
地
論
が
喧
傳
さ
れ
、
そ
の
中
に
運
逸
費
が
重
視
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
一
定
の
地
域
が
交
通
機
関
に
よ
り
連
結
さ
れ
て
一
つ
の
経
営
組
織
を
形
成
す
る
場
合
に
於
い
て
、
交
通
機
関
の
改
良
が
進
行
す
る
と
き
は

位
置
地
代
の
差
異
が
廣
汎
な
地
域
に
亘
っ
て
縮
小
し
、
土
質
・
氣
候
・
地
形
等
の
相
違
に
基
く
土
地
の
特
殊
性
i
地
味
地
代
は
そ
の
最
重

要
例
で
あ
る
一
が
仮
令
小
さ
く
と
も
顯
著
に
表
面
に
認
識
さ
れ
、
各
地
は
最
大
な
る
地
代
の
獲
得
に
努
め
る
結
果
、
最
も
合
理
的
換
言
す

れ
ば
最
適
の
産
業
を
求
め
て
之
に
専
念
す
る
。
此
の
現
象
を
経
済
学
上
「
地
域
的
分
業
」
↓
。
巳
8
ユ
舘
コ
乱
皿
8
0
h
目
舞
。
σ
o
霞
脚
○
Φ
o
鴨
昌
ず
マ

。
巴
U
三
ω
凶
8
9
u
普
。
霞
と
称
す
る
が
、
土
地
の
利
用
黒
黒
は
結
局
地
域
的
分
業
の
促
進
を
意
昧
す
る
。
地
域
的
分
業
は
有
限
の
土
地
に

資
本
と
労
働
を
最
も
敷
率
高
く
利
用
せ
し
め
て
生
産
を
激
増
す
る
の
み
な
ら
す
、
生
産
費
を
引
下
げ
て
画
会
に
莫
大
な
利
盆
を
享
受
せ
し
め
、

更
に
進
ん
で
は
高
度
経
済
組
織
の
特
徴
た
る
大
規
模
生
産
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
甚
大
な
る
利
盆
を
有
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
妓
に
蛇
足
を
加
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

　
今
迄
述
べ
た
と
こ
ろ
は
交
通
機
関
発
達
の
費
用
の
面
の
み
を
観
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
交
通
の
他
の
重
要
な
る
重
患
は
速
度
の
面
に
見
出

さ
れ
る
。
果
実
・
牧
畜
品
・
水
産
品
等
の
生
鮮
食
料
品
の
生
産
に
土
地
を
利
用
す
る
盛
合
に
於
い
て
、
冷
藏
技
術
と
並
ん
で
蓮
度
の
改
良
は

重
要
な
る
影
響
を
持
つ
が
、
弦
に
は
紙
面
の
関
係
上
若
干
変
化
し
た
事
例
と
し
て
特
に
住
宅
用
と
し
て
の
土
地
の
利
用
を
取
上
げ
て
簡
軍
に
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考
察
し
π
い
。
此
の
場
合
、
典
型
的
な
の
は
ビ
ジ
．
矛
ス
セ
ン
タ
ー
に
通
勤
す
る
入
々
の
住
宅
及
び
工
場
に
通
勤
す
る
労
働
者
の
住
宅
で
あ
る
Q

代
表
的
に
前
者
に
就
い
て
説
明
す
れ
ば
通
例
住
宅
用
地
代
は
都
市
の
中
心
が
最
高
で
、
郊
外
に
近
付
く
に
連
れ
て
漸
減
す
る
か
ら
、
そ
の
合

計
は
矢
張
り
円
錐
形
を
形
造
る
。
交
通
機
関
の
改
良
で
通
勤
時
間
が
二
分
の
一
に
短
縮
す
る
と
住
宅
用
面
積
は
四
倍
に
拡
大
し
、
遽
く
郊
外

に
新
だ
に
住
宅
用
地
代
を
発
生
し
て
農
地
用
地
代
と
競
合
す
る
。
如
何
に
集
約
的
農
業
を
行
う
と
錐
も
農
地
用
地
代
は
佳
宅
用
地
代
よ
り
低

額
な
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
住
宅
用
地
代
の
総
計
は
円
錐
形
を
崩
さ
漁
揚
合
が
多
い
。
勿
論
、
通
勤
用
交
通
機
関
は
近
年
は
鉄
道
乃
至
バ

ス
を
通
例
と
す
る
が
故
に
、
そ
の
路
線
を
枢
軸
と
し
て
建
設
さ
れ
る
都
会
の
姿
は
星
型
と
な
り
、
地
代
総
額
は
ヒ
ト
デ
型
と
な
る
。
交
通
の

改
良
は
都
会
人
口
の
増
加
と
歩
調
を
合
す
も
の
で
あ
る
が
、
交
通
の
技
術
的
改
良
は
問
渇
的
に
行
わ
れ
る
の
を
常
道
と
す
る
か
ら
、
短
期
的

に
観
察
す
れ
ば
都
心
近
く
の
地
代
は
交
通
機
関
の
改
良
め
度
毎
に
低
下
す
る
時
期
が
暫
ら
く
存
在
す
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
都
心
附
近
の
住
宅

用
地
代
は
更
に
有
利
な
商
店
用
地
代
と
ま
把
競
合
す
る
を
以
て
低
落
す
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
。

　
最
後
に
交
通
機
関
の
発
達
が
土
地
利
用
に
如
何
な
る
影
響
を
與
え
る
か
を
要
言
す
る
と
、
土
地
の
利
用
は
常
に
最
大
の
地
代
を
求
め
て
韓

製
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
交
通
の
改
良
が
抽
象
的
且
つ
理
論
的
な
地
代
額
に
與
え
る
変
化
を
考
察
す
れ
ば
よ
い
訳
で
あ
る
。
交
通
の
改
良

は
位
置
地
代
の
場
所
的
差
異
を
縮
小
せ
し
め
、
地
味
地
代
の
場
所
的
差
異
を
鋭
敏
に
活
動
せ
し
め
る
、
別
言
す
れ
ば
所
謂
地
域
的
分
業
を
促

進
す
る
偉
大
な
効
果
を
有
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
土
地
は
或
時
期
に
於
い
て
最
適
と
思
わ
れ
な
い
産
業
に
利
用
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
・
交
通
機
関

が
正
し
く
発
達
す
る
な
ら
ば
窮
局
に
於
い
て
は
最
も
適
潔
し
だ
産
業
に
利
用
さ
れ
る
傾
向
を
有
す
る
。
而
し
て
土
地
利
用
の
諸
産
業
は
都
市

の
如
き
経
済
組
織
の
申
心
点
の
周
囲
に
数
重
の
産
業
圏
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
幅
は
交
通
の
発
達
に
俘
っ
て
拡
大
す
る
Q
そ
の
程
度
は
純
理

論
的
に
云
え
ば
交
通
数
卒
の
改
良
度
合
の
自
乗
に
正
比
例
す
る
面
積
の
拡
大
卒
を
示
す
。
更
に
同
じ
産
業
内
に
於
い
て
は
交
通
改
良
以
前
に

粗
放
的
経
営
で
あ
っ
た
も
の
を
集
約
的
経
営
化
す
る
と
い
う
大
き
な
利
子
が
あ
る
。
こ
れ
を
反
面
よ
り
云
う
と
交
通
機
関
の
発
達
せ
ぬ
と
き

　
　
　
交
通
機
関
の
発
一
蓬
と
土
地
の
利
用
〔
競
…
換
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交
通
機
関
の
発
蓬
と
土
地
の
利
用
韓
換

は
如
何
に
神
叩
を
働
か
し
て
集
約
的
経
営
を
行
う
と
も
そ
れ
は
無
駄
骨
で
あ
る
こ
と
、
地
代
の
高
き
有
利
な
る
産
業
に
土
地
を
利
用
せ
ん
と

欲
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
明
に
な
る
訳
で
あ
る
。
結
局
、
土
地
利
用
合
理
化
に
拍
車
を
入
れ
る
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
産
業
を
通
じ
て

交
通
機
関
の
進
歩
で
あ
る
。

　
本
研
究
は
昭
和
二
十
五
年
度
夕
曇
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
G
こ
、
に
付
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
　
（
一
）
　
岡
山
地
区
新
工
業
地
帯

　
　
（
二
）
　
廣
畑
地
区
薪
工
業
地
帯

六
、
結
語
ー
エ
業
地
…
帯
の
形
成

一、

竭
閨
@
の
　
提
起

i
経
営
位
置
論
に
於
け
る
工
業
地
帯
の
問
題

　
工
業
経
営
が
そ
の
経
済
目
的
達
成
の
爲
に
、
合
理
的
運
営
を
行
う
に
当
っ
て
、
そ
の
位
置
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
の
一
で
あ
る
。
経
営

立
地
論
或
は
経
営
位
置
論
の
諜
題
と
す
る
所
で
あ
る
。

　
こ
の
揚
合
、
一
般
に
工
業
経
営
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
位
置
の
選
択
の
問
題
が
論
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
既
に
設
立
せ

ら
れ
る
や
、
問
題
は
韓
じ
て
、
そ
の
特
定
の
位
置
を
前
提
と
す
る
工
業
経
営
に
関
連
し
て
、
時
間
的
推
移
と
共
に
相
次
い
で
生
起
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
の
考
察
も
亦
、
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
他
方
、
黒
日
の
工
業
経
営
は
、
狡
陰
な
る
限
ら
れ
π
市
揚
を
前
提
と
す
る
軍
純
な
る
完
結
的
生
産
形
態
を
主
と
す
る
の
で
な
く
て
、
國
内
、

國
外
の
贋
範
囲
な
る
旗
揚
、
各
種
類
、
各
階
層
の
市
揚
を
前
提
と
し
て
、
同
種
叉
は
異
種
経
営
が
相
集
っ
て
、
迂
回
生
産
を
建
前
と
す
る
相

互
交
錯
す
お
論
難
な
る
生
産
機
構
の
下
に
形
成
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
れ
ら
経
営
問
の
世
盛
的
関
連
性
が
明
か
に
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
工
業
経
営
の
右
の
如
き
位
置
に
関
す
る
時
間
的
並
に
室
間
的
性
格
の
最
も
具
体
的
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
工
業
地
帯
形
成
の
問
題

で
あ
る
。
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
所
謂
経
済
の
地
域
構
造
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
今
日
の
工
業
経
営
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職口数にみる我國工業の地域的集中度

轡 昭和13年 二二禾017年　　　　　日召矛020年　　　　　日召矛021年 昭和23年
67軌，全｝，α§1 　　　　入

X58，237
　　　％　　　　人

Q4．41　212，058
、。姦37◎幽誘 　　　　人

T26，872

　　・露17．2（）

P8．08

東　　京

蛛@　二
噤@　庫　　　　　　　一

l：　知

』　　679，21821，13
708，988 18．05　290，026

　　　　　　　　　　　　　116・74428・437i16・76

553，696

98，3523．06 388，267 9．89　108．610 6．27　186，483 7．30 216，549 7．07

S．40幅　　岡 120，9033．76　150，410
　　　　一

R．83　　83，138 4．80　　95，233 3．72 134，912

一四地域
ｬ　　計

1，569，42648．81
一2，205，902

56．18　693，832 40，051，087，086 1，432，029 46．75

全　國 3，215，421ユ。αoo　3，924，457 ユDO、　oo　1，730，587
　　　　　　　　　　　　　

?盾潤D　oo　2，554，341

42．53

?O0．00 3，060，352 ユ0，000

工
業
地
帯
形
成
の
條
件

商工省工場統計表，並に昭23通産省工業統計速報による

の
位
置
の
問
題
を
解
明
す
る
爲
に
も
、
極
め
て
重
要
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
而
し
て
こ
の
意
昧
に
於
け
る
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
、
そ
れ
と
の
関
連
に
於
け
右
工
業
経

営
の
位
置
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
産
業
の
推
移
に
件
っ
て
、
常
に
生
起
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我

國
に
於
て
、
現
在
に
も
特
に
能
登
に
み
ら
れ
、
從
っ
て
叉
そ
の
解
決
を
要
請
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
　
戦
孚
の
お
と
し
ご
と
し
て
の
新
工
業
地
帯
、
未
完
成
工
業
地
帯
の
問
題
。

　
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
は
、
経
済
の
発
展
に
俘
つ
で
常
に
生
起
し
て
い
る
が
、
今
次
戦
璽

経
済
時
代
を
中
心
と
し
て
、
問
思
は
最
も
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
上
表
が
大
ま

か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
霊
前
昭
和
十
三
年
於
け
る
工
業
の
地
域
的
集
中
度
は
、
所
謂
四
大
工
業
地
帯
（
京
浜
、
阪

紳
、
中
京
並
に
北
九
州
地
区
）
に
於
て
職
工
数
に
つ
い
て
四
八
・
八
一
％
で
あ
っ
た
が
、
太

望
洋
心
算
当
初
に
は
更
に
五
六
・
一
八
％
と
集
中
度
を
高
め
、
韓
じ
て
終
戦
の
昭
和
二
十
年

末
に
は
、
紹
対
数
を
著
し
く
減
じ
て
で
は
あ
る
が
、
四
〇
・
〇
四
％
と
反
対
に
著
し
く
集
中

度
を
低
下
し
、
そ
の
後
は
日
本
経
済
の
回
復
に
俘
っ
て
、
再
び
上
昇
し
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
戦
時
中
に
工
業
の
拡
張
が
各
地
方
に
行
は
れ
、
末
期
に
は
夏
に
疎
開
も
進

め
ら
れ
、
四
大
工
業
地
帯
以
外
に
も
、
全
國
各
地
に
、
中
小
の
新
工
業
地
帯
、
未
完
成
工
業

一’H
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工
…
栗
地
帯
形
成
の
條
件

地
帯
を
生
じ
、
終
職
後
は
、
職
災
を
繁
れ
だ
こ
れ
ら
の
分
散
さ
れ
元
工
揚
乃
至
工
業
地
帯
を
里
雪
の
一
と
し
て
、
経
濟
復
興
が
行
は
れ
た
の

で
あ
る
が
、
回
復
の
進
展
す
る
に
俘
い
、
再
び
集
中
度
を
高
め
つ
、
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
職
事
の
お
と
し
ご
と
し
て
の
全
國
各
地
の
新
工

業
地
帯
、
来
完
成
工
業
地
帯
の
將
素
、
從
っ
て
叉
そ
こ
に
分
散
さ
れ
て
い
る
諸
工
業
経
営
の
存
立
の
問
題
が
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
、
な
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
前
表
は
都
府
縣
を
王
位
に
表
示
し
元
に
過
ぎ
す
、
よ
り
狭
い
地
域
に
限
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
右
の
如
き
事
情

は
、
よ
り
顯
著
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
の
一
側
面
が
こ
、
に
あ
る
。

　
　
　
（
二
）
　
我
國
の
産
業
も
部
分
的
な
が
ら
工
場
の
拡
張
新
設
の
段
階
に
入
っ
た
。

　
右
の
如
き
情
勢
下
に
於
て
、
職
後
数
年
日
本
経
済
の
安
定
復
興
が
多
小
堂
実
現
せ
ら
れ
る
に
縫
い
、
次
に
述
べ
る
如
く
、
業
種
、
業
態
に

よ
っ
て
著
し
く
事
情
は
異
る
け
れ
ど
も
、
工
揚
の
拡
張
、
新
設
が
少
な
か
ら
ず
当
面
の
具
体
的
問
題
と
し
て
準
備
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
把
。

我國工業生産指数比較

賦　昭18　昭25
ｲ均（A）4月（：B）

塑
（
A
）

22・・
u・2・・

54．9金　属

@　械
　一　｝E…1…　一

19．2

化ii診 11L6　113．7 　一P01．8

@『繊　維 …い・・ 119．7

昭7－11年4均基準総司令部経

済科学局調

っ
所
多
く
、
現
に
昭
和
二
十
五
年
に
入
っ
て
、

同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
把
。

　
戦
葡
、
職
里
並
に
職
後
の
若
干
の
生
産
指
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
如
き
一
般
的
動
向

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
上
表
に
よ
る
と
、
昭
和
七
－
十
一
年
に
比
し
、
昭
和
二
十
五
年

に
は
、
繊
維
を
除
い
て
、
略
々
生
産
を
回
復
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
戦
時
中
の
昭
和

十
八
年
に
比
す
る
と
、
繊
維
工
業
が
二
割
増
、
化
学
工
業
が
略
等
し
く
、
金
属
工
業
は
当
時
の
六

割
に
足
ら
す
、
機
械
工
業
は
二
割
程
度
で
あ
る
。

　
二
っ
て
、
繊
維
工
業
は
、
昭
和
七
一
＋
一
年
に
比
し
、
’
昭
和
二
＋
五
年
は
伺
三
割
余
の
生
産

で
は
あ
る
が
、
企
業
整
備
当
時
の
二
割
増
で
、
今
後
の
生
産
復
旧
に
は
、
工
場
の
拡
張
新
設
に
ま

　
　
綿
…
、
毛
急
騰
一
貫
制
限
が
総
山
廃
さ
れ
、
つ
づ
い
て
、
生
絹
、
ス
デ
ー
プ
ル
・
プ
ア
イ
バ
ー
に
も
・
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化
学
工
業
等
の
装
置
産
業
も
亦
、
重
点
束
義
生
産
に
よ
っ
て
、
既
に
戦
前
、
職
時
の
生
産
を
こ
え
て
目
標
を
達
し
た
硫
安
、
石
灰
窒
素
等

の
化
学
肥
料
工
業
、
現
有
設
備
能
力
に
余
力
の
少
い
パ
ル
プ
工
業
等
が
あ
り
、
他
方
朱
だ
並
置
に
復
し
な
い
も
の
に
苛
性
ソ
ー
ダ
、
セ
メ
ン

ト
等
が
あ
る
。

　
金
属
、
機
械
工
業
に
至
っ
て
は
、
戦
時
中
に
異
常
に
拡
張
せ
ら
れ
π
上
に
嘗
て
、
敗
職
と
な
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
工
業
を
支
え
て
い
把

直
接
間
接
の
軍
需
が
な
く
な
つ
π
の
で
あ
る
か
ら
、
職
後
詰
換
し
て
漸
次
立
直
り
つ
、
あ
り
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
生
産
財
工
業
は
概
し
て

操
業
度
低
く
、
從
っ
て
遊
休
設
備
が
多
く
、
一
般
的
に
は
工
場
の
新
設
、
拡
張
が
問
題
と
な
り
得
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
我
國
の
こ
れ
ら
の
生
産
財
を
主
と
す
る
工
業
は
、
從
素
質
的
、
量
的
に
軍
需
重
点
で
、
基
礎
的
な
る
金
属
、
機
械
工
業
、

産
業
機
械
、
或
は
加
工
度
の
高
い
生
活
用
製
品
等
に
於
て
、
著
し
く
立
ち
お
く
れ
、
版
行
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
π
。
こ
、
に
金
属
機
械
工

業
に
激
て
も
、
業
種
に
よ
っ
て
、
今
日
部
分
的
な
が
ら
も
、
工
場
の
新
設
、
拡
張
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
も
の
も
、
押
し
も
少
く
は
な
い
。

　
以
上
の
如
き
工
場
の
拡
張
新
設
の
動
向
は
、
漸
く
職
時
中
よ
り
の
酷
使
に
老
朽
化
し
π
設
備
の
更
新
期
以
上
に
達
し
て
い
る
現
状
と
相
侯

づ
て
、
部
落
の
お
と
し
ご
で
あ
る
新
工
業
地
帯
、
未
完
成
工
業
地
帯
が
再
び
、
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
部
面
を
、
多
少
な
が
ら
生
じ
つ

～
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
三
）
　
工
業
経
営
と
所
在
地
方
経
済
と
の
緊
密
化
。

　
偶
々
こ
れ
ら
の
事
象
は
、
地
方
経
済
の
発
展
と
の
関
連
に
接
て
、
更
に
注
意
せ
ら
れ
始
め
た
。
近
代
的
な
る
大
規
模
の
工
業
経
営
は
、
常

に
そ
の
所
在
地
方
経
済
に
対
し
、
雇
傭
関
係
、
所
得
関
係
、
或
は
産
業
的
関
係
に
於
て
、
著
し
い
影
響
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
殊
に
越
後
、
経
済
の
民
主
化
、
自
立
経
済
へ
の
方
向
、
地
方
官
騰
の
自
治
体
と
し
て
の
独
立
性
、
そ
れ
に
件
う
税

制
改
革
の
結
果
、
今
日
工
業
経
営
と
そ
の
所
在
地
方
経
済
と
の
緊
密
化
は
、
一
厨
顯
著
な
も
の
と
な
る
に
至
っ
陀
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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地
方
経
済
の
繁
栄
、
民
生
の
安
定
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
、
所
在
諸
工
業
経
営
の
発
展
が
特
に
関
心
事
と
な
り
、
從
来
地
方
官
聴
の
施
策

の
対
象
が
殆
ど
中
小
商
工
業
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
最
近
は
大
工
業
に
対
し
て
も
、
直
接
間
接
関
連
を
生
す
る
こ
と
、
な
り
、
進
ん

で
所
謂
工
業
誘
致
運
動
が
、
既
成
工
業
地
帯
π
る
と
、
農
村
地
帯
配
る
と
を
問
わ
す
、
各
論
縣
、
各
地
に
於
て
積
極
的
に
展
開
せ
ら
れ
、
工

業
地
帯
形
成
の
計
画
化
ま
で
考
究
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
例
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
三
つ
の
事
象
に
み
ら
れ
る
如
く
、
曇
日
の
我
國
に
調
て
、
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
は
、
現
実
に
解
決
を
要
請
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
工
業
経
営
の
位
置
論
的
研
究
に
嘗
て
と
り
あ
げ
る
時
、
そ
れ
は
工
業
経
営
の
位
置
と
の
関
連
に
於
け
る
存
立
條
件
を
、
工

業
地
帯
形
成
の
問
思
と
結
合
し
て
、
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
目
的
達
成
と
の
関
連
に
於
け
る
工
業
地
帯
形
成
の
訴
件
を
明
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
以
上
の
如
き
意
味
に
於
て
、
工
業
地
帯
の
構
成
を
、
そ
の
形
成
條
件
を
考
察
し
、
つ
い
で
我
國
の
具
体
的
な
る
工
業

地
帯
の
一
、
二
に
つ
い
て
事
例
的
研
究
を
示
す
こ
と
、
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
工
業
地
帯
の
四
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ア
メ
リ
カ
経
営
学
に
於
け
る
工
業
地
帯
論

工
業
の
地
域
的
集
中
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
る
工
業
地
帯
の
現
実
の
形
態
を
、

（
一
）
　
大
都
市
地
帯
　
↓
冨
ぼ
ぴ
q
・
鼻
団
δ
8
け
δ
ロ

（
二
）
　
郊
外
地
帯
　
↓
ず
Φ
。
。
口
げ
霞
σ
口
づ
ざ
8
昌
8

（
三
）
　
地
方
都
市
地
帯
　
目
冨
ω
日
邑
息
ξ
（
8
§
け
曼
）
ざ
S
け
δ
旨

（
四
）
　
地
方
産
業
地
帯
　
↓
ず
Φ
ω
b
Φ
9
巴
冒
Φ
島
。
o
日
日
昌
コ
凶
な

地
域
的
観
点
か
ら
大
別
す
る
と
、
次
の
四
類
型
と
な
る
Q
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こ
の
如
き
区
分
、
殊
に
前
三
者
の
分
類
は
、
ア
メ
リ
カ
経
営
学
に
於
け
る
℃
蜜
箕
冒
8
9
口
の
研
究
に
隔
て
、
そ
の
長
所
、
短
所
を
中

心
と
し
て
、
常
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
（
註
－
）
　
し
か
し
な
が
ら
工
業
の
地
域
的
集
中
に
は
、
更
に
第
四
の
類
型
と
し
て
、
地
方

的
に
産
業
の
特
殊
化
し
て
、
集
中
形
成
せ
ら
れ
た
地
方
産
業
と
し
て
の
一
群
を
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
（
註
2
）
前
三
者
の
工
業
集

中
は
、
中
核
的
業
種
が
自
ら
あ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
に
於
て
、
異
種
の
多
数
の
諸
工
業
の
集
中
を
主
と
し
、
第
四
の
類
型
は
同

業
種
を
中
心
と
し
て
地
域
的
特
徴
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
産
業
地
帯
は
、
我
意
の
場
合
は
、
主
と
し
て
中
小
工
業
を
中
心

と
し
て
、
輪
出
産
業
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
、
或
は
傳
統
的
産
業
と
し
て
成
立
し
、
前
三
者
の
工
業
地
帯
と
は
異
っ
た
構
成
と
性
格
と
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
第
三
の
類
型
の
地
方
都
市
集
中
と
一
碧
区
別
せ
ら
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
四
の

類
型
の
地
方
産
業
の
工
業
地
帯
と
し
て
の
地
域
的
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
最
近
別
の
機
会
に
論
じ
た
の
で
、
（
註
3
）
　
こ
、
に
は
省

略
し
、
専
ら
前
者
三
類
型
の
本
来
の
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
に
限
定
し
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
、
す
る
。

大
都
市
、
郊
外
並
に
地
方
都
市
の
三
の
類
型
の
工
業
地
帯
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
業
経
営
の
位
置
的
特
徴
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
経
営
学
の

説
く
所
は
極
め
て
大
ま
か
な
論
述
で
あ
っ
て
、
大
都
市
の
工
業
経
営
の
位
置
の
優
劣
は
、
地
方
都
市
或
は
農
村
の
そ
れ
と
反
比
例
し
、
郊
外

地
帯
は
主
と
し
て
、
両
者
の
優
位
性
を
併
せ
有
し
、
両
者
の
短
所
を
持
つ
所
が
少
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
即
ち
大
都
市
地
帯
は
、
　
（
1
）
労
働
給
源
に
恵
ま
れ
、
　
（
2
）
関
連
施
設
、
関
連
産
業
が
存
在
し
、
　
（
3
）
金
融
上
の
便
宜
が
あ
り
、

（
4
）
　
祉
会
的
、
教
育
的
、
公
共
的
施
設
が
充
実
し
、
　
（
5
）
大
望
費
市
場
を
ひ
か
え
、
　
（
6
）
交
通
通
信
機
関
が
完
備
す
る
こ
乏
等
が
、

工
揚
立
地
上
の
利
点
に
数
え
ら
れ
、
そ
の
代
り
に
、
　
（
1
）
税
金
の
高
い
こ
と
、
　
（
2
）
労
銀
の
高
い
こ
と
、
　
（
3
）
労
働
問
題
に
関
す
る
・

紛
孚
が
比
較
的
多
い
こ
ど
、
（
4
）
地
債
が
高
い
こ
と
、
　
（
5
）
拡
張
の
余
地
の
な
い
こ
と
等
が
不
利
な
る
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

地
方
都
市
、
農
村
地
帯
が
そ
の
逆
で
あ
り
、
郊
外
地
帯
は
こ
の
両
者
の
優
位
点
を
併
せ
持
つ
と
説
か
れ
る
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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從
っ
て
叉
、
自
ら
小
規
模
経
営
は
都
市
集
中
と
な
り
、
大
規
模
経
営
は
地
方
都
市
、
農
村
に
位
置
を
求
め
、
郊
外
地
帯
は
中
規
模
経
営
に

と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
営
規
模
と
工
場
位
置
と
そ
の
集
中
度
と
の
関
連
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
℃
．
ω
。
固
。
お
ロ
8
教
授
の
最
近
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
、
（
註
4
）
　
工
業
が
或
る
程
度
地
域
的
集
中
を

形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
在
工
場
の
経
営
規
模
は
拡
大
す
る
が
、
そ
の
集
中
化
の
増
大
に
早
い
、
経
営
規
模
は
中
規
模
化
し
、
進
ん
で

よ
り
小
規
模
化
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
上
述
の
工
業
地
帯
の
三
類
型
と
そ
の
所
在
工
場
の
経
営
規
模
の
傾
向
と
一
致
す

る
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
き
特
徴
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
工
場
立
地
の
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
郊
外
地
帯
集
中
と
、
工
場
の
地
方
分
散
配
置
U
？

8
コ
口
再
製
”
鼠
8
0
h
ぎ
α
房
環
団
と
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
註
5
）
　
薗
者
は
、
先
に
述
べ
セ
如
き
郊
外
地
帯
が
、
大
都
市
地
帯
並
に

地
方
都
市
乃
至
農
村
地
帯
に
優
る
工
場
立
地
上
の
優
位
性
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
軍
事
上
そ
の
他
の
非
経
済
的
理
由
も
勿
論
あ

る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
亘
大
工
場
の
管
理
能
力
等
よ
り
す
る
非
能
率
性
、
地
方
清
費
市
買
と
の
接
触
等
が
霊
要
な
る
原
因
と
な
っ
て
、
大

規
模
経
営
の
工
場
の
地
方
分
散
配
置
が
、
業
種
の
特
殊
性
に
從
っ
て
、
垂
直
的
、
、
或
は
水
準
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
ア
メ
リ
カ
経
営
学
に
於
て
、
工
業
経
営
の
位
置
に
関
連
し
て
、
工
業
地
帯
に
つ
い
て
の
所
論
を
み
、
更
に
郊
外
地
帯
集
中
と
、
大
経

営
の
工
場
地
方
分
散
の
二
つ
の
傾
向
を
中
心
と
し
て
、
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
を
み
π
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
工
業
地
帯
の
問
題
は
、
産
業
の
規
模
、
産
業
の
構
成
、
市
揚
の
状
態
、
こ
れ
ら
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
技
術
、
或
は
経
済

の
進
歩
の
程
度
に
よ
っ
て
、
事
情
は
著
し
く
異
っ
て
く
る
。
從
っ
て
以
上
の
如
き
一
般
論
か
ら
、
更
に
こ
れ
ら
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
諸
條

件
に
立
入
っ
て
解
明
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
当
面
し
て
い
る
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
Q

　
註
　
（
1
）
　
拙
著
『
経
営
位
置
の
研
究
』
昭
一
和
二
十
四
年
刊
、
三
九
頁
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（
2
）
　
毛
．
即
q
陰
℃
ユ
o
o
q
o
一
、
、
H
昌
傷
口
罠
巴
冨
き
粛
o
B
Φ
馨
、
．
お
ミ
℃
．
Q
o
刈
ム
O

（
3
）
　
拙
稿
『
申
小
経
営
の
地
域
的
性
格
の
一
考
察
i
地
方
雇
榮
存
立
の
可
能
性
と
限
界
性
』
…
：
・
李
井
泰
太
郎
編
『
経
営
目
的
の
中
日
と
経
営
構
遣
』
昭
和
二
十
五

　
年
刊
も
　
一
四
・
七
i
一
山
ハ
七
頁
一
航
載

（
4
）
℃
・
ψ
国
。
器
昌
8
．
．
ヨ
く
舞
B
ω
暮
ト
8
註
8
．
ρ
巳
ω
§
。
h
国
畏
．
．
μ
o
お
…
…
筆
者
米
見
．
．
．
穿
の
H
。
霞
琶
。
h
℃
畠
膏
門
田
・
り
巳
ヨ
鴇
．
、
．
．
も
。
。
●
μ
逡
。
。

　
の
切
o
o
犀
図
。
丘
睾
に
よ
h
ノ
、
切
臥
鉱
魯
O
o
昌
u
門
口
ω
o
h
勺
8
ユ
ロ
駐
。
昌
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
実
証
的
研
究
に
よ
っ
た
結
菓
の
結
論
で
あ
る
要
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
≦
切
．
9
ヨ
巴
、
．
9
年
三
N
巴
8
偶
巳
竃
磐
粛
。
ヨ
。
暮
一
尉
ぎ
9
貫
目
巳
野
ω
ぎ
窮
、
．
H
㊤
ミ
勺
・
ミ
や
μ
。
。
O

　
　
窒
冨
一
曽
昌
島
9
ず
ω
お
．
、
ぎ
自
賃
邑
9
0
お
①
覧
器
謡
。
昌
9
”
画
］
≦
帥
昌
馨
∋
Φ
簿
、
．
μ
O
出
目
即
ド
O
甲
b
の
O
O

　
　
　
　
　
三
、
工
業
地
帯
の
縫
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
そ
の
立
地
論
的
考
察

　
工
業
地
帯
構
成
の
問
題
を
、
一
般
的
考
察
か
ら
進
ん
で
、
そ
れ
を
形
成
す
る
諸
條
件
を
明
か
に
す
る
爲
に
は
、
從
来
の
工
業
の
地
域
的
集

中
に
関
す
る
立
地
論
的
研
究
を
顧
み
つ
～
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

当
面
の
研
究
対
象
で
あ
る
我
國
の
工
業
地
帯
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
京
浜
工
業
地
帯
、
阪
紳
工
業
地
帯
、
こ
れ
に
つ
い
で
、
中
京
工
業

地
帯
、
北
九
州
工
業
地
帯
が
所
謂
四
大
工
業
地
帯
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
外
縁
的
発
展
乃
至
地
域
的
特
殊
性
に
よ
っ
て
、

中
小
の
工
業
地
帯
未
完
成
工
業
地
帯
が
全
國
各
地
に
つ
い
て
列
挙
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
國
の
工
業
地
帯
は
、
一
半
我
國
の

産
業
の
市
場
中
心
に
於
て
大
規
模
に
形
成
せ
ら
れ
、
中
小
の
規
模
の
工
業
地
帯
に
な
る
に
俘
い
、
そ
の
外
縁
的
発
展
、
或
は
自
然
的
、
技
術

的
條
件
に
よ
っ
て
特
殊
化
ぜ
ら
れ
て
存
立
し
、
又
こ
れ
に
経
営
上
の
諸
條
件
が
俘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
そ
の
意
味
に
於
て
、
工
業
地
帯
構
成
の
問
題
を
、
先
づ
市
揚
と
の
関
連
に
於
て
と
り
あ
げ
、
次
で
自
然
的
、
技
術
的
関
連
に
於
て
考
察
し
、

最
後
に
経
営
上
の
諸
関
連
に
及
ぶ
こ
と
、
す
る
Q

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

（
一
）
　
工
業
地
帯
の
市
場
的
関
連

　
市
揚
中
心
と
経
営
と
の
関
連
を
、
地
帯
的
に
考
察
す
る
場
合
に
、
問
題
に
な
る
の
は
、
煙
逡
費
↓
冨
器
ロ
。
上
畳
。
口
9
醇
α
q
o

素
↓
巨
Φ
。
冨
日
Φ
三
の
二
の
條
件
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
條
件
を
中
心
と
し
て
、
経
営
の
地
帯
的
構
成
が
形
成
せ
ら
れ
る
。

と
時
間
的
要

　
（
1
）
時
間
的
要
素

　
市
棚
曇
’
6
と
経
営
の
位
置
と
の
関
連
に
於
て
、
し
ば
し
ば
看
過
せ
ら
れ
る
の
は
時
間
的
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
間
的
要
素
が
、

費
用
的
観
点
を
優
越
す
る
場
合
が
少
か
ら
ず
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
業
種
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
す
る
所
は
少
く
な
い
。
迅
速
な
る
サ
ー
ビ
ス
、

技
術
的
連
携
、
市
場
の
変
化
に
対
す
る
適
慮
性
等
に
満
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
（
註
6
）

　
工
業
立
地
論
の
代
表
者
と
も
い
う
べ
き
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
エ
ー
バ
ー
≧
守
Φ
畠
署
。
σ
Φ
『
は
、
こ
の
種
の
條
件
は
、
特
殊
的
な
る
も
の
と

し
て
、
（
註
7
）
　
一
般
論
に
嘗
て
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
地
帯
的
考
察
の
範
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
チ
ウ
、
矛
ン
昌
↓
暮
器
ロ
の
農
業
立

地
論
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
も
亦
都
市
と
の
距
離
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
運
邊
費
を
中
心
と
し
て
農
業
の
経
営
形

態
の
異
る
こ
と
が
、
地
帯
的
に
殺
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
只
そ
の
際
都
市
に
最
も
近
い
地
帯
に
形
成
さ
れ
る
自
由
式
農
業
地
帯
圏
は
、

運
送
費
の
関
連
と
共
に
、
新
鮮
度
、
腐
敗
度
に
関
し
て
農
作
物
（
高
等
園
藝
作
物
、
牛
乳
等
）
の
選
択
せ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
は
、

市
場
と
の
関
蓮
に
於
け
る
時
言
的
条
件
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
註
8
）
　
こ
の
こ
と
は
、
工
業
の
接
合
に
於
て
も
胤
様
で
、

ゾ
ム
バ
ル
ト
碧
・
ω
。
首
冨
詳
は
立
地
の
原
因
の
分
類
に
於
て
、
．
新
鮮
な
パ
ン
、
温
い
飲
物
等
の
場
合
は
場
所
に
束
縛
さ
れ
る
工
業
の
一
種
と

し
て
、
立
地
を
自
由
に
選
択
し
得
る
工
業
と
区
別
し
て
い
る
が
、
（
註
9
）
　
こ
れ
も
亦
市
場
と
の
関
連
に
於
け
る
時
間
的
要
素
と
し
て
考
察
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し
得
る
の
で
あ
る
。

　
工
業
立
地
に
於
て
、
時
間
的
要
素
を
特
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
の
如
き
製
品
自
体
の
持
つ
特
性
に
の
み
止
ま
ら
す
、
夏

に
そ
の
工
集
の
持
つ
生
産
形
態
、
そ
れ
に
俘
う
取
引
形
態
と
の
関
連
が
あ
る
。
工
場
の
生
産
形
態
は
、
軍
純
化
、
標
準
化
が
極
度
に
進
ん
で

大
量
生
産
化
さ
れ
、
所
謂
言
種
多
量
生
産
方
式
か
ら
、
規
格
化
の
程
度
に
慮
じ
て
品
種
が
漸
次
複
難
化
し
、
複
種
多
量
生
産
、
雪
融
生
産
方

式
等
が
あ
り
、
こ
の
如
き
市
場
生
産
か
ら
轄
じ
て
注
文
生
産
を
主
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
進
ん
で
全
く
個
別
生
産
形
態
の
も
の
に
至
る
。
こ

の
間
に
幾
階
段
も
の
系
列
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
（
註
－
o
）
　
こ
れ
と
直
接
間
接
関
憎
し
て
、
取
引
形
態
も
亦
異
る
の
で
あ
っ
て
、
標
準
物
取

引
、
銘
柄
取
引
、
見
本
取
引
或
は
現
実
取
引
等
の
別
が
生
じ
る
。
（
註
1
1
）
　
こ
れ
ら
は
市
揚
の
範
囲
を
自
ら
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
換
言
す
れ
ば
市
場
と
の
時
間
的
関
連
と
な
る
。
何
れ
も
後
者
に
属
す
る
も
の
は
、
前
者
に
属
す
る
も
の
に
比
し
、
販
貰
競
孚
王
に
於
て
、

市
揚
と
の
結
合
関
係
が
時
間
的
に
特
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
消
費
者
財
の
所
謂
嗜
好
品
、
流
行
品
は
勿
論
、
生
産
者
財
の
機
械
工
業
に
あ

っ
て
も
、
品
種
に
よ
っ
て
は
、
後
者
に
属
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
商
品
の
技
術
的
並
に
需
要
上
の
性
格
、
或
は
そ
の
國
の
商
業

の
進
歩
の
如
何
に
も
基
く
。
我
國
の
如
く
、
規
格
化
、
標
準
化
が
進
ま
す
、
他
方
嗜
好
性
の
複
雑
な
る
歩
合
に
、
し
か
も
交
通
通
信
機
関
の

整
備
の
著
し
く
薫
れ
て
い
る
こ
と
が
加
っ
て
、
こ
の
立
番
的
要
素
が
特
に
重
要
と
な
る
。
從
っ
て
市
場
中
心
の
大
都
市
へ
の
工
業
の
集
中
化

の
、
大
き
な
原
因
の
一
を
形
成
し
て
い
る
。

　
我
國
の
工
業
経
営
が
、
長
い
職
事
乃
至
職
事
準
備
時
代
を
通
じ
て
、
大
量
の
軍
需
に
依
存
し
て
発
展
拡
充
し
て
き
だ
爲
に
、
極
め
て
多
く

の
工
揚
、
叉
工
場
地
帯
に
於
て
、
右
の
如
き
市
場
と
の
関
係
は
殆
ど
考
慮
せ
ら
れ
な
か
つ
把
。
然
る
に
今
日
の
如
く
競
争
の
激
化
し
泥
内
地

市
場
に
寝
て
、
叉
國
際
貿
易
の
黒
旗
場
裡
に
総
て
、
存
立
し
で
ゆ
く
爲
に
は
、
時
間
的
要
素
と
し
て
の
市
揚
と
の
密
接
化
は
、
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
要
件
の
一
で
あ
る
。
職
時
中
の
新
興
工
業
地
帯
の
残
存
工
揚
が
、
置
換
後
当
面
し
て
い
る
経
営
難
の
大
き
な
原
因
の
一
が
こ
、
に
存
し

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成

で
い
る
の
で
あ
る
。

の
條
件

　
（
2
）
運
　
　
逡
　
　
費

　
運
送
費
の
工
場
位
置
と
の
関
連
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
特
に
中
心
的
に
論
じ
陣
所
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
清
置
市
揚
と
の

関
連
に
つ
い
て
、
市
場
立
地
乃
至
そ
の
外
縁
的
立
地
と
な
る
場
合
を
み
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
（
註
1
2
）

　
（
ア
）
　
製
品
の
原
材
料
が
到
る
所
に
産
出
さ
れ
る
、
所
謂
普
遍
材
で
あ
る
揚
合
に
は
、
市
場
立
地
と
な
る
。

　
（
イ
）
　
原
材
料
の
一
部
が
場
所
的
に
限
ら
れ
π
、
所
謂
限
地
材
が
用
い
ら
れ
、
叉
そ
の
中
に
原
料
か
ら
製
品
化
さ
れ
る
問
に
重
量
の
減
す

　
　
る
重
量
減
材
料
が
用
い
ら
れ
て
も
、
全
体
と
し
て
普
遍
材
が
重
量
上
優
位
を
占
め
る
揚
合
は
、
原
材
料
の
組
合
せ
の
如
何
に
よ
り
、
市

　
　
場
立
地
、
或
は
そ
の
外
繰
的
立
地
と
な
る
Q

　
（
ウ
）
　
所
謂
限
地
材
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
製
品
化
の
間
に
重
量
の
減
じ
な
い
、
所
謂
純
粋
材
料
を
用
い
る
も
の
は
、
運
途
費
に

　
　
関
す
る
限
り
、
原
料
地
立
地
で
も
、
消
費
地
立
地
で
も
、
そ
の
中
間
地
立
地
で
も
あ
り
得
る
の
で
、
他
の
條
件
と
の
関
連
に
於
て
、
市

　
　
場
立
地
た
り
得
る
Q

　
二
途
費
に
関
す
る
限
り
、
聖
王
立
地
は
こ
の
如
く
形
成
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
立
地
は
、
比
軟
的
に
ポ
イ
ン
ト
を

中
心
と
す
る
構
想
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
一
議
と
な
る
市
場
立
地
の
夏
に
地
帯
的
考
察
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
地
帯
的
に
、
市
場
を
中

心
と
し
て
考
察
し
た
も
の
は
、
チ
ウ
ネ
ン
の
農
業
立
地
論
で
あ
る
。

　
チ
ウ
、
矛
ン
の
農
菜
経
営
の
地
帯
的
考
察
の
重
点
は
、
市
場
距
離
と
の
関
係
に
お
け
る
、
　
（
ア
）
生
産
の
集
約
度
の
変
化
、
從
っ
て
そ
れ
に

件
う
経
営
形
態
の
変
化
と
、
　
（
イ
）
生
産
物
の
種
類
の
変
化
を
説
く
所
に
あ
る
。
（
註
1
3
）
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（
ア
）
農
場
が
市
場
よ
り
遽
ざ
か
る
に
從
っ
て
、
能
瀬
費
、
生
産
費
、
債
格
並
に
生
産
量
の
変
動
の
関
係
に
よ
っ
て
、
集
約
的
経
営
か
ら

　
　
粗
放
的
経
営
に
移
る
こ
と
が
集
約
度
に
つ
い
て
蒸
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
工
業
に
お
い
て
も
、
前
述
の
ウ
エ
ー
バ
ー
の
運
逡
費
に

　
　
関
し
て
結
論
せ
ら
れ
る
市
場
立
地
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
土
地
の
競
合
関
係
を
通
じ
て
、
同
様
に
適
用
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
存
立
條
件
の
異
る
手
工
業
的
中
小
経
営
を
論
外
と
し
て
、
近
代
的
工
業
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
．
こ
の
面
か
ら
の
み
論
ず
る
限
り
、
山
口
同

　
　
度
に
機
械
化
、
立
体
化
さ
れ
だ
中
小
規
模
経
営
の
精
麿
完
成
品
工
場
か
ら
、
市
場
周
辺
、
外
陰
に
漸
次
素
材
工
業
面
の
準
面
的
大
規
模

　
　
経
営
の
存
在
す
る
一
連
の
傾
向
が
理
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
イ
）
　
種
々
な
る
生
産
物
の
債
格
に
比
し
て
、
運
途
費
の
占
め
る
程
度
が
、
市
場
と
の
距
離
に
関
係
を
持
ち
、
チ
ウ
ネ
ン
に
於
て
農
作
物

　
　
圏
の
外
縁
に
、
畜
産
、
火
酒
三
聖
、
牧
羊
等
の
行
は
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
市
場
中
心
よ
り
の
工
業
の
地
帯
的

　
　
排
列
の
一
の
秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
Q

　
筆
墨
を
中
心
と
し
て
、
蓮
謬
論
の
面
か
ら
の
み
考
察
す
る
限
り
に
於
て
、
一
般
的
に
は
以
上
の
如
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
農
業
立
地
論
に
絶
て
も
、
チ
ウ
ネ
ン
の
後
継
者
と
も
い
う
べ
き
、
エ
ー
レ
ボ
ー
円
諺
Φ
お
げ
8
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
臼
U
口
『
ぼ
犀
B
ρ
8
は
、

こ
の
如
き
運
途
費
を
中
心
と
す
る
位
置
的
観
点
は
、
同
時
に
他
の
諸
條
件
で
あ
る
藩
候
、
土
地
、
規
模
等
に
も
作
用
し
、
或
は
想
望
経
済
的

発
展
段
階
、
経
営
者
の
個
人
的
事
情
等
と
も
結
合
し
て
、
そ
の
綜
合
の
結
果
と
し
て
、
農
業
の
経
営
組
織
が
形
成
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
（
註
1
4
）
　
同
様
に
工
業
に
つ
い
て
も
、
後
に
述
べ
る
如
く
、
他
の
諸
條
件
と
の
関
係
を
有
機
的
に
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
只
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
我
國
の
主
要
な
る
工
業
の
極
め
て
多
く
の
部
分
が
、
そ
の
原
材
料
を
海
外
に
仰
ぎ
、
し
か
も
そ

の
相
当
の
部
分
を
輸
出
す
る
と
い
う
特
殊
性
よ
り
し
て
、
生
縦
な
る
輸
出
入
港
、
射
っ
て
京
浜
、
阪
紳
両
地
方
の
如
き
が
、
そ
の
意
味
に
於

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

て
、
原
料
地
で
あ
り
、
同
時
に
輸
出
、
内
地
両
市
場
中
心
と
い
う
浩
費
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
多
く
の
仮
定
を
以
て
論
せ
ら
れ
だ
チ

ウ
ネ
ン
の
孤
立
國
の
如
き
、
市
場
を
中
心
と
す
る
地
帯
心
的
考
察
が
、
却
っ
て
現
実
と
全
く
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
我
國
の
工
業
の
集
中

化
の
顯
著
な
る
一
因
を
こ
、
に
み
る
こ
芝
が
で
き
る
。

　
（
3
）
地
帯
的
考
察

　
以
上
の
如
く
、
雌
蕊
と
の
関
連
、
從
っ
て
そ
の
運
途
費
、
並
に
時
間
的
要
素
に
於
て
み
る
限
り
、
大
都
市
薄
歯
、
郊
外
地
帯
並
に
地
方
都

市
、
農
村
地
帯
の
工
業
経
営
の
位
置
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
が
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
叉
、
そ
れ
は
前
提
と
な
る
凧
揚
の
量
的

並
に
質
的
な
る
制
約
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
そ
の
時
間
的
推
移
に
補
う
変
動
に
よ
っ
て
も
影
響
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
國
の

特
殊
性
よ
り
し
て
は
、
大
都
市
地
帯
の
工
業
集
中
を
特
に
顯
著
な
ら
し
め
る
こ
と
、
な
り
、
他
方
戦
時
、
戦
後
の
市
場
の
激
変
が
多
く
の
工

業
地
帯
に
少
な
か
ら
ざ
る
市
場
的
制
約
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
勿
論
以
上
は
、
市
場
中
心
と
の
関
連
に
於
て
の
み
い
、
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
然
的
、
技
術
的
條
件
、
或
は
経
営
構
成
上
の
條
件
に
よ

っ
て
、
よ
り
顯
著
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
夏
に
こ
れ
ら
諸
観
点
か
ら
の
考
察
の
上
、
あ
ら
践
め
て
、
こ
の
点
を
吟

味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
Q

註
　
（
6
）

AA87vv
（
9
）

国
．
昌
ω
冨
5
σ
q
δ
吋
、
、
ぎ
㌶
o
含
暮
δ
口
8
切
煽
ω
ぎ
霧
．
．
H
O
命
娼
・
μ
Q
。
Q
。

毒
・
閑
「
招
ユ
品
色
　
、
．
H
巳
二
。
。
民
毘
］
≦
9
g
o
q
Φ
旨
Φ
昌
．
．
H
リ
ミ
●
や
お

〉
・
乏
。
げ
臼
、
．
d
び
理
自
g
ω
冨
巳
。
躊
紆
聴
冒
9
ω
仲
臨
g
．
．
団
↓
ド
H
8
ρ
9
H
◎
。
一
H
O

国
●
臼
げ
印
づ
O
昌
出
）
①
吋
δ
O
目
O
罫
①
ω
訂
鉾
こ
H
器
0

近
藤
康
男
訳
『
チ
ウ
ネ
ン
孤
立
國
』
昭
刑
十
八
年
二
頁

妻
・
ω
o
日
び
餌
昏
．
、
U
2
日
a
o
彗
①
国
磐
詳
呂
ω
暴
臣
．
．
お
b
∂
H
」
H
ト
っ
切
9
ω
●
り
O
H
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藻
利
重
隆
『
工
場
管
理
』
昭
和
二
十
五
年
＝
二
九
一
一
四
五
頁

雁
田
敬
太
郎
『
市
場
論
』
昭
和
二
十
五
年
三
三
頁

〉
●
ぐ
『
O
び
霞
＾
＾
d
げ
霞
α
①
b
ω
富
づ
幽
O
博
ユ
興
ζ
α
5
ω
鼠
O
δ
こ
ω
U
N
l
朝
ω

拙
著
『
経
営
位
置
の
研
究
』
昭
和
二
十
四
年
六
一
一
六
三
頁

右
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
一
六
六
頁

（
二
）
　
工
業
地
帯
の
自
然
的
技
術
的
條
件

　
大
都
市
工
業
地
帯
が
主
と
し
て
市
揚
を
中
心
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
地
方
都
市
～
農
村
に
於
け
る
工
業
地
帯
の
形
成
は
、

そ
の
自
然
的
、
技
術
的
條
件
に
依
存
す
る
所
が
多
い
。
勿
論
大
都
市
地
帯
、
郊
外
地
帯
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
方
都
市
地

帯
の
市
場
と
の
関
連
に
於
け
る
制
約
を
、
補
完
す
る
も
の
は
、
こ
、
に
存
す
る
の
で
あ
る
、
そ
の
一
は
、
所
謂
環
境
と
の
自
然
的
、
技
術
的

結
合
関
係
で
あ
り
、
そ
の
二
は
生
産
自
体
の
技
術
的
性
格
で
あ
る
。
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（
1
）
　
環
境
と
の
結
合
関
係

　
市
場
と
の
関
連
に
於
け
る
地
帯
的
考
察
が
、
室
間
的
距
離
を
中
心
と
す
る
の
に
対
し
て
、
室
問
の
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
の
地
域
的
考

察
が
、
環
境
と
の
結
合
関
係
で
あ
る
。
こ
の
照
合
問
題
に
な
る
の
は
、
　
（
ア
）
土
地
的
條
件
、
　
（
イ
）
交
通
位
置
、
　
（
ウ
）
生
産
に
直
接
関

係
あ
る
原
材
料
、
動
力
、
水
等
で
あ
る
。

　
（
ア
）
　
土
地
煮
繭
件
。
工
場
の
立
地
雨
露
と
し
て
の
土
地
的
條
件
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
高
低
、
傾
斜
或
は
地
質
、
地
盤
等
種
々
の
自
然

　
　
的
、
技
術
的
観
点
が
そ
れ
ぞ
れ
重
覗
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
（
註
1
5
）
　
地
帯
的
考
察
に
重
て
特
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
農
業
の
み
な

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件



　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
ら
す
、
工
業
に
於
て
も
土
地
の
ひ
ろ
が
り
の
規
模
で
あ
る
。
こ
の
点
は
我
國
に
託
て
特
徴
的
で
あ
る
。

　
　
軽
工
業
を
中
心
と
す
る
職
前
の
工
場
は
、
敷
地
五
万
坪
乃
至
十
万
圷
を
大
工
場
と
し
把
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
金
属
、
機
械
工
業
或

　
は
化
学
工
業
等
の
大
規
模
工
場
は
、
十
万
坪
以
上
数
十
万
坪
を
要
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
し
か
も
立
命
の
如
く
寒
土
の
八
○
％
以
上

　
が
山
岳
等
に
占
め
ら
れ
、
他
方
そ
の
余
り
の
土
地
に
極
度
の
集
約
農
業
の
発
達
し
て
い
る
所
で
は
、
こ
の
如
き
拡
大
な
る
面
積
の
工
揚

　
立
地
の
可
能
な
る
場
所
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
Q
從
っ
て
現
存
大
工
場
に
於
て
、
そ
の
立
地
の
理
由
に
、
所
要
面
積
の
揚
所
が
こ
、

　
に
求
め
得
ら
れ
だ
か
ら
と
い
う
の
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
近
代
的
大
規
模
工
場
の
要
求
す
る
右
の
如
き
面
積
を
有
す
る
地
方
は
、

　
各
直
黒
一
、
ニ
ケ
所
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
土
地
の
ひ
ろ
が
り
の
規
模
が
、
地
方
都
市
、
農
村
地
帯
工
業
形
成
の
著
し
い
條
件
と
な

　
る
の
で
あ
る
。

　
　
職
時
中
に
航
単
機
工
業
を
中
心
と
し
て
、
全
國
六
十
余
ケ
所
に
、
大
規
模
工
場
を
中
心
に
百
万
坪
以
上
の
工
業
地
帯
が
形
成
さ
れ
、

　
職
後
膨
は
残
存
し
、
或
は
放
置
せ
ら
れ
、
未
完
成
工
業
地
帯
ど
し
て
残
っ
て
い
る
の
も
、
疎
開
も
あ
っ
だ
け
れ
ど
も
、
右
の
如
き
條
件

　
が
束
緒
な
る
原
因
で
あ
り
、
同
時
に
既
に
触
れ
た
如
く
、
職
後
市
場
的
條
件
の
著
し
い
変
化
に
俘
う
制
約
に
よ
っ
て
、
問
題
が
残
さ
れ

　
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
　
交
通
位
置
。
交
通
機
関
の
発
達
は
運
賃
の
低
下
と
な
り
、
生
産
者
と
悪
習
者
と
の
距
離
を
縮
少
し
て
、
市
場
は
拡
大
し
、
從
っ
て

　
市
場
を
中
心
と
す
る
工
業
の
地
帯
的
ひ
ろ
が
り
を
拡
大
す
る
。
特
に
詣
る
特
定
方
向
へ
の
発
達
は
、
そ
の
部
分
へ
地
帯
的
ひ
ろ
が
り
を

　
延
長
す
る
こ
と
＼
な
り
、
こ
れ
が
海
王
、
水
上
交
通
に
裏
づ
け
ら
れ
る
時
に
、
特
に
黒
甜
と
な
る
。
チ
ウ
、
不
ン
の
孤
立
國
に
於
け
る
同

　
心
円
ε
し
て
の
地
帯
圏
が
、
蓮
賃
十
分
の
一
の
舟
運
あ
る
河
川
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
時
に
、
そ
の
部
分
の
み
が
ひ
ろ
が
っ
て
、
地

　
帯
圏
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
み
る
如
く
で
あ
る
。
（
註
1
6
）
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伺
我
方
に
点
て
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
性
は
、
既
に
触
れ
た
如
く
、
原
材
料
を
海
外
に
仰
ぐ
も
の
が
多
く
、
し
か
も

　
海
上
交
通
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
工
業
に
関
す
る
限
b
、
海
上
交
通
が
完
備
し
て
お
れ
ば
、
國
内
的
に
は
、

　
そ
の
地
域
が
原
材
料
所
在
地
に
準
ず
る
こ
と
、
な
り
、
後
に
述
べ
る
如
き
ウ
エ
ー
バ
ー
の
原
材
料
所
在
地
立
地
工
業
に
つ
い
て
、
或
る

　
程
度
適
格
性
を
有
す
る
こ
と
、
な
り
、
こ
、
に
も
地
方
都
市
、
農
村
地
域
の
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
の
一
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

　
で
あ
る
。

（
ウ
）
　
原
材
料
其
他
。
先
き
に
ウ
エ
ー
バ
ー
の
運
途
費
を
中
心
と
す
る
市
場
立
地
を
考
察
し
把
が
、
こ
、
に
原
材
料
立
地
に
つ
い
て
み
れ

　
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
註
1
7
）

　
工
、
産
出
の
場
所
の
限
ら
れ
た
所
謂
限
地
材
で
、
製
品
化
の
過
程
で
、
重
量
の
減
す
る
重
量
減
材
料
の
場
合
に
は
、
そ
の
原
材
料
産
地

　
　
が
工
場
位
置
と
な
る
。

　
2
、
右
の
如
き
重
量
減
材
料
が
幾
種
類
か
参
加
す
る
場
合
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
力
学
的
或
は
数
学
的
解
明
に
よ
っ
て
有
名
な
所
で
あ
る

　
　
が
、
理
論
的
に
は
そ
の
各
材
料
塵
地
の
索
引
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
均
衡
す
る
地
点
が
立
地
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て

　
　
も
、
材
料
産
地
に
近
づ
く
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。

而
し
て
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
技
術
の
発
展
、
自
然
克
服
の
進
展
に
よ
っ
て
、
重
量
減
材
料
の
重
要
性
が
増
加
す
る
傾
向
を
指
摘
し
、
（
註
1
8
）

　
託
っ
て
そ
の
限
り
に
於
て
、
原
材
料
産
地
立
地
工
業
の
重
要
性
が
増
大
す
る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。
地
方
に
形
成
さ
れ
る
工
業
地
帯

存
立
の
噌
の
條
件
で
あ
る
Q

工
場
の
主
だ
る
動
力
源
の
一
で
あ
る
石
炭
も
亦
、
所
謂
重
量
減
材
料
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
石
炭
が
多
量
に
参
加
す
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
、
材
料
産
地
立
地
、
即
ち
石
炭
産
出
地
帯
立
地
を
促
進
す
る
こ
と
～
な
り
、
叉
交
通
機
関
、
殊
に
そ
の
海
上
交
通
の
重

　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
…
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
　
要
性
が
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
と
な
っ
て
く
る
。

　
　
電
力
も
亦
、
石
炭
と
共
に
工
業
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
生
産
費
中
に
占
め
る
比
重
は
、
業
種
に
よ
っ
て
異
り
、
し
か
も

　
　
こ
れ
ら
の
償
格
の
産
業
に
及
ぼ
す
影
響
が
著
し
く
大
き
い
こ
と
よ
り
、
そ
の
料
金
が
一
般
物
慣
政
策
、
或
は
そ
れ
ぞ
れ
の
贋
格
的
方
策

　
　
に
よ
っ
て
変
動
す
る
結
果
、
同
じ
業
種
に
於
て
も
、
時
期
に
よ
り
生
産
費
中
に
占
め
る
比
重
が
著
し
く
変
動
す
る
。

　
　
電
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
料
金
の
地
域
差
、
と
其
に
、
そ
の
量
的
、
質
的
條
件
が
重
要
な
場
合
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
工
業
地
帯
形
成

　
　
の
程
度
並
に
方
向
を
制
約
、
限
定
す
る
。
所
謂
電
力
系
化
学
工
業
に
あ
っ
て
は
、
動
力
と
し
て
ゴ
な
く
直
接
生
産
に
関
課
し
て
、
電
力

　
　
の
比
重
が
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
電
源
地
方
に
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
と
な
る
こ
と
は
更
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
所
で
あ
る
。

　
　
水
に
つ
い
て
、
水
質
、
水
量
も
亦
大
な
り
小
な
り
工
揚
立
地
に
著
し
い
関
係
を
有
す
る
か
ら
、
全
般
的
に
工
業
地
帯
の
前
提
條
件
と
な

　
　
る
。
特
に
水
量
、
水
質
に
依
存
す
る
工
業
に
於
て
は
、
地
方
工
業
地
帯
形
成
の
一
の
肩
書
を
な
す
と
興
に
、
そ
の
所
在
水
量
と
の
関
係

　
　
に
当
て
、
こ
の
種
工
業
は
、
数
、
或
は
規
模
に
於
て
、
集
中
度
に
限
界
が
あ
り
、
分
散
立
地
的
だ
ら
し
め
る
場
合
も
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
環
境
と
の
自
然
的
、
技
術
的
結
合
関
係
は
、
　
一
般
的
に
工
業
地
帯
の
前
提
密
植
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
性
格
を
與
え

る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
揚
中
心
の
工
業
地
帯
は
勿
論
乍
ら
、
特
に
骨
揚
を
離
れ
て
、
そ
の
外
型
に
形
成
さ
れ
る
工
業
地
帯
の
存
立
に
と
っ
て

重
要
な
る
六
親
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
程
度
、
方
向
等
を
限
定
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
工
業
地
帯
の
前
提
條
件
と
し
て
は
、
更
に
氣
候

等
を
看
過
す
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
地
帯
的
関
係
に
於
て
は
著
し
い
影
響
を
與
え
る
も
の
で
な
い
の
で
省
略
し
た
。
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（
2
）
　
生
産
自
体
の
技
術
的
性
格

生
産
自
体
の
技
術
的
性
格
が
、
そ
の
地
帯
的
考
察
に
於
て
関
連
を
有
す
る
の
は
、

生
産
工
程
の
可
分
性
の
問
題
で
あ
る
。



　
生
産
工
程
が
技
術
的
に
可
分
性
を
持
π
な
い
場
合
に
は
、
工
場
の
分
割
は
工
程
上
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
工
場
経
営
上
の
所
謂
経
済

輩
位
、
最
適
規
模
を
中
心
と
し
て
、
市
場
の
拡
大
、
生
産
量
の
増
大
に
番
う
工
場
の
分
割
、
新
設
拡
張
が
行
は
れ
る
。
所
謂
水
落
的
集
中
と
、

そ
れ
に
対
す
る
水
準
的
分
散
で
あ
る
。
既
に
触
れ
π
如
く
、
ア
メ
リ
カ
の
大
規
模
経
営
の
工
場
の
、
地
方
都
市
分
散
と
い
う
最
近
の
傾
・
何
の

一
の
型
が
こ
、
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
生
産
工
程
の
可
分
性
に
伴
う
工
場
の
分
割
立
地
に
つ
い
て
は
、
ク
エ
ー
バ
ー
は
そ
の
基
礎
理
論
の
癒
用
と
し
て
展
開
し
、
（
註
1
9
）
　
一
般

的
に
次
の
如
く
結
論
t
て
い
る
Q

　
（
ア
）
　
原
材
料
が
多
種
で
、
叉
技
術
的
に
独
立
の
生
産
工
程
の
数
が
多
く
、
且
そ
の
工
程
毎
に
新
π
な
る
材
料
を
必
要
と
す
る
如
き
場
合

　
　
に
は
、
工
程
別
に
立
地
が
分
割
さ
れ
る
傾
向
を
持
ち
、

　
（
イ
）
　
生
産
工
程
が
幾
段
階
も
あ
っ
て
も
、
種
々
の
材
料
は
最
初
に
の
み
投
入
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
離
合
に
は
、
運
途
費
の
関
係
か
ら
、

　
　
分
割
さ
れ
な
い
傾
向
を
持
つ
。

而
し
て
こ
の
際
分
割
さ
れ
た
膚
合
は
、
原
材
料
産
地
か
ら
滑
費
地
に
至
る
間
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
こ
と
、
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
前
掲
二
者
の
内
、
後
者
は
純
粋
の
垂
直
的
生
産
工
程
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
生
産
方
式
の
如
何
に
よ
り
市
場
中
心
と
の
関
連
に

於
て
分
割
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
も
あ
り
、
或
は
後
に
述
べ
る
如
く
労
働
費
用
の
如
何
に
よ
っ
て
も
分
離
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
前

者
は
合
成
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
、
生
産
工
程
の
関
連
性
が
著
し
く
大
き
く
な
り
、
関
連
産
業
と
の
関
連
で
集
中
立
地
を
形
成
す
る
こ
と

～
な
り
、
或
は
叉
地
帯
的
配
置
に
特
殊
性
を
示
す
こ
と
～
も
な
る
。
從
っ
て
生
産
自
体
の
技
術
的
性
格
が
地
帯
的
考
察
と
関
連
を
持
つ
の
は
、

生
産
工
程
の
可
分
性
如
何
と
い
う
前
提
條
件
に
止
ま
り
、
こ
れ
が
分
散
立
地
か
、
集
中
立
地
か
、
叉
そ
の
結
合
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
原

材
料
、
並
に
そ
の
蓮
途
費
の
関
連
の
み
で
な
く
、
市
場
と
の
関
係
、
経
営
の
條
件
等
に
よ
っ
て
も
異
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
（
3
）
地
帯
的
考
察

　
交
通
通
信
機
関
の
発
達
は
、
経
営
位
置
を
決
定
す
る
條
件
の
比
重
を
、
室
間
的
距
離
自
体
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
特
殊
性
、
即
ち
自

然
的
、
技
術
的
斜
面
に
移
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
註
2
0
）
　
換
言
す
れ
ば
、
市
場
中
心
の
制
約
と
い
う
室
間
的
距

離
が
克
服
さ
れ
て
、
土
地
の
特
殊
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
の
特
殊
性
と
結
合
す
る
可
能
性
が
多
く
與
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
郊
外
工
業
地
帯
集
中
、
地
方
都
市
地
帯
へ
の
工
業
分
散
の
原
因
の
一
も
こ
～
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
工
業
の
前

提
と
な
る
技
術
的
特
殊
性
と
其
に
、
環
境
と
の
自
然
的
、
技
術
的
結
合
関
係
が
、
市
場
中
心
か
ら
離
れ
だ
工
業
地
帯
の
形
成
の
條
件
と
な
る

所
以
も
こ
、
に
あ
る
の
で
あ
る
。
我
國
の
未
完
成
工
業
地
帯
、
新
興
工
業
地
帯
の
存
立
條
件
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
は
、
そ
の
意
昧
に
於
て
、

交
通
通
信
機
関
の
整
備
が
重
要
な
る
方
策
の
一
と
な
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

川
西
正
鑑
『
工
業
立
地
の
研
究
』
昭
和
十
四
年
刊
、
四
九
九
頁
。

近
藤
康
男
訳
『
チ
ウ
ネ
ン
孤
立
國
』
三
一
六
－
三
一
七
頁
。

》
．
毒
。
冨
同
・
、
d
び
①
吋
侮
①
昌
ω
富
5
血
。
答
α
葭
ぎ
住
二
。
α
民
①
旨
．
．
ω
曹
器
凸
ω

国
ぴ
①
ロ
Ω
ρ
ω
・
刈
N

国
げ
Φ
旨
魁
ρ
ω
H
O
軽
一
μ
Q
Q
㎝

い
．
O
・
】
≦
P
吋
ω
げ
四
一
「
裂
切
遣
ω
ぎ
O
綴
》
山
旨
5
四
弩
餌
口
O
ロ
嵩
μ
り
N
ω
℃
・
ω
恥
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（
三
）
　
工
業
地
帯
と
経
営
上
の
関
連

経
営
の
位
置
は
、
工
業
地
帯
と
の
関
連
に
於
て
、
上
述
の
如
く
、
市
場
と
の
関
連
或
は
自
然
的
、
技
術
的
條
件
に
よ
っ
て
、
業
種
、
業
態



の
異
る
に
從
っ
て
、
特
徴
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
経
営
の
内
部
関
係
と
し
て
み
れ
ば
、
費
用
的
観
点
が
中
心
的
な

問
題
で
め
り
、
外
部
関
係
と
し
て
は
、
経
営
の
相
互
関
連
性
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
工
業
立
地
論
に
於
て
中
心
的
に
論
ぜ
ら
れ

る
点
で
あ
り
、
後
者
は
地
域
的
集
中
の
問
題
で
あ
る
。
結
局
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
々
の
経
営
の
位
置
が
、
工
業
地
帯
の
諸
類
型
と
関
係
す

る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
費
用
的
観
点
一
特
に
労
務
費
と
の
関
係

　
既
に
述
べ
だ
所
に
よ
っ
て
、
経
営
の
位
置
は
、
費
用
的
観
点
の
み
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
触
れ
だ
位

置
に
関
す
る
條
件
の
多
く
の
も
の
は
結
局
に
於
て
費
用
面
に
選
る
程
度
集
約
的
に
表
示
せ
ら
れ
る
意
昧
に
於
て
特
に
概
説
せ
ら
れ
、
立
地
論

の
中
心
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ウ
エ
ー
バ
は
立
地
要
因
を
、
運
迭
費
、
労
働
費
、
集
積
要
因
に
よ
る
費
用
塗
盆
の
三
要
素
と
し
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
、
費
用
以
外
の
立
地
原

因
も
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
費
用
利
盆
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
に
、
消
費
者
の
あ
る
場
所
に
よ
り
決
定
せ
ら
れ
ム
も
の
、
生
産
手
段

の
あ
る
場
所
に
定
る
も
の
、
並
に
労
働
力
の
所
在
に
よ
る
も
の
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
（
註
瓢
）
　
し
か
し
な
が
ら
、
業
種
、
業
態
に
よ
っ

て
生
産
費
構
成
は
著
し
く
異
っ
て
特
徴
的
で
あ
り
、
の
み
な
ら
す
そ
の
前
提
と
す
る
性
格
も
様
々
で
あ
っ
て
、
且
そ
れ
ら
の
変
動
も
甚
し
い

こ
と
よ
り
、
こ
の
如
き
工
業
経
営
の
実
態
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
る
位
置
を
探
り
上
げ
る
問
題
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
を
一
般

的
に
探
究
す
る
こ
と
は
、
皇
ま
し
く
と
も
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
（
註
盟
）
　
そ
の
意
昧
に
於
て
、
生
産
費
構
成
上
に
鞭
て
、
立
地

に
関
係
あ
る
諸
條
件
を
廣
く
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
而
し
て
こ
、
で
は
、
こ
れ
を
地
帯
と
の
関
連
に
於
て
考
察
す
る
爲
に
、
経
営
存
立
の
條
件
と
し
て
の
側
面
か
ら
と
り
あ
げ
だ
の
で
、
立
地

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

に
関
係
あ
る
費
用
要
素
の
多
く
は
、
既
に
雲
粒
と
の
関
連
、
自
然
的
、
技
術
的
條
件
に
於
て
述
べ
た
所
で
あ
る
。
残
さ
れ
だ
費
用
項
目
と
し

て
は
、
経
営
を
構
成
す
る
労
働
の
問
題
と
、
そ
の
地
帯
的
関
連
で
あ
る
Q

　
（
ア
）
　
工
業
立
地
に
於
て
労
働
費
の
比
重
は
、
工
業
の
種
類
に
よ
っ
て
異
る
。
そ
の
爲
に
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
製
品
の
一
重
量
軍
位
当
り
労

　
　
働
費
を
以
て
労
働
指
数
と
し
、
そ
の
高
低
に
よ
っ
て
比
重
の
大
小
を
観
更
に
蓮
逸
費
に
よ
る
立
地
と
労
働
費
卸
約
に
よ
る
牽
引
関
係
と

　
　
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
（
註
器
）
　
ウ
エ
ー
バ
ー
の
如
き
立
地
要
因
を
半
途
費
、
労
働
費
、
集
積
要
因
の
三
條
件
に
集
約
す
る
場
合

　
　
は
と
に
か
く
、
そ
の
他
の
立
地
に
関
係
あ
る
諸
條
件
を
考
慮
す
る
限
り
、
廣
く
生
産
費
構
成
上
に
於
け
る
労
働
費
の
比
重
を
問
題
と
し

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
（
イ
）
　
而
し
て
工
揚
の
位
置
に
撃
て
、
労
働
費
が
問
題
に
な
る
の
は
、
直
接
影
響
を
有
す
る
賃
銀
水
準
の
高
低
と
、
同
時
に
そ
の
質
的
並

　
　
に
量
的
側
面
と
が
あ
る
Q

　
　
　
大
都
市
地
帯
は
、
郊
外
地
帯
、
地
方
都
市
地
帯
に
比
し
、
賃
銀
水
準
の
高
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
他
方
大
都
市
地

　
　
帯
の
工
揚
労
働
專
業
者
と
、
農
村
地
帯
の
農
業
と
の
実
質
的
な
る
兼
業
男
工
揚
労
働
者
と
の
間
に
は
、
能
無
、
熟
練
度
の
み
な
ら
す
、

　
　
勤
労
意
欲
、
技
術
向
上
度
に
於
て
、
著
し
い
懸
隔
が
あ
る
。
同
時
に
所
要
労
働
者
数
の
如
何
に
よ
っ
て
、
労
働
給
源
に
よ
る
制
約
が
そ

　
　
の
立
地
を
限
定
す
る
揚
合
を
生
じ
、
叉
寄
宿
舎
制
度
、
寮
、
聖
霊
制
度
の
必
要
性
を
生
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
立
地
上
直
接

　
　
労
働
費
に
関
係
を
持
つ
。
業
種
、
事
態
に
よ
っ
て
、
そ
の
要
求
を
異
に
す
る
。

　
こ
、
に
於
て
、
工
揚
の
位
置
を
労
働
費
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
高
賃
銀
、
高
能
卒
の
集
約
的
経
営
と
、
低
賃
銀
、
低
能
卒
の
粗
放

的
経
営
と
の
地
帯
的
特
徴
を
生
す
る
こ
と
、
な
り
、
こ
れ
が
資
本
の
集
約
度
、
即
ち
機
械
化
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
、
更
に
複
雑
な
る
地
帯

的
特
徴
を
形
成
す
る
こ
と
、
な
る
。
一
方
に
は
、
業
種
に
よ
っ
て
労
働
の
有
す
る
質
的
、
量
的
特
殊
性
よ
り
し
て
地
帯
的
特
徴
を
生
じ
、
他
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方
に
は
同
種
叉
は
類
似
の
業
種
に
よ
っ
て
、
地
帯
的
に
異
つ
π
業
態
の
存
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
経
営
の
関
連
性

　
工
業
地
帯
は
、
既
に
述
べ
だ
如
く
、
市
場
と
の
関
連
、
諸
種
の
自
然
的
、
技
術
的
な
る
環
境
の
條
件
、
或
は
生
産
自
体
の
技
術
的
性
格
等

に
よ
っ
て
、
諸
種
の
エ
業
経
営
が
水
卒
的
、
垂
直
的
或
は
合
成
的
関
連
を
形
成
し
、
更
に
こ
れ
ら
を
中
核
と
し
て
、
各
種
の
工
業
の
地
域
的

集
中
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
集
積
要
因
に
よ
っ
て
も
、
或
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
外
部
経
済
と
し
て
も
、
立
地
條
件
の
虫
要

な
る
も
の
と
し
て
論
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
（
註
盟
）

　
こ
の
地
域
的
集
中
は
、
從
っ
て
大
都
市
地
帯
に
於
て
最
も
春
著
に
且
大
規
模
に
形
成
せ
ら
れ
、
郊
外
地
帯
か
ら
、
地
方
都
市
、
農
村
地
帯

に
至
っ
て
、
漸
次
そ
の
集
中
度
を
小
さ
く
し
、
且
そ
の
構
成
が
特
殊
化
せ
ら
れ
る
。
こ
、
に
於
て
、
後
者
に
属
す
る
外
緑
的
工
業
地
帯
に
つ

い
て
、
特
に
地
帯
的
考
察
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
揚
合
、
同
業
種
の
地
域
的
集
中
に
よ
る
水
態
的
関
連
、
或
は
幾
つ
か
の
生
産
段
階
の
垂
直
的
関
連
に
よ
る
集
中
に
就
て
は
、
そ
の
集

中
の
規
模
に
よ
る
制
約
、
或
は
均
衡
関
係
以
外
、
比
軟
的
問
題
は
少
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
多
く
の
部
分
品
製
作
、
関
連
作
業
が
集
中
し

て
、
機
械
的
組
立
或
は
合
成
に
よ
っ
て
生
産
が
行
は
れ
、
協
力
関
係
、
下
請
関
係
、
部
品
関
係
の
遊
星
工
揚
、
衛
星
工
揚
を
多
数
に
随
伸
す

る
合
成
的
関
連
で
あ
る
。

　
造
船
工
業
、
喜
吉
工
業
等
を
始
め
と
す
る
綜
合
組
立
工
業
と
し
て
の
性
能
を
多
少
共
に
持
つ
合
成
的
関
連
を
有
す
る
工
業
経
営
の
相
互
関

連
を
み
る
に
、
そ
の
中
核
的
工
揚
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
随
伴
せ
ら
れ
る
規
模
並
に
性
格
の
様
々
な
る
関
連
工
場
を
、
職
能
的
に
三
大
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
揺
落
工
揚
、
一
般
工
業
並
に
万
能
工
業
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
地
帯
的
関
連
と
密
接
な
る
関
連
を
持
つ
。

　
　
　
工
…
菜
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
一
般
に
商
品
を
分
類
し
て
、
清
費
者
財
と
生
産
者
財
と
し
、
電
量
者
財
は
更
に
そ
の
購
売
償
僧
か
ら
、
最
寄
品
0
8
〈
。
巳
Φ
昌
。
⑦
O
。
。
傍
買
廻

品
6
0
げ
8
0
冒
ぴ
Q
O
8
詠
並
に
里
門
品
Q
り
b
8
巨
ξ
0
8
房
に
分
類
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
（
註
2
5
）
」
生
産
者
財
の
生
産
に
つ
い
て
も
、
職
能

的
に
或
は
購
貝
関
係
、
作
業
関
係
か
ら
、
專
門
工
揚
、
一
般
三
等
、
並
に
万
能
工
揚
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
而
し
て
梢
費
者
財
販
賞
業
の

経
営
の
位
置
が
、
そ
の
商
品
の
性
格
に
よ
っ
て
自
ら
限
定
せ
ら
れ
る
の
と
同
様
は
、
ム
座
者
財
生
産
に
つ
い
て
も
、
そ
の
位
置
が
、
経
営
の

右
の
如
き
性
格
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
制
約
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q

　
（
ア
）
　
万
能
工
揚
は
、
下
請
工
揚
、
協
力
工
揚
と
し
て
、
中
核
的
工
揚
に
最
も
密
接
な
る
関
連
を
有
し
、
各
種
の
作
実
を
行
う
も
の
で
、

　
　
常
に
中
核
的
工
揚
に
随
伴
す
る
多
数
の
中
小
規
模
工
芸
の
一
群
で
あ
る
。
工
揚
地
帯
の
大
郡
市
地
帯
な
る
か
、
郊
外
地
帯
で
あ
る
か
、

　
　
或
は
地
方
都
市
地
帯
な
る
か
を
問
わ
す
、
穿
る
程
度
関
連
工
場
と
し
て
存
立
す
る
Q

　
（
イ
）
　
一
般
工
揚
は
、
中
核
的
工
場
と
の
関
連
は
、
密
接
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
が
市
場
生
産
で
あ
れ
、
或
は
注
文
生
産
で
あ
れ
、
一
般

　
　
的
部
品
に
属
す
る
も
の
で
、
受
認
に
於
け
る
競
争
度
の
最
も
激
し
い
部
類
に
属
す
る
。
從
っ
て
こ
の
如
き
種
類
の
工
揚
は
、
部
品
工
場

　
　
で
あ
れ
、
関
連
工
揚
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
の
立
地
條
件
と
し
て
、
一
般
論
揚
的
制
約
が
学
者
で
あ
る
結
果
㍉
必
し
も
一
の
中
核
的
工
揚

　
　
に
随
伴
せ
す
、
既
に
述
べ
た
如
き
自
然
的
、
技
術
胸
繋
は
労
働
上
の
特
殊
性
と
の
関
係
も
あ
る
が
、
．
一
般
に
市
揚
中
心
立
地
工
業
と
し

　
　
て
、
大
郡
市
工
業
地
帯
に
集
中
す
る
傾
向
が
極
め
て
大
き
い
。
地
方
郡
市
、
農
村
地
帯
に
は
、
一
般
論
と
し
て
、
最
も
存
立
の
困
難
な

　
　
も
の
に
属
す
る
。

　
（
ウ
）
　
専
門
工
揚
は
、
特
殊
専
門
品
の
生
産
工
揚
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
総
生
産
数
量
の
過
牛
を
同
工
場
が
占
め
る
如
き
、
生
産
の
集

　
　
中
度
の
顯
、
者
球
工
揚
で
あ
る
。
こ
の
揚
倉
は
既
に
事
実
上
独
占
乃
至
独
占
に
近
い
心
構
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
立
地
上
の
制
約
が
そ

　
　
の
意
昧
に
於
て
少
く
、
從
っ
て
地
方
都
市
地
帯
に
於
て
も
、
そ
の
限
り
に
於
て
あ
る
程
度
存
立
の
可
能
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
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か
く
て
大
都
市
工
業
地
帯
に
あ
っ
て
は
、
万
能
工
場
、
一
般
工
場
、
専
門
工
場
等
の
す
べ
て
の
蓋
置
産
業
を
随
俘
し
て
合
成
的
な
る
地
域

的
集
中
を
形
成
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
り
中
核
的
工
場
の
大
規
模
化
に
伴
っ
て
、
中
核
工
場
自
体
は
、
こ
の
地
帯
か
ら
外
翼
に
移
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
生
す
る
。
地
方
都
市
地
帯
に
あ
っ
て
は
、
中
核
的
大
規
模
工
場
の
存
立
に
、
そ
の
意
昧
に
嵌
て
適
す
る
が
、

一
般
に
若
干
の
直
結
的
な
る
万
能
工
場
を
随
件
す
る
に
止
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
、
特
殊
專
門
工
場
を
も
存
立
せ
し
め
得
る
が
、
多
く
の
場

合
一
般
工
場
の
存
立
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
の
中
間
的
地
帯
で
あ
る
郊
外
地
帯
の
工
業
集
中
が
、
ア
メ
リ
カ
に
着
て
特
に
聖
者
で
あ
る

一
の
原
因
を
こ
～
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
、
に
於
て
叉
、
合
成
的
算
置
に
於
て
成
立
す
る
工
場
は
、
そ
の
地
帯
無
関
連
か
ら
、
自
己
の
経
営
内
に
於
け
る
生
産
を
、
外
注
関
係
と

の
分
野
に
つ
い
て
、
業
種
と
か
生
産
量
等
と
の
関
連
に
於
て
槍
討
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
る
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
（
註
％
）
　
叉

そ
れ
に
依
存
す
る
関
連
産
業
、
関
連
工
場
の
存
立
條
件
も
亦
吟
味
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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（
3
）
地
帯
的
考
察

　
経
営
活
動
を
構
成
す
る
労
働
が
、
そ
の
地
域
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
つ
質
的
、
量
的
並
に
経
済
的
相
異
を
前
提
と
し
て
、
経
営
の

存
立
條
件
に
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
セ
影
響
を
與
え
、
從
っ
て
地
帯
を
異
に
す
る
に
俘
っ
て
、
異
つ
陀
業
態
、
或
は
異
つ
だ
業
種
の
経
営
を
存
立
せ

し
め
る
Q
こ
れ
が
叉
地
帯
的
特
徴
を
形
成
す
る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。

　
言
様
に
工
業
経
営
の
地
域
的
集
中
も
、
外
部
経
済
を
形
成
す
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
と
も
、
地
帯
を
異
に
す
る
に
件
い
、
而
し
て
そ
の
地

域
的
集
申
の
性
格
の
如
何
に
よ
っ
て
、
自
ら
そ
の
地
帯
の
構
成
を
異
に
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
も
亦
、
経
営
の
関
連
性
が
、
そ
の
市
場

的
條
件
、
自
然
的
、
技
術
的
條
件
と
結
合
し
て
、
招
来
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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四
、
工
柔
地
帯
の
性
格

　
以
上
工
業
地
帯
の
構
成
を
考
察
し
だ
所
に
よ
っ
て
、
大
都
市
地
帯
、
郊
外
地
帯
並
に
地
方
都
市
或
は
農
村
地
帯
の
三
の
類
型
に
つ
い
て
の
、

工
業
地
帯
の
性
格
も
、
自
ら
明
か
に
な
つ
だ
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、

　
（
一
）
　
地
方
都
市
地
帯
は
、
先
づ
そ
の
持
つ
自
然
的
、
技
術
的
特
殊
性
に
依
存
し
て
、
原
材
料
産
地
或
は
石
炭
産
出
地
帯
で
あ
る
場
合
に

　
　
、
は
、
今
日
の
工
業
に
於
て
盆
々
重
要
性
を
占
め
つ
、
あ
る
所
謂
重
量
減
材
料
を
主
と
す
る
工
業
に
於
て
優
位
を
占
め
、
然
ら
す
し
て
、

　
　
原
材
料
産
地
と
市
場
と
の
中
間
的
位
置
に
あ
る
場
合
も
、
交
通
機
関
の
整
備
、
殊
に
海
上
交
通
に
よ
っ
て
、
輸
入
原
料
を
主
と
す
る
場

　
　
合
に
は
原
材
料
産
地
に
準
ず
る
こ
と
、
な
る
。
他
方
廣
単
な
る
土
地
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
大
規
模
経
営
の
工
場
の
存
立
を

　
　
可
能
な
ら
し
め
る
。

　
　
　
特
殊
的
に
は
、
電
力
、
水
等
の
色
品
に
よ
っ
て
、
特
定
工
業
を
特
に
存
立
せ
し
め
る
こ
と
、
な
り
、
叉
そ
の
程
度
に
從
っ
て
制
約
す

　
　
る
こ
と
～
な
る
。

　
　
　
市
場
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
直
隠
的
距
離
の
制
約
に
よ
っ
て
、
原
材
料
、
製
品
帰
途
に
占
め
る
静
黙
費
の
比
重
の
少
い
こ
と

　
　
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
産
形
態
も
亦
黙
る
程
度
標
準
化
せ
ら
れ
、
取
引
の
軍
純
化
せ
ら
れ
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
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経
営
を
構
成
す
る
労
働
は
、
そ
の
量
的
需
要
を
み
た
し
得
る
占
ド
障
ぐ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
は
低
賃
銀
、
低
能
牽
を

さ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
面
に
於
て
粗
放
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
他
方
そ
の
如
き
未
熟
練
労
働
も
、
高
度
の
機

　
械
化
に
よ
る
集
約
化
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
経
営
相
互
の
関
連
性
の
大
な
る
工
業
に
於
て
は
、
そ
の
中
核
的
工
場
に
直
結
す
る
万
能
工
専
の
存
立
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
一
般

　
的
な
る
部
品
の
関
連
工
場
の
存
立
は
極
め
て
困
難
で
、
只
生
産
の
集
中
度
の
顯
著
な
る
品
位
工
場
は
、
或
る
場
合
に
は
存
立
し
得
る
Q

　
從
っ
て
、
自
然
中
核
的
工
場
は
、
経
営
内
の
作
業
が
増
大
し
、
且
大
規
模
化
す
る
傾
向
を
持
つ
Q

　
　
撃
っ
て
こ
の
地
帯
は
、
一
般
的
に
は
生
産
者
財
に
関
す
る
も
の
を
生
と
し
、
消
費
者
財
に
つ
い
て
は
、
生
産
形
態
、
取
引
形
態
に
よ

　
り
制
約
せ
ら
れ
、
叉
中
間
段
階
ま
で
に
止
ま
り
、
或
は
特
殊
的
な
る
條
件
に
依
存
す
る
も
の
等
に
限
定
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
る
Q

〈
二
）
　
大
都
市
地
帯
は
、
反
対
に
童
話
と
の
室
間
的
距
離
の
制
約
の
な
い
こ
と
が
、
そ
の
最
も
大
き
な
存
立
茶
器
で
あ
っ
て
、
多
く
の
潰

　
費
器
財
は
勿
論
、
生
産
者
財
に
つ
い
て
も
生
産
形
態
、
取
引
形
態
の
複
難
な
る
諸
種
の
工
業
の
存
立
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
の
経
営
は

　
合
理
化
せ
ら
れ
、
叉
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
高
能
率
、
高
賃
銀
の
労
働
集
約
的
経
営
と
な
る
。
從
っ
て
経
営
は
、
中
規
模
、
乃
至
小
規

　
模
の
も
の
、
多
数
集
中
と
な
る
。

　
　
運
途
費
の
点
か
ら
、
所
謂
普
遍
材
料
或
は
純
粋
材
料
に
よ
る
消
費
地
立
地
工
業
の
集
中
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
海
上
交
通

　
に
よ
っ
て
、
輸
入
原
料
供
給
地
と
も
な
る
こ
と
よ
り
、
原
料
地
工
業
の
相
当
部
分
も
こ
、
に
集
中
化
す
る
場
合
に
は
、
更
に
地
域
的
集

　
－
甲
は
顯
著
と
な
る
Q

　
　
叉
関
連
産
業
も
亦
、
各
段
階
、
各
種
類
の
も
の
の
集
中
す
る
傾
向
を
持
ち
、
只
中
核
的
工
場
の
み
は
大
規
模
化
に
伸
っ
て
、
外
繰
地

　
帯
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

147



　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
く
三
）
　
郊
外
地
帯
は
、
從
っ
て
、
右
の
如
き
大
都
市
工
業
地
帯
の
外
縁
で
あ
る
と
共
に
、
地
方
都
市
地
帯
的
性
格
を
も
有
し
、
冷
日
の
工

　
　
業
地
帯
発
展
の
中
心
的
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
只
溶
出
の
場
合
、
交
通
並
に
通
信
機
関
の
相
互
に
、
叉
地
帯
的
に
均
衡
あ
る
発
展
を
遽
げ
て
い
な
い
こ
と
よ
り
し
て
、
右
の
如
き
郊

　
　
外
地
帯
の
特
殊
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
部
分
が
少
く
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
大
都
市
工
業
地
帯
の
工
業
の
集
中
を
よ
り

　
　
以
上
大
な
ら
し
め
る
原
因
の
一
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
工
業
地
帯
自
体
を
、
そ
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
工
業
経
営
の
観
点
か
ら
み
る
時
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
経
営
の
位
置
的
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
併
せ
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
経
営
の
活
動
に
於
て
、
そ
の
位
置
が
問
題
に
な
る
の
は
、
経
営
目
的
達
成
の
諸
要
件
の
一
ど
し
て
ゴ
あ
る
。
面
し
て
経
営
を
構
成
す
る
諸

，
要
件
は
、
相
互
に
有
機
的
に
結
合
せ
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
代
替
的
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
に
於
て
、
位
置
の
経
営
に
対
す
る
相

対
的
適
雁
性
乃
至
嘘
偽
限
界
性
が
一
の
重
要
な
る
問
題
と
な
る
。
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
を
類
型
的
に
明
か
に
す
る
こ
と
も
、
こ
の
意
味
に

於
て
、
経
営
位
置
研
究
に
意
義
を
有
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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五
、
事
例
的
研
究

　
以
上
工
業
地
帯
の
構
成
、
そ
の
形
成
の
條
件
を
、
経
営
位
置
の
問
題
と
し
て
考
察
し
た
の
で
、
そ
の
所
論
を
中
心
と
し
て
、
今
日
我
國
に

於
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
新
工
業
地
帯
来
完
成
工
業
地
帯
の
、
一
、
二
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
事
例
的
研
究
と
す
る
。

　
そ
の
一
は
、
戦
時
中
航
室
機
工
業
を
中
心
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
工
業
地
帯
の
一
で
あ
る
岡
山
を
中
心
と
す
る
地
区
、
そ
の
二
は
、
職
時

－
中
日
鉄
の
製
鉄
所
が
設
け
ら
れ
把
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
だ
兵
庫
縣
廣
畑
地
区
、
の
二
で
あ
る
。
よ
に
職
時
中
に
形
成
せ
ら
れ
た
新
工



業
地
帯
で
あ
う
、
し
か
も
職
時
中
に
未
完
成
の
ま
、
終
戦
と
な
り
、
壷
草
の
激
変
に
著
し
い
影
響
を
蒙
り
っ
、
、
経
済
安
定
、
復
興
の
進
行

と
其
に
、
前
者
は
工
業
誘
致
の
対
象
の
一
と
し
て
工
業
地
帯
の
形
成
を
進
め
、
後
者
は
製
鉄
所
の
再
開
に
再
び
こ
の
地
帯
の
振
興
が
進
め
ら

れ
よ
う
と
す
る
等
、
典
に
或
る
程
度
活
氣
つ
い
て
い
る
地
帯
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
工
業
地
帯
の
特
質
と
、
性
格
を
明
か
に
し
、
工
業
地
帯

形
成
の
條
件
に
及
ぶ
こ
と
、
す
る
。

（
一
）
　
岡
山
地
区
新
工
業
地
帯

　
一
、
概
　
　
　
　
況

　
岡
山
地
区
の
新
工
業
地
帯
は
、
二
の
地
域
よ
り
な
っ
て
い
る
。
一
は
岡
山
市
南
部
（
所
謂
岡
南
地
区
）
旭
川
河
口
、
岡
山
港
を
中
心
と
す

る
埋
立
地
二
三
〇
万
坪
の
地
域
を
中
核
と
す
る
も
の
、
一
一
は
倉
敷
市
南
方
（
所
謂
水
島
地
区
）
高
梁
川
廃
川
敷
の
河
ロ
デ
ル
タ
地
帯
一
七
〇

万
坪
を
中
核
と
す
る
も
の
、
の
二
で
あ
る
Q

　
前
者
郎
ち
岡
南
地
区
は
、
昭
和
十
七
年
K
車
輔
会
杜
、
T
航
空
機
会
肚
、
十
八
年
M
造
機
の
各
工
場
が
設
け
ら
れ
、
叉
昭
和
十
二
年
以
宋

あ
っ
た
K
入
絹
叉
軍
需
に
韓
嚇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
暴
な
戦
時
工
業
地
帯
が
未
完
成
な
が
ら
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
後
者
即
ち
水
島
地
区
は
、
昭
和
十
六
年
差
り
M
航
空
機
の
大
規
模
の
心
室
機
工
場
が
建
設
せ
ら
れ
、
昭
和
十
九
年
一
癒
完
成
し
だ
職
時
工

業
地
帯
で
、
戦
災
に
よ
っ
て
工
場
は
下
篇
と
化
し
戦
後
工
業
地
帯
と
し
て
再
建
が
目
論
ま
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

　
こ
の
二
の
地
域
を
中
心
と
し
て
、
職
後
数
年
、
工
業
生
産
の
復
興
も
湿
る
程
度
進
展
つ
、
あ
る
際
、
地
方
の
工
業
地
帯
を
形
成
し
、
地
方

経
済
の
安
定
と
繁
榮
を
も
た
ら
そ
う
と
関
係
者
が
努
力
し
て
い
る
地
域
な
の
で
あ
る
。
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工
…
栗
地
帯
形
成
の
條
件

岡南地区工場從業員の変化

K人絹 K車輌 T航空機　M造機

戦　時　中 7，500人 1，318人 3，800人 未　　成

昭和23年 一
617

一 一
昭和24年6月 387 492

一 一
昭和25年6月 791 閉　　鐙

一 一

水島地区＝：場從業員の変化

皿航空機 M　機　器 その他工場

曜和19年 22，500人 一　人 一
昭和20年 28，600人 2，920 483

昭和22年 一
2，144 716

昭和24年 一
1，992 1，426

（共に岡山縣企画室『工業基地の紹介』による）

　
二
、
工
業
地
帯
の
実
情

　
こ
れ
ら
の
工
業
地
帯
は
、
地
方
都
市
地
帯
の
そ
れ
で
、
職
時
中
に
造

成
せ
ら
れ
、
未
完
成
の
ま
、
終
職
と
な
り
、
叉
三
災
を
蒙
り
、
所
謂
職

争
の
お
ど
し
ご
と
し
て
の
新
工
業
地
帯
で
あ
る
。
即
ち
次
の
数
字
が
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
Q

　
岡
南
地
区
に
於
る
、
戦
時
中
一
万
二
干
人
以
上
の
三
業
員
を
持
っ
た

工
業
地
帯
が
、
今
日
僅
か
に
千
人
に
み
π
す
、
し
か
も
主
要
四
工
場
の

内
、
職
工
再
開
の
二
上
揚
も
、
一
は
三
十
の
不
況
に
昭
和
二
十
四
年
に

至
っ
て
閉
鎖
し
て
二
四
地
方
の
本
杜
工
場
に
二
三
さ
れ
、
僅
か
に
一
工

場
を
残
す
の
み
と
な
つ
元
の
で
あ
る
Q

　
水
島
地
区
も
同
様
で
、
職
時
中
從
業
員
三
万
入
近
く
を
有
し
だ
工
業

地
帯
が
、
約
一
割
の
三
千
人
に
止
ま
り
、
職
時
の
航
室
機
工
場
設
備
の
一
部
が
残
存
車
輔
関
係
に
韓
点
し
た
外
は
、
中
小
工
場
の
若
干
数
が

こ
、
に
、
新
た
に
位
置
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
從
っ
て
両
地
区
は
、
現
在
戦
時
中
よ
り
の
工
業
地
帯
化
の
爲
の
諸
設
備
、
交
通
施
設
、
電
力
、
水
道
、
ガ
ス
等
が
、
未
完
成
な
が
ら
残
さ

れ
て
お
り
、
諸
建
築
物
等
が
一
部
利
用
さ
れ
つ
、
、
多
く
は
遊
休
化
さ
れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
。
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三
、
工
業
地
帯
と
し
て
の
性
格



　
こ
の
如
き
未
完
成
乃
至
新
工
業
地
帯
の
性
格
は
、
地
方
都
市
地
帯
的
な
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
の
意
味
の
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
を
考

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
市
場
中
心
と
の
関
係

　
地
方
的
需
要
を
別
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
区
の
前
提
と
な
る
市
場
中
心
は
、
一
壷
阪
瀞
地
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
從
っ
て
こ
の

地
区
が
市
場
立
地
工
業
と
直
接
関
係
を
持
ち
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
市
場
と
の
時
間
的
要
素
を
中
心
と
す
る
関
係
で
あ

る
Q

　
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
生
産
形
態
、
取
引
形
態
か
ら
み
て
、
業
種
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
機
器
地
方
を
近
く
に
擦
え
て
優
位
で
あ
る
と

も
い
～
得
ら
れ
る
が
、
業
種
に
よ
っ
て
は
、
余
り
に
距
離
が
葺
き
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
規
格
化
、
標
準
化
の
進
ん
だ
軽
工
業
と
か
、
金
属
工

業
の
如
き
素
材
工
業
に
以
て
は
、
そ
の
限
り
に
於
て
前
者
が
強
調
で
き
る
け
れ
ど
も
、
機
械
工
業
の
如
き
に
つ
い
て
、
個
別
生
産
的
性
格
の

著
し
い
も
の
に
於
て
は
、
後
者
に
属
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
K
人
絹
隷
農
が
漸
次
復
旧
拡
充
せ
ら
れ
る
に
反
し
、
K
車
輔
会
肚
の
工

揚
が
、
昭
和
二
十
四
年
に
な
っ
て
本
志
工
揚
に
吸
牧
さ
れ
て
、
途
に
閉
鎖
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
工
揚
設
備
の
不
備
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
点
に
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
紫
蘇
の
工
業
全
般
が
進
展
し
て
、
規
格
化
、
標
準
化
、
軍
純
化
が
進
む
に
從
っ
て
、

市
場
と
の
距
離
が
近
く
な
る
が
、
個
別
性
の
顯
著
な
完
成
品
工
業
の
存
立
は
こ
の
限
り
に
経
て
困
難
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
自
然
的
、
技
術
的
條
件

　
地
方
都
市
地
帯
の
工
業
地
帯
と
し
て
の
存
立
條
件
の
著
し
い
も
の
は
、
自
然
的
、
技
術
的
な
も
の
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
土
地
的
條
件
、

交
通
位
置
、
原
材
料
等
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
ア
）
　
土
地
的
條
件
。
本
圭
ハ
岡
山
縣
は
農
業
縣
と
い
わ
れ
、
繊
維
関
係
工
業
以
外
は
、
特
殊
の
立
地
條
件
に
よ
っ
て
、
造
船
（
玉
野
の
M

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

・一一　151
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業
地
帯
形
成
の
條
件

華
船
）
、
化
学
工
業
（
神
島
の
K
化
学
）
等
が
若
干
散
在
す
る
に
過
ぎ
な
か
つ
だ
こ
の
地
方
に
、
職
時
中
に
前
記
の
如
く
急
激
に
工
業
地
帯

化
し
よ
う
と
し
た
大
き
な
原
因
の
一
は
、
近
代
的
大
規
模
工
場
の
立
地
條
件
に
必
要
な
る
廣
密
な
る
敷
地
面
積
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
Q

　
岡
南
地
区
は
、
古
く
明
治
時
代
か
ら
逐
次
進
め
ら
れ
て
き
た
児
島
湾
干
拓
計
画
地
と
し
て
埋
山
1
1
τ
れ
た
一
部
で
あ
り
、
水
島
地
区
は
高
梁

川
廃
川
敷
の
デ
ル
タ
地
帯
で
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
我
國
に
於
て
数
少
い
大
規
模
工
場
所
要
面
積
を
み
だ
し
得
る
地
域
の
一
で
あ
っ
だ
の
で

あ
る
。
現
在
こ
の
遊
休
地
域
の
内
、
前
者
は
約
一
〇
〇
万
坪
、
後
者
は
約
四
五
万
圷
を
、
当
面
の
工
業
計
画
地
域
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
限
り
に
於
て
、
地
方
工
業
地
帯
と
し
て
の
前
提
條
件
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
全
國
各
地
に
同
様
の
條
件
の
工
業
地
帯
化
を
待
っ
て
い
る
地
域
が
数
十
ヶ
所
あ
る
こ
と
は
、
戦
後
の
我
國
産
業
の
復
興

の
速
度
に
比
し
て
、
そ
の
数
が
極
め
て
多
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
イ
）
　
交
通
位
置
。
こ
の
地
区
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
市
場
中
心
と
離
れ
、
且
原
材
料
と
の
関
係
も
、
後
述
の
如
く
縣
内
の
蝋
石
、
硫

化
鉱
、
石
灰
石
等
若
干
の
鉱
産
資
源
を
除
け
ば
、
そ
の
所
在
地
或
は
そ
の
近
い
地
域
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
料
産
地
と
、
清
費
地
と

の
中
間
地
帯
、
或
場
合
に
は
迂
回
的
地
帯
で
さ
え
あ
る
。
從
っ
て
、
蓮
逸
費
に
関
す
る
限
り
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
純
粋
材
料
、
換
言
す
れ
ば
、

原
料
か
ら
製
品
化
の
過
程
の
歩
留
り
の
比
軟
的
高
い
限
ら
れ
た
る
工
業
立
地
に
限
局
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
岡
山
縣
南
部
に
職
前
紡
績
工

場
十
余
工
場
を
数
え
、
兜
島
牛
島
並
に
岡
山
煙
霞
南
部
井
原
地
方
に
特
徴
あ
る
綿
機
業
地
（
小
倉
織
等
の
厚
地
物
）
の
発
達
し
て
い
る
こ
と

等
（
註
2
7
）
　
繊
維
関
係
工
業
を
圭
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
、
傳
統
的
條
件
に
も
さ
、
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ

ど
も
、
前
述
の
如
き
位
置
的
條
件
の
制
約
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
只
皇
嗣
、
水
島
両
地
区
労
、
未
完
成
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
工
業
港
を
持
ち
更
に
臨
港
鉄
道
を
持
っ
て
お
り
、
原
材
料
、
製
品
の
翰
途
に

15Z



欠
く
べ
か
ら
ざ
る
交
麺
條
件
が
一
慮
整
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
原
料
輸
入
工
業
に
於
て
、
或
程
度
原
材
料
所
在
地
立
地
工
業
も
亦
、
可
能
性

の
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
π
所
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
・
幾
っ
て
そ
の
可
能
性
は
工
業
港
整
備
の
程
度
如
何
と
関
連
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
（
ウ
）
　
原
材
料
其
他
。
（
註
羽
）
こ
の
地
区
の
原
材
料
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
だ
如
く
、
輿
望
に
数
少
い
も
の
の
中
に
、
蝋
石
、
硫
化
鉱
、

石
灰
石
等
が
あ
る
。

　
蝋
石
は
、
岡
山
縣
南
部
の
東
境
三
石
に
特
産
す
る
も
の
で
、
全
國
生
産
の
七
〇
％
を
占
め
、
耐
火
煉
瓦
、
ク
レ
ー
等
の
主
原
料
と
し
て
著

名
で
あ
る
が
、
所
謂
重
量
減
材
料
と
し
て
、
三
石
並
に
そ
の
附
近
及
び
そ
の
積
出
港
片
上
を
中
’
6
と
し
て
、
耐
火
煉
瓦
工
場
は
全
霊
の
三
〇

％
、
ク
レ
ー
は
九
〇
％
を
占
め
て
、
原
材
料
地
所
在
工
場
と
し
て
、
し
か
も
中
小
経
営
、
乃
至
少
く
と
も
大
経
営
で
な
い
多
数
工
場
の
集
中

に
よ
る
地
方
産
業
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

硫
化
鉱
は
、
岡
山
縣
東
部
柵
原
鑛
山
に
産
し
、
岩
手
縣
松
尾
素
志
と
並
ん
で
、
我
國
硫
化
鑛
の
二
大
産
地
で
、
柵
原
は
全
國
生
産
の
三
〇

％
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
硫
化
鉱
は
い
う
ま
で
も
な
く
硫
酸
の
原
料
で
あ
っ
て
、
硫
酸
の
如
き
腐
敗
性
を
持
つ
液
体
の
輪
途
に
費

用
を
要
す
る
点
、
並
に
製
法
に
よ
っ
て
は
硫
酸
に
製
品
化
さ
れ
る
と
却
っ
て
重
量
を
増
加
す
る
こ
と
も
あ
る
爲
に
、
硫
酸
工
業
は
圭
と
し
て

消
費
地
所
在
工
業
の
性
格
を
持
ち
、
消
費
工
揚
自
体
の
条
営
自
給
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
（
註
四
）
從
っ
て
縣
内
に
顯
著
な
賓
源
を
有

す
る
に
拘
ら
す
、
今
日
ま
で
一
、
二
の
例
外
（
肺
島
の
K
化
学
の
過
燐
酸
石
灰
工
場
、
そ
の
他
入
絹
工
場
等
）
を
除
い
て
は
、
後
述
の
電
力
等

の
諸
條
件
よ
り
し
て
、
硫
安
等
の
硫
化
鉱
関
連
の
工
業
が
存
立
し
得
な
か
つ
π
の
で
あ
る
。

　
石
灰
石
は
、
岡
山
縣
中
部
、
伯
備
線
図
線
に
全
國
的
に
も
良
質
の
も
の
が
多
量
に
あ
っ
て
、
既
に
そ
の
原
料
地
に
0
セ
メ
ン
ト
会
肚
工
場

も
あ
る
。
本
来
セ
メ
ン
ト
工
業
は
原
料
所
在
地
工
業
で
あ
る
が
、
地
方
建
築
資
材
と
し
て
好
況
不
況
の
影
響
が
大
き
く
消
費
地
牽
引
力
も
少

く
な
く
、
し
か
も
石
灰
石
は
全
艦
に
比
軟
的
響
く
分
布
さ
れ
て
い
て
、
多
分
に
所
謂
普
遍
材
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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の
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件

セ
メ
ン
ト
エ
揚
の
立
地
は
、
石
灰
石
と
土
（
に
石
炭
に
恵
ま
れ
た
地
方
か
、
或
は
石
灰
石
が
あ
っ
て
消
費
地
に
近
い
地
方
等
に
多
い
の
で
あ
る
9

（
註
3
0
）
從
っ
て
岡
山
縣
に
石
灰
石
の
み
が
あ
る
こ
と
は
、
悪
し
も
そ
の
関
連
工
業
立
地
條
件
に
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
諸
寮
費
と
の

結
合
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
き
こ
と
よ
り
し
て
、
当
面
の
新
工
業
地
帯
と
、
原
材
料
地
と
の
関
係
は
、
他
の
諸
難
件
の
結
合
に
よ
ウ
て
意
義
を
持
ち
得
る
揚
合

は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
の
み
が
著
し
い
工
業
の
牽
引
力
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
原
材
料
以
外
に
生
産
に
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
、
動
力
、

水
等
が
あ
る
。

　
動
力
の
内
、
黒
糖
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
北
九
州
を
つ
な
ぐ
瀬
戸
内
海
海
運
に
便
を
持
つ
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
地
区
に
北
九
州
よ
り
石
炭
を
輸
思
す
る
の
と
、
清
費
地
道
耐
地
方
の
工
場
に
無
規
す
る
の
と
費
用
に
於
て
余
り
異
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

石
炭
の
消
費
量
の
著
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
料
地
と
清
費
地
と
の
中
間
地
と
し
て
、
や
は
り
他
の
條
件
に
も
支
え
ら
れ
て
の
み
意
義
を

持
ち
得
る
に
過
ぎ
な
い
冷

　
電
力
は
、
近
畿
以
西
所
謂
火
主
水
從
と
い
わ
れ
だ
こ
と
も
あ
る
如
く
、
余
り
恵
ま
れ
す
、
豊
水
時
は
、
縣
内
の
需
要
電
力
量
は
略
水
力
で

ま
か
な
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
渇
水
時
に
は
著
し
く
不
足
し
、
電
力
料
金
も
今
後
の
施
策
の
如
何
と
関
係
が
あ
る
が
、
有
利
で
は
な
い
。
從

っ
て
旭
川
ダ
ム
の
電
源
開
発
計
画
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
生
産
費
中
に
占
め
る
比
重
の
大
な
る
も
の
、
所
謂
電
力
系
化
学
工
業
の
如
き
は
、

こ
、
に
位
置
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
水
に
つ
い
て
は
、
職
分
既
に
人
絹
、
ス
フ
工
場
が
こ
の
地
区
並
に
そ
の
附
近
に
二
、
三
工
場
設
置
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る

如
く
、
水
質
、
水
量
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
地
区
は
よ
に
河
川
に
思
い
、
或
は
河
川
敷
で
あ
り
、
且
職
時
中
か
ら
の
未
完
成
工
業
地
帯
と

し
て
載
る
程
度
水
道
施
設
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
所
と
な
っ
て
い
る
。
只
既
に
述
べ
把
如
く
水
量
に
は
限
り
が
あ
り
、
且
戦
後
各
河
川
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其
常
時
の
水
量
が
減
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
量
の
水
を
使
用
す
る
工
業
に
於
て
は
、
こ
の
面
に
於
け
る
可
能
性
と
限
界
性
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
経
営
上
・
の
條
件

（
ア
）
経
営
労
務

　
当
地
区
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
口
密
度
の
大
き
い
農
業
地
帯
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
角
的
農
業
縣
と
し
て
米

麦
を
補
う
に
、
各
種
の
（
藺
、
薄
荷
、
葡
萄
、
梨
、
桃
、
除
虫
菊
等
）
農
産
系
作
物
が
あ
る
の
で
、
所
謂
農
村
地
帯
に
比
す
れ
ば
、
余
剰
労

力
が
帯
し
も
豊
富
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
地
区
の
所
要
労
力
は
、
瀬
戸
内
海
を
隔
て
、
近
く
四
國
地
方
の

給
源
を
も
控
え
て
い
て
、
阪
神
工
業
地
帯
に
比
し
優
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
既
に
蓮
べ
た
如
く
、
こ
の
地
方
の
労
力
は
、
地
方
都
市
、
農
村
地
帯
工
揚
の
特
徴
と
し
て
、
生
計
費
と
の
関
係
か
ら
賃
銀

は
比
較
的
低
い
代
り
に
、
粂
業
農
家
工
員
農
家
と
し
て
の
労
働
者
、
片
手
間
的
性
格
の
も
の
が
多
い
爲
に
、
能
率
、
技
術
に
於
て
自
ら
懸
隔

の
あ
る
こ
と
は
、
み
と
め
な
け
れ
ば
な
い
。
同
業
種
の
機
械
工
場
で
阪
淋
地
方
の
そ
れ
と
、
こ
の
地
方
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
明
か
に

知
ら
れ
る
所
で
あ
る
Q

　
そ
の
意
昧
に
於
て
、
適
地
工
業
は
、
甚
し
い
熟
練
度
を
要
し
な
い
比
較
的
多
く
の
労
働
量
を
要
す
る
業
種
、
或
は
反
対
に
專
門
機
械
化
、

自
働
機
械
化
の
進
ん
だ
近
代
的
な
業
種
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
（
イ
）
経
営
の
関
連
性

　
繊
維
工
業
を
中
心
と
す
る
軽
工
業
、
金
属
工
業
の
如
き
素
材
工
業
は
、
生
産
工
程
は
一
工
場
内
に
於
て
完
結
す
る
か
、
叉
は
牛
製
品
と
し

て
泊
り
出
さ
れ
る
か
ら
、
他
の
諸
経
営
と
の
関
連
は
、
せ
い
み
＼
垂
直
的
な
も
の
で
臨
時
で
は
な
く
、
叉
化
学
工
業
は
、
そ
れ
自
体
の
持
つ

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

性
質
よ
り
、
極
め
て
多
角
化
す
る
け
れ
ど
も
、
他
経
営
と
の
垂
直
的
乃
至
合
成
的
関
連
性
は
大
き
く
は
な
い
。
こ
の
限
わ
に
於
て
、
こ
の
地

区
に
つ
い
て
も
問
題
は
少
い
。

　
し
か
る
に
機
械
工
業
の
如
き
合
成
的
関
連
の
顯
著
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
他
の
諸
工
業
経
営
と
の
相
互
交
錯
関
係
が
極
め
て
複
難
で
あ
る
、

こ
の
揚
合
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
こ
の
地
区
の
如
き
は
、
地
方
都
市
地
帯
の
性
格
と
し
て
、
中
核
的
な
る
大
規
模
工
揚
の
言
立
と
、
そ
れ
に

直
接
随
俘
す
る
若
干
の
万
能
的
関
連
工
揚
の
存
立
は
可
能
で
あ
る
が
、
関
連
産
業
と
し
て
の
一
般
工
業
の
随
件
は
困
難
で
、
主
と
し
て
阪
紳

工
業
地
帯
に
依
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
只
生
産
量
の
著
し
く
集
中
し
て
い
る
如
き
優
位
性
を
持
つ
專
門
工
場
の
場

合
は
、
他
の
條
件
と
相
侯
っ
て
存
立
の
可
能
性
は
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
当
地
区
を
含
む
本
縣
全
体
で
も
、
金
属
、
機
械
工
業
の
工
場
数
は
五
〇
〇
を
数
え
、
必
し
も
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
農
機
具

工
業
に
於
て
岡
山
中
心
に
特
殊
の
発
達
を
途
げ
て
い
る
外
、
（
註
3
1
）
大
部
分
各
地
分
散
の
小
工
場
に
止
ま
う
、
関
連
産
業
と
し
て
期
待
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
Q
現
に
玉
野
に
あ
る
M
造
船
の
如
き
、
綜
合
工
業
と
し
て
二
百
数
十
種
の
関
連
産
業
を
有
す
る
も
の
が
、
大
正
八
年
以

宋
近
代
的
大
規
模
工
場
（
從
業
員
、
職
時
三
〇
、
O
O
O
人
、
職
後
昭
和
二
十
三
年
七
、
O
O
O
人
）
と
し
て
存
立
し
て
い
る
に
拘
ら
す
、

職
時
中
こ
そ
地
元
並
に
岡
山
附
近
の
農
機
具
工
場
等
ま
で
関
連
工
場
と
し
て
随
所
し
だ
が
、
今
日
で
は
再
び
若
干
の
中
小
工
場
以
外
は
、
多

く
の
関
蓮
産
業
を
、
自
工
場
で
繋
営
す
る
か
、
阪
紳
並
に
遽
く
京
浜
地
方
工
業
地
帯
に
依
存
し
て
い
る
実
情
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
、
に
合
成
的
関
蓮
的
工
業
の
地
方
都
市
地
帯
の
存
立
の
可
能
性
と
限
界
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
四
、
要
　
　
　
　
約

　
以
上
考
察
し
だ
所
に
よ
っ
て
、
岡
南
、
水
島
地
区
を
中
心
と
す
る
地
方
都
市
地
帯
の
工
業
立
地
上
の
性
格
は
次
の
如
く
要
約
で
き
る
Q

　
（
1
）
廣
大
な
る
未
完
成
工
業
地
帯
と
し
て
、
大
規
模
工
場
の
存
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
一
條
件
を
持
つ
、

炉一 P5φ



　
（
2
）
　
原
料
地
と
消
費
地
と
の
中
間
地
帯
と
し
て
、
業
種
的
に
制
約
を
受
け
へ
一
癒
原
材
料
の
歩
留
り
の
高
い
工
業
に
限
定
さ
れ
る
が
、

　
　
梅
陸
交
通
の
便
が
こ
れ
を
補
っ
て
、
原
料
翰
壽
工
業
に
つ
い
て
は
、
原
材
料
所
在
地
立
地
た
り
得
る
。

　
〈
3
）
　
生
産
形
態
、
取
引
形
態
の
複
雑
で
な
い
場
合
に
は
、
生
産
、
取
引
上
の
時
間
的
要
素
に
よ
る
制
約
が
少
い
か
ら
、
阪
紳
問
の
市
揚

　
　
中
心
と
の
空
間
的
距
離
を
克
服
し
得
る
。

　
〈
4
）
　
関
連
性
大
な
る
工
業
に
於
て
は
、
中
核
的
大
規
模
工
場
と
、
そ
れ
に
直
接
随
件
す
る
若
干
の
中
小
工
場
は
存
立
し
得
る
が
、
一
般

　
　
的
関
連
産
業
の
存
立
は
困
難
で
あ
る
。
、

　
（
翫
）
　
労
働
給
源
は
一
叢
豊
富
で
あ
胤
が
、
圭
と
し
て
農
村
の
労
力
で
あ
る
と
い
う
所
に
、
．
技
術
、
能
卒
に
制
約
が
あ
る
か
ら
、
業
種
的

　
　
業
態
的
制
約
が
あ
る
。

　
（
6
）
　
生
産
に
直
接
関
連
す
る
要
素
と
し
て
の
電
力
に
制
約
が
あ
る
が
、
石
炭
供
給
に
一
壷
恵
ま
れ
、
叉
水
質
、
水
量
の
点
か
ら
、
そ
の

　
　
限
度
に
懸
じ
得
る
限
り
、
そ
の
関
連
工
業
の
存
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
。

　
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
こ
の
地
区
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
地
事
件
に
、
猛
る
程
度
の
存
立
の
可
能
性
を
有
し
つ
～
、
何
れ
も
が
特
徴
的
な
る
牽

引
力
を
有
し
な
い
所
に
、
異
常
な
る
工
業
拡
充
時
代
に
は
そ
の
対
象
に
と
り
あ
げ
ら
れ
つ
、
、
全
体
と
し
て
は
今
日
ま
で
工
業
化
分
進
展
が

・
著
し
く
な
く
、
繊
維
関
係
工
業
等
に
若
干
特
殊
性
を
示
す
に
止
ま
っ
た
工
業
立
地
上
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
註
（
7
2
）
　
拙
稿
『
中
小
経
営
の
地
域
的
性
格
の
一
考
察
』
（
前
掲
）
の
「
備
中
機
業
の
事
例
的
研
究
」
参
照
。

　
　
（
％
）
　
諸
統
計
に
つ
い
て
は
、
岡
山
縣
企
画
室
『
岡
山
縣
の
鉱
工
業
』
昭
和
二
十
三
年
刊
参
照
。

　
　
（
2
9
）
　
拙
著
『
経
営
位
置
の
研
究
』
（
前
掲
）
第
二
部
第
二
章
「
硫
安
工
業
」
参
照
。

　
　
（
3
0
）
　
同
、
第
二
部
第
四
章
「
セ
メ
ン
ト
工
業
」
参
照
。

　
　
（
3
1
）
　
拙
著
『
中
小
工
業
の
位
置
論
的
研
究
』
昭
和
二
十
五
年
刊
、
第
二
部
第
二
章
「
農
機
具
工
業
」
参
照
。

　
　
　
工
栄
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
　
　
（
二
）
　
廣
畑
地
区
新
工
業
地
帯

　
一
、
概
　
　
　
　
況

　
廣
畑
地
区
新
工
業
地
帯
は
、
兵
庫
縣
姫
路
市
西
南
部
海
岸
地
帯
で
、
富
士
製
鉄
（
旧
日
本
製
鉄
）
の
贋
畑
製
鉄
所
を
中
心
と
す
る
地
域
で

あ
る
。

　
昭
和
十
二
年
日
華
事
変
に
先
立
つ
数
ヶ
月
に
、
約
百
万
坪
の
贋
畑
製
鉄
所
の
設
置
が
決
定
し
、
昭
和
十
四
年
操
業
を
開
始
、
つ
ば
い
て
東

京
芝
浦
電
氣
系
統
の
三
工
場
が
、
約
四
〇
万
坪
を
擁
し
て
、
そ
れ
に
西
接
す
る
網
干
地
区
に
建
設
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
太
亭
洋
職
事
と

丑
へ
に
大
小
様
々
の
工
場
が
漸
次
設
置
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
從
来
の
農
村
地
帯
は
変
貌
し
て
、
阪
紳
工
業
地
帯
の
延
長
と
し
て
の
郊
外
的
な

る
新
工
業
地
帯
が
形
成
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
つ
π
の
で
あ
る
。

　
職
孚
の
激
化
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
各
工
場
の
拡
充
計
画
は
中
途
に
於
て
停
止
せ
ら
れ
、
未
完
成
の
ま
、
敗
戦
と
な
っ
て
、
操
業
停
止
、
閉

鎖
或
は
韓
三
等
、
す
べ
て
軍
需
関
係
工
場
で
あ
る
爲
に
霊
大
な
る
影
響
を
蒙
り
、
再
び
農
村
地
帯
的
傾
向
を
顯
著
に
し
つ
～
あ
っ
把
の
で
あ

る
が
、
（
註
3
2
）
偶
々
昭
和
二
十
五
年
春
中
核
的
工
場
で
あ
る
廣
畑
製
鉄
所
が
再
開
せ
ら
れ
、
他
方
職
工
数
年
多
少
面
こ
の
地
帯
工
場
の
経
営

・
も
軌
道
に
乗
り
つ
、
あ
る
こ
と
、
相
侯
っ
て
、
再
び
新
工
業
地
帯
と
し
て
の
條
件
の
整
備
が
問
題
と
な
り
つ
、
あ
る
地
域
な
の
で
あ
る
。

　
二
、
工
業
地
帯
の
実
情

　
こ
の
地
域
は
、
前
述
の
如
く
、
阪
神
工
業
地
帯
を
海
岸
線
に
滑
っ
て
、
西
へ
延
長
さ
れ
た
外
緑
野
工
業
地
帯
を
形
成
し
て
い
る
の
で
、
廣

畑
地
区
を
明
確
に
区
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
高
廣
畑
地
区
を
中
心
と
し
て
、
東
の
飾
磨
地
区
、
西
の
網
干
地
区
を
含
む
姫
路
市
の

南
部
海
岸
地
帯
の
地
域
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
～
す
る
。

　
こ
の
地
域
の
戦
時
、
職
後
の
工
業
地
帯
と
し
て
の
実
情
を
示
す
も
の
と
し
て
、
主
要
工
場
の
從
業
員
概
数
の
比
軟
を
す
る
と
次
の
如
く
で
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三型．網午・飾磨地匪馬場從業員の愛化

工　　　場 設　　　立 戦時最盛時 昭和21年4月 昭和25年8月

富　士　鉄 昭和14年
　人18，000 　人

R，000

　人5，200

K：　鐙　鉄 昭和12年
800 200 350

丁　電　氣 昭和18年 4，500 1，200

N　電　機 昭和17年 4，000 1，600 35σ

s　機　器 昭和17年 3，000 100

S　製　鋼 昭和9年 3，000 300 350

N　鋼　業 昭和13年 2，000 300 400

s　紡　績 大正12年
500 100 600

1）セノレロイド 大正8年 1，500 1，200

Tセルロイド 昭和9年
350 100 250

計 37，650 10，000

（昭21．4兵庫縣商工経済会調その他は筆者調査の概数）

こ
の
地
帯
は
、
前
掲
の
如
く
金
属
、
機
械
工
業
を
主
と
し
、
　
一
部
化
学
工
業
、
繊
維
工
業
等
を
介
在
す
る
の
で
あ
る
。

め
性
格
と
、
こ
の
地
帯
と
し
て
の
特
質
と
を
併
せ
考
察
す
る

～
す
る
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
。
こ
の
地
区
は
、
職
前
は
姫
路
市
郊
外
の
小
都
会
、
漁
港
、
農

村
等
で
あ
っ
て
、
次
表
中
の
セ
ル
ロ
イ
ド
関
係
二
工
場
、
紡
績
一
工

場
の
三
工
場
以
外
に
は
、
小
数
の
中
小
工
場
を
み
る
に
過
ぎ
な
か
つ

だ
、
全
く
の
新
工
業
地
帯
で
あ
る
Q

　
即
ち
職
時
中
主
要
工
場
に
於
て
三
万
八
千
人
近
い
面
白
員
を
持
つ

た
工
業
地
帯
が
、
無
垢
一
万
人
を
擁
し
、
最
盛
時
の
二
六
％
余
を
占

め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
節
に
み
だ
地
方
都
市
地
帯
と

し
て
の
岡
山
地
区
新
工
業
地
帯
が
、
職
時
中
の
從
業
員
の
一
割
に
達

し
な
い
の
に
比
し
、
業
種
的
構
成
の
相
異
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
等
し

く
新
工
業
地
帯
で
あ
っ
て
も
、
一
雁
大
工
業
地
帯
の
外
繰
的
工
業
地

帯
と
し
て
の
立
地
的
優
位
性
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
職
後
経
済
の
復
興
安
定
の
進
展
に
件
っ
て
、
こ
の
地
帯
が

注
目
さ
れ
る
所
以
も
こ
、
に
あ
る
〇

　
三
、
工
業
地
帯
と
し
て
の
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
既
存
工
業

　
　
　
こ
の
新
工
業
地
帯
と
し
て
の
性
格
を
明
か
な
ら
し
め
る
こ
と
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工
…
粟
地
帯
形
成
の
條
件

　
　
　
（
1
）
　
市
場
中
心
と
の
関
係

　
こ
の
地
区
の
前
提
と
な
る
市
場
中
心
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
阪
紳
地
方
で
あ
り
、
從
っ
て
叉
こ
の
地
区
は
そ
の
市
場
中
心
の
外
縁
的
地
帯

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
こ
の
地
帯
の
中
核
が
製
鉄
業
、
機
械
工
業
等
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
零
雨
中
心
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　
（
ア
）
　
製
鉄
業
。
鉄
鋼
業
は
重
量
物
工
業
で
あ
り
、
翰
邊
工
業
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
（
註
3
3
）
銑
鉄
一
殖
当
り
石
炭
と
鉄
鉱
石
の
重
量
三

殖
乃
至
四
穂
を
要
す
る
所
謂
重
量
減
材
料
工
業
の
典
型
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
本
来
原
材
料
所
在
地
工
業
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
國
に
於

て
は
、
鉄
鉱
石
の
大
部
分
が
輸
入
原
料
で
あ
る
上
、
石
炭
も
亦
相
当
部
分
良
質
炭
の
翰
入
（
廣
畑
に
於
て
は
現
在
四
〇
％
程
度
輸
入
）
に
侯

つ
こ
と
よ
り
し
て
、
海
上
交
通
の
便
あ
る
所
が
、
原
材
料
所
在
地
に
準
ず
る
こ
と
、
な
る
。
北
九
州
八
幡
が
石
炭
産
出
地
帯
を
控
え
て
、
我

國
製
鉄
業
の
中
心
地
と
な
つ
だ
の
も
こ
の
点
に
あ
る
が
、
阪
神
清
費
地
を
控
え
る
こ
の
地
区
の
海
上
交
通
の
便
（
専
用
港
が
設
備
さ
れ
て
い

る
）
が
、
消
費
地
と
原
材
料
地
と
の
優
位
性
を
古
る
程
度
併
せ
有
す
る
こ
と
、
な
る
。

　
殊
に
近
年
に
於
て
、
製
鉄
技
術
の
進
歩
は
、
鉄
鉱
石
清
費
量
は
余
り
変
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
殖
当
り
石
炭
量
の
減
少
が
著
し
く
、
こ
の
こ

と
は
ア
メ
リ
カ
に
於
て
殊
に
顯
著
で
、
そ
の
結
果
石
炭
産
出
地
帯
の
立
地
上
の
支
配
力
が
減
少
し
て
、
市
場
の
牽
引
力
が
増
大
し
つ
、
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
（
註
3
4
）
更
に
製
鉄
業
が
銑
鋼
一
貫
作
業
で
あ
r
る
場
合
、
（
廣
畑
で
は
銑
鉄
の
牛
分
を
製
鋼
に
あ
て
、
牛
分
を
販
蓋
し
て
い
る
、
）

製
鋼
工
程
に
屑
鉄
を
混
用
す
る
率
が
大
き
い
程
（
現
在
廣
畑
で
は
屑
鉄
六
五
％
使
用
）
こ
の
面
か
ら
も
市
場
の
牽
引
力
を
増
大
す
る
。

　
こ
、
に
於
て
、
廣
畑
製
鉄
所
の
設
備
が
我
國
に
於
て
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
清
費
地
近
接
の
製
鉄
業
立
地
上
の
特
質
が

あ
る
の
で
あ
る
。
製
鉄
関
係
の
今
後
の
拡
充
の
一
の
重
点
た
る
位
置
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
イ
）
　
機
械
工
業
。
機
械
工
業
も
業
種
に
よ
っ
て
は
重
量
物
工
業
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
　
一
般
的
に
は
顯
著
な
重
量
減
工
業
で
は
な
風
、
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そ
の
意
気
で
運
送
費
に
よ
る
原
材
料
産
地
の
索
引
力
は
著
し
く
な
く
、
他
の
難
件
が
影
響
力
を
持
つ
こ
と
、
な
る
。
市
揚
と
の
関
係
を
み
る

か
ぎ
り
、
生
産
段
階
が
進
み
、
高
次
の
製
品
に
な
る
に
頒
っ
て
市
場
の
索
引
力
が
大
き
い
。

　
特
に
市
銀
と
の
関
係
は
時
悶
的
要
素
を
中
心
と
し
て
、
生
産
形
態
、
取
引
形
態
の
如
何
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
。
こ
の
地
区
は
阪
耐
工

業
地
帯
の
外
緑
地
帯
と
し
て
、
鉄
鋼
業
の
如
き
素
材
製
品
に
あ
っ
て
は
、
消
費
地
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
機
械
製
品

で
も
、
注
文
生
産
で
学
事
の
蟹
隈
な
部
門
に
あ
っ
て
は
、
時
間
的
関
係
か
ら
、
市
揚
中
心
と
の
室
間
的
距
離
が
堅
き
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
モ

ー
タ
ー
等
の
N
電
機
、
機
械
工
作
の
S
機
器
が
今
日
伺
か
つ
て
大
規
模
工
場
で
あ
り
な
が
ら
、
前
掲
の
如
く
少
数
の
從
業
員
を
以
て
漸
く
経

営
を
持
続
し
て
い
る
の
は
、
設
備
、
経
営
等
の
問
題
が
あ
り
、
叉
後
者
は
賠
償
関
係
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
職
時
需
要
と
全
く
異
っ
て
、
市
場

中
心
と
の
室
問
的
距
離
に
よ
る
時
間
的
要
素
に
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
結
果
で
あ
る
。
反
対
に
眞
室
管
製
造
の
T
電
解
は
、
等
し
く
、
職
時
中

の
新
設
工
場
で
あ
る
が
、
規
格
品
の
言
揚
生
産
を
主
と
す
る
こ
と
が
、
右
の
如
き
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
他
方
全
國
生
産
の
略
四
〇
％

を
占
め
る
と
い
う
特
殊
專
門
工
揚
で
あ
り
、
且
重
量
物
で
な
い
こ
と
等
と
相
挨
っ
て
、
能
く
存
立
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
外
緑
工

業
地
帯
の
、
市
場
中
心
と
の
関
係
に
於
け
る
可
能
性
と
限
界
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
金
属
、
機
械
工
業
以
外
で
も
、
こ
の
地
区
の
一
の
地
域
的
特
徴
を
な
す
後
葉
の
セ
ル
ロ
イ
ド
工
業
に
於
て
、
セ
ル
ロ
イ

ド
生
地
製
造
が
D
セ
ル
ロ
イ
ド
骨
揚
を
中
心
と
し
て
全
國
の
六
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
加
工
の
殆
ど
は
、
大
阪
或
は
東
京

の
清
潔
地
乃
至
輸
出
地
に
煮
て
行
は
れ
、
若
干
の
例
外
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
、
一
事
前
述
の
市
揚
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
、
業
種
、
業
態
に
よ
っ
て
、
市
揚
中
心
と
の
関
連
に
於
い
て
、
運
途
費
の
関
係
と
、
時
間
的
要
素
に
よ
っ
て
、
外
縁
的
工
業
地

帯
の
工
業
存
立
の
可
能
性
と
限
界
性
が
決
定
づ
け
ら
れ
、
從
っ
て
叉
交
通
通
信
機
関
の
整
備
の
程
度
が
、
こ
れ
に
著
し
い
影
響
を
與
え
る
こ

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
漁
栗
地
帯
形
成
の
條
件

と
、
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
区
の
阪
神
地
方
と
の
交
通
の
改
善
に
よ
っ
て
、
黄
蓮
の
不
振
の
工
業
の
存
立
條
件
を
整
備
す
る
可
能
性
の
あ

る
こ
と
も
、
地
方
都
市
地
帯
と
異
っ
て
、
郊
外
地
帯
で
あ
る
こ
と
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
自
然
的
技
術
的
條
件

　
外
線
的
工
業
地
帯
と
し
て
、
罵
る
程
度
市
場
的
関
連
の
優
位
な
る
地
域
に
以
て
、
自
然
的
、
技
術
的
條
件
の
加
は
る
こ
と
は
、
こ
の
地
区

発
展
に
著
し
い
牽
引
力
を
有
す
る
Q

　
（
ア
）
　
土
地
的
條
件
。
姫
路
市
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
地
区
を
含
ん
で
、
曳
く
南
播
州
二
野
は
、
今
次
職
事
前
に
は
、
明
治
、
大
正
年
間

に
紡
績
工
揚
を
主
と
す
る
工
場
が
相
次
い
で
散
在
的
に
設
立
せ
ら
れ
把
に
過
ぎ
す
、
そ
れ
以
後
の
我
國
工
業
発
展
時
代
で
あ
る
昭
和
に
入
っ

て
か
ら
、
目
立
つ
π
工
場
の
設
立
を
殆
ど
み
な
い
所
の
、
中
小
工
業
を
含
む
農
村
地
帯
に
過
ぎ
な
か
つ
泥
の
で
あ
る
。
次
の
主
要
工
場
設
立

播磨平野の職前に於ける童要工場と設立時期

会 壮　 工　場設立時期

明11年

大12年

大6年
明34年

大8年
昭3年

明42年

明42年

明23年

大8年
大3年

大6年
大6年
明41年

大8年

大7年
明18年

路
磨
路
路
路
穗
石
砂
川
南
路
路
路
生

姫
飾
姫
姫
姫
赤
明
高
描
印
姫
姫
姫
相

大日本紡績

▲鐘淵紡績

▲日本毛織

片倉製糸
ト組製糸

▲播磨調製皆

▲大日本セノレロイ糾網干

軽羅

別府

福島紡績

A　ll
日出紡績

▲竜田紡績

▲東洋紡績
〃▲

〃
　
　
〃

▲

▲浅田化ii糞

▲多木製犯

▲印は現在工揚

の
時
期
の
一
覧
の
如
く
で
あ
る
Q

　
こ
の
如
き
地
帯
に
於
て
、
十
数
年
の
後
に
於

て
、
冷
次
職
夢
を
契
機
と
し
て
、
重
工
業
関
係

工
揚
が
既
蓮
の
如
く
相
次
い
で
設
立
せ
ら
れ
た

の
は
、
越
畑
、
網
干
、
飾
磨
、
の
何
れ
の
地
区

も
、
余
り
肥
沃
で
な
い
水
田
、
三
田
等
の
、
埋

立
地
を
加
え
て
、
数
十
万
圷
乃
至
百
万
圷
の
工

場
適
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
且
そ
の
重
工

業
の
規
模
が
、
旧
来
の
軽
工
業
に
比
し
、
著
し
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く
大
き
く
て
、
所
要
面
積
に
つ
い
て
も
、
我
國
に
於
て
は
立
地
上
極
め
て
大
き
な
制
約
が
あ
っ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
前
節
の
地
方
都
市
地
帯
と
し
て
の
岡
山
地
区
の
工
揚
新
設
が
主
と
し
て
太
李
失
職
事
後
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
地
区
は
日
華

事
変
勃
発
乃
至
そ
の
以
前
よ
り
工
業
地
帯
化
し
た
こ
と
は
、
市
場
中
心
に
対
す
る
そ
の
延
長
と
し
て
の
、
郊
外
地
帯
的
な
る
、
外
縁
的
工
業

地
帯
で
あ
る
所
に
由
来
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
－

　
（
イ
）
交
通
位
置
。
こ
の
地
区
は
、
第
二
種
重
要
港
湾
（
地
方
の
経
営
に
委
ね
、
國
が
こ
れ
を
助
成
す
る
も
の
）
の
飾
磨
港
を
有
し
、

西
接
し
て
廣
畑
製
鉄
所
が
信
用
港
を
大
規
模
に
設
け
、
只
網
干
港
は
こ
の
地
区
の
工
業
地
帯
化
が
未
完
成
に
止
ま
っ
て
漁
港
に
止
ま
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
海
上
交
通
と
、
陸
上
交
通
の
整
備
に
よ
つ
て
、
外
書
的
乍
ら
、
緊
要
工
業
地
帯
の
西
へ
の
地
帯
圏
的
延
長
を
或
る
程
度
形

成
す
る
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
既
に
述
べ
た
如
く
、
業
種
、
業
態
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
区
を
既
に
市
揚
中
心
地
帯
の
一
部
た

ら
し
め
、
一
部
は
外
縁
地
帯
だ
ら
し
め
、
市
場
的
制
約
の
非
常
に
顯
著
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
爾
地
方
都
市
地
帯
的
性
格
を
残
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
ウ
）
　
原
材
料
其
他
。
こ
の
地
区
は
、
そ
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
を
含
め
て
、
資
源
的
に
顯
著
な
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
電

力
も
亦
、
近
畿
自
体
電
源
に
乏
し
く
、
中
部
地
方
か
ら
の
融
通
電
力
と
、
火
力
発
電
に
よ
る
平
字
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
制
約
的

條
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
地
区
を
特
徴
づ
け
る
自
然
的
條
件
の
主
な
る
も
の
は
水
で
あ
る
。
南
播
磨
牛
野
は
、
東
か
ら
、
加
古
川
、
市
川
、
夢
前
川
、
揖
保
川
、

千
種
川
と
遷
る
程
度
の
水
量
と
、
良
好
な
る
水
質
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
加
古
川
に
沿
っ
て
羊
毛
紡
績
、
製
紙
工
揚
、
か
つ
て
は
人
，

絹
雲
揚
も
設
立
さ
れ
、
こ
の
地
区
の
揖
保
川
の
水
に
依
存
し
て
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
業
が
早
く
か
ら
成
立
し
、
我
國
生
産
の
過
牛
を
占
め
る
の

で
あ
り
、
こ
の
上
流
に
も
羊
毛
紡
績
工
場
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
れ
も
水
に
依
存
す
る
工
業
で
あ
る
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
只
水
量
に
は
限
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
工
業
の
存
立
の
限
界
が
あ
る
。
こ
の
地
区
の
河
川
は
源
が
深
く
な
く
、
且
職
時
戦
後

の
荒
廃
に
よ
っ
て
常
時
水
量
が
、
こ
れ
ら
の
工
揚
設
立
当
時
よ
り
相
当
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
工
業
の
冷
後
の
発
展
に
は
、

こ
の
面
の
技
術
的
研
究
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
自
然
的
、
技
術
的
観
点
か
ら
は
、
こ
の
地
区
が
近
代
的
昌
盛
の
要
求
す
る
廣
さ
を
持
つ
こ
と
、
、
阪
神
工
業
地
帯
に
西
接
し

て
海
上
輸
途
の
便
を
有
す
る
こ
と
が
そ
の
立
地
漁
業
を
顯
著
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
早
く
か
ら
こ
の
地
区
に
一
部
工
揚
を
存
立
せ
し
め
π

條
件
の
一
で
あ
る
水
に
つ
い
て
は
、
そ
の
量
的
制
約
が
こ
の
工
業
の
集
中
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
経
営
上
の
條
件

　
（
ア
）
経
営
労
働

　
こ
の
地
区
の
工
場
労
働
も
亦
、
い
う
ま
で
も
な
く
農
村
地
帯
を
前
提
と
す
る
。
播
磨
芳
野
を
通
じ
て
、
農
家
一
戸
当
り
感
興
耕
作
面
積
五

反
前
後
の
小
経
営
で
あ
る
爲
に
、
豊
富
な
る
農
塚
軍
制
労
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
平
野
の
所
々
に
、
織
物
、
メ
リ
ヤ
ス
、
幣
物
、
鎌
、
ソ
ロ
バ

ン
、
藁
工
品
、
マ
ッ
チ
、
素
麺
等
の
愛
甲
的
な
規
模
の
地
方
的
傳
統
産
業
が
発
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
点
等
し
く
農
村
地
帯
と
い
っ

て
も
、
岡
山
地
区
の
そ
れ
と
異
っ
て
、
特
殊
の
中
小
工
業
の
発
達
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
從
っ
て
こ
の
地
区
の
前
掲
の
諸
工
場
の
要
理
員
の
六
〇
％
程
度
は
農
家
の
二
男
、
三
男
を
中
心
と
し
、
或
は
婦
女
子
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら

れ
、
叉
思
至
製
鉄
所
の
如
き
大
規
模
工
揚
は
、
五
〇
％
程
度
が
周
辺
農
村
よ
り
の
通
勤
に
止
ま
る
が
、
そ
の
他
の
工
揚
は
七
〇
％
程
度
、
更

に
規
模
の
小
さ
い
工
場
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
部
分
が
通
勤
に
よ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
如
き
農
村
労
力
の
経
営
に
與
え
る
影
響
は
、
業
種
業
態
に
よ
っ
て
異
る
。
大
工
業
地
帯
に
比
し
賃
銀
が
出
営
的
低
い
代
り
に
、
質
的

に
、
能
率
の
劣
る
こ
と
の
影
響
の
大
き
い
の
は
、
機
械
工
業
で
あ
る
Q
我
輩
の
機
械
工
業
が
、
特
に
伺
工
員
の
熟
練
度
、
経
験
に
依
存
す
る
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部
分
が
多
い
だ
け
に
、
大
工
業
地
帯
所
在
機
械
工
業
に
比
し
、
こ
の
地
帯
工
揚
の
弱
点
と
な
っ
て
い
る
。
眞
室
管
製
造
の
如
き
一
部
自
動
機

械
化
が
進
み
、
且
女
子
労
力
を
主
と
す
る
如
き
規
格
生
産
に
な
る
と
、
大
都
市
労
力
に
比
し
て
、
低
能
奮
・
或
は
製
品
の
歩
留
り
卒
が
低
い
こ

と
が
難
点
で
は
あ
っ
て
も
、
直
黒
的
影
響
は
少
い
。
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
製
造
の
如
き
化
学
工
業
、
…
装
置
産
業
に
な
る
と
、
從
っ
て
こ
の
点
の

問
題
は
一
層
少
い
。
製
鉄
製
鋼
の
如
き
は
、
可
な
b
過
重
な
重
労
働
で
あ
る
爲
に
、
右
の
如
き
点
よ
り
、
從
素
こ
の
地
帯
の
如
き
比
軟
的
恵

ま
れ
把
農
村
に
生
活
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
性
格
と
し
て
適
種
労
働
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
只
最
近
の
如
く
労
働
の
需
給
関
係
の
均
衡

が
と
れ
す
、
失
業
を
恐
れ
る
如
き
情
勢
に
よ
っ
て
、
事
情
は
幾
分
変
化
し
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
只
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
農
村
労
力
を
主
体
と
す
る
時
、
農
村
の
生
活
様
式
が
、
継
続
生
産
を
霊
亀
と
す
る
工
場
経
営
に
與
え
る
影
響
は
少

く
な
い
。
農
業
労
働
の
繁
閑
に
よ
る
は
勿
論
、
そ
れ
に
俘
う
生
活
様
式
祭
糺
そ
の
他
の
年
中
行
事
が
、
少
な
か
ら
ず
工
場
の
生
産
に
制
約
を

與
え
る
こ
と
は
、
都
市
工
場
に
見
ら
れ
な
い
所
で
あ
る
。

　
（
イ
）
経
営
の
関
連
性

　
こ
の
地
区
並
に
そ
の
周
辺
を
通
じ
て
、
所
在
工
場
間
の
関
連
性
は
、
現
在
の
所
極
め
て
少
な
い
。

　
既
に
触
れ
た
如
く
、
セ
ル
ロ
イ
ド
工
業
が
生
地
製
造
と
生
地
加
工
と
に
垂
直
的
に
分
割
さ
れ
て
、
こ
の
地
区
は
生
地
製
遣
工
場
が
所
在
し

て
金
國
生
産
の
六
〇
％
以
上
を
占
め
て
専
門
化
し
、
生
地
加
工
と
し
て
二
、
三
の
工
場
を
附
近
に
随
件
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
部
分
は
、

大
阪
地
方
の
中
小
工
場
に
供
給
せ
ら
れ
る
Q

　
網
干
地
区
の
眞
空
管
工
場
、
モ
ー
タ
ー
等
の
機
械
製
逡
、
機
械
工
作
等
の
三
工
場
は
、
本
素
東
京
芝
浦
系
と
し
て
職
時
中
に
大
規
模
に
一

貫
的
、
綜
合
的
に
計
画
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
夫
完
成
の
ま
、
終
点
と
な
つ
だ
爲
に
中
絶
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
場
は
差
当
り
分

離
経
営
せ
ら
れ
、
聖
日
で
は
技
術
的
、
取
引
的
に
も
殆
ど
関
連
を
有
せ
す
、
二
工
場
は
縮
少
せ
ら
れ
て
、
只
眞
空
管
工
場
の
み
が
全
冊
生
産

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

一165一



　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件

の
四
〇
％
を
占
め
る
と
い
う
特
殊
専
門
工
場
と
し
て
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
に
止
ま
る
。
而
し
て
眞
空
管
工
場
も
、
エ
ボ
ナ
イ
ト
ベ
ー
ス
と

か
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
、
一
、
二
の
工
場
を
附
近
に
随
沖
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
地
区
の
中
核
で
あ
る
贋
畑
製
鉄
所
に
つ
い
て
み
る
に
、
論
難
一
貫
作
業
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
圧
延
部
門
は
現
在
鋼
板
、

し
か
も
殆
ど
邉
船
用
鋼
板
を
主
と
す
る
の
み
で
、
製
品
品
種
が
極
め
て
少
く
、
現
在
の
所
製
品
を
中
4
6
と
す
る
経
営
の
諸
関
連
は
殆
ど
み
ら

れ
な
い
。
圧
延
以
後
の
製
品
の
多
種
化
に
俘
っ
て
、
將
素
関
連
工
場
の
存
立
の
可
能
性
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
只
資
材
面
に
於
て
、
西

接
し
て
イ
ン
ゴ
ッ
ト
ケ
ー
ス
蕉
門
の
K
鋳
鉄
を
随
黒
し
、
こ
れ
が
こ
の
種
製
品
の
全
野
生
産
の
三
五
％
を
占
め
る
専
門
工
揚
と
な
り
、
叉
製

鋼
に
常
時
必
要
な
H
耐
火
煉
瓦
工
場
を
こ
の
地
区
の
東
部
高
砂
に
持
ち
、
或
は
地
元
に
工
場
維
持
の
爲
の
修
繕
そ
の
他
の
請
負
業
者
を
多
数

随
件
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　
伺
飾
磨
地
区
に
こ
の
製
鋼
工
場
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
土
（
に
戦
時
中
特
殊
鋼
工
場
と
し
て
設
立
せ
ら
れ
だ
も
の
で
、
愚
論
の
需
要
激
減
に
よ

っ
て
、
レ
ー
ル
、
レ
ー
ル
の
ポ
イ
ン
ト
、
そ
の
他
産
業
機
械
用
部
分
素
材
等
の
製
鋼
に
韓
換
運
営
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
贋
畑

製
鉄
と
の
関
連
も
全
く
み
ら
れ
な
い
。

　
要
す
る
に
こ
の
地
区
は
、
現
状
に
於
て
、
大
規
模
の
素
材
工
業
と
、
特
殊
講
話
品
工
業
と
に
よ
り
形
成
せ
ら
れ
、
一
般
関
連
産
業
は
、
職

時
中
に
企
画
さ
れ
、
着
手
さ
れ
て
、
し
か
も
中
絶
の
ま
、
今
日
に
至
つ
だ
も
の
で
、
阪
押
大
工
業
地
帯
の
延
長
が
未
完
成
の
ま
、
、
郊
外
地

帯
的
工
業
地
帯
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
四
、
要
　
　
　
　
約

　
以
上
考
察
し
た
所
に
よ
っ
て
、
廣
畑
地
区
を
中
心
と
す
る
外
縁
的
乃
至
郊
外
的
工
業
地
帯
の
工
業
立
地
上
の
性
格
は
次
の
如
く
要
約
で
き

る
。
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（
1
）
鉄
鋼
業
の
生
産
、
取
引
形
態
学
に
輸
逡
等
の
特
殊
性
よ
り
し
て
、
こ
の
地
区
は
、
海
上
交
遍
の
便
と
相
侯
っ
て
、
素
材
面
に
於
て

　
　
大
工
業
地
帯
の
延
長
地
帯
を
形
成
し
、
し
か
も
冷
後
の
拡
充
の
可
能
性
を
持
つ
。

　
（
2
）
　
機
械
工
業
そ
の
他
の
工
業
に
あ
っ
て
は
、
生
産
、
取
引
形
態
に
よ
っ
て
は
、
空
間
的
距
離
に
よ
る
時
間
的
制
約
が
、
市
揚
中
心
を

　
　
離
れ
て
、
競
孚
の
激
し
い
複
難
な
一
般
製
品
に
於
て
は
、
そ
の
存
立
を
限
定
し
、
差
当
り
特
殊
営
門
工
場
に
於
て
の
み
可
能
性
を
持
つ

　
　
て
い
る
。
室
問
的
距
離
の
克
服
が
條
件
を
変
更
せ
し
め
得
る
で
あ
ら
う
。

　
（
3
）
　
大
工
業
地
帯
の
延
長
と
し
て
の
外
縁
に
、
今
日
の
大
規
模
工
場
存
立
可
能
な
面
積
を
持
つ
こ
と
は
、
今
後
の
拡
充
に
他
の
多
く
の

　
　
地
方
都
市
地
帯
に
比
し
優
位
性
を
持
つ
。

　
（
4
）
　
水
に
関
す
る
條
件
は
、
こ
の
地
区
工
業
成
立
の
一
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
量
的
制
約
が
そ
の
発
展
の
程
度
を
限
界
づ
け
る
。

　
（
5
）
　
背
後
地
の
豊
富
な
農
村
労
力
は
、
工
場
の
一
の
立
地
條
件
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
業
種
、
業
態
に
よ
っ
て
、
経
営
に
異
つ
だ
影

　
　
響
を
與
え
る
。

　
（
6
）
　
郊
外
的
工
業
地
帯
と
し
て
、
素
材
工
業
と
、
特
殊
專
門
工
業
を
存
立
せ
し
め
て
お
り
、
一
般
的
関
連
産
業
の
発
展
の
條
件
は
、
一

　
　
は
中
核
の
製
鉄
業
の
質
的
拡
充
で
あ
り
、
一
は
市
場
中
心
と
の
空
間
的
距
離
の
克
服
に
よ
る
立
地
條
件
の
改
善
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
で
き
る
Q

　
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
郊
外
的
工
業
地
帯
の
性
格
が
、
こ
の
地
区
の
持
つ
特
殊
性
と
結
合
し
て
褒
示
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発

展
の
程
度
は
、
右
に
基
く
立
地
條
件
の
造
成
に
あ
る
と
典
に
、
結
局
に
於
て
、
我
國
産
業
の
推
移
に
依
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
所

で
あ
る
Q

　
註
　
（
3
2
）
　
こ
の
間
の
農
工
交
錯
事
情
の
一
部
は
、
次
の
二
小
丈
を
参
照
。

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

　
拙
稿
『
工
場
建
設
の
農
村
に
及
ぼ
す
影
響
－
南
播
磨
工
業
地
帯
を
中
心
と
し
て
』
一
口
本
学
術
振
興
会
第
十
四
小
委
員
会
報
告
『
農
工
問
題
研
究
』
第
一
輯

　
昭
和
二
十
一
年
刊
所
載
r

　
拙
稿
『
播
磨
亭
野
に
於
け
る
載
後
の
農
工
問
題
』
1
同
報
告
『
農
工
問
題
研
究
』
第
二
輯
昭
和
二
十
二
年
刊
所
載
、

（
3
3
）
　
拙
著
『
経
営
位
置
の
研
究
』
（
前
掲
）
第
二
都
第
三
章
「
鉄
鋼
業
」
参
照
。

（
謎
）
　
≦
・
H
器
a
．
、
旨
旨
①
「
8
匿
8
巴
壁
6
8
冨
一
昌
貯
Φ
岸
。
β
9
。
5
α
馨
①
o
＝
巨
霊
ω
昌
ω
ぢ
8
昏
o
o
醇
ξ
凱
韓
。
Φ
旨
げ
。
①
ロ
ε
昌
．
”

　
甫
『
o
臼
。
二
旨
巴
o
h
℃
o
年
δ
巴
国
ど
。
ロ
9
β
ざ
冒
昌
①
μ
㊤
膳
Q
Q
・

六
．
、
結
語
－
工
業
地
帯
の
形
成

　
以
上
工
業
地
帯
の
構
成
と
形
成
の
條
件
を
、
一
般
的
に
考
察
し
、
次
で
そ
の
事
例
的
研
究
を
こ
の
地
区
に
つ
い
て
行
つ
だ
。
し
か
し
な
が

ら
こ
れ
ら
の
工
業
地
帯
が
現
実
に
形
成
せ
ら
れ
る
の
は
、
工
業
が
全
体
と
し
て
繁
栄
し
拡
張
さ
れ
る
か
、
或
種
の
工
業
が
特
に
進
展
す
る
か
、

駅
馬
は
古
い
工
業
に
代
っ
て
人
な
る
工
業
が
勃
興
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
産
業
の
構
成
が
変
化
す
み
こ
と
が
第
一
垂
準
と
な
り
、
し
か
も
こ

れ
ら
が
工
業
の
地
域
的
分
布
の
変
化
と
な
っ
て
．
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
、
始
め
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
工
場
は
本
宍
多
額
の
資
本
を
投
じ
て
建
物
、
機
械
設
備
等
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
工
場
の
移
韓
は
こ
れ
ら
を
著
し
く
犠
牲
に
す
る
こ

と
を
意
味
し
、
夏
に
余
分
の
資
本
を
要
し
、
且
は
労
働
給
源
の
確
保
に
も
困
難
和
得
す
る
。
立
っ
て
一
般
に
工
場
は
一
度
建
設
せ
ら
れ
る
と

容
易
に
移
毒
す
る
も
の
で
は
な
い
。
建
物
、
設
備
が
著
し
く
老
朽
化
し
だ
り
、
技
術
の
変
革
に
よ
っ
て
機
械
設
備
等
に
根
本
的
に
建
直
し
を

必
要
と
す
る
場
合
、
或
は
需
要
の
増
大
に
俘
う
生
産
設
備
の
拡
張
の
場
合
等
々
除
い
て
、
大
工
場
に
当
て
そ
の
例
を
み
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

阪
神
地
方
の
今
次
の
高
潮
、
風
水
害
に
よ
っ
て
工
場
移
韓
が
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
今
ま
で
の
再
三
の
被
害
に
も
殆
ど

そ
の
移
韓
が
実
現
し
て
い
な
い
。
多
額
の
費
用
を
投
じ
て
防
潮
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
移
轄
を
思
い
止
ま
っ
た
大
工
場
の
実
例
も
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あ
る
。
傳
統
的
に
形
成
さ
れ
セ
立
地
條
件
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
。
低
い
わ
ゆ
る
中
小
工
場
の
如
き
小
資
本
の
場
合
に
於
て
は
、
比
軟
的
近

い
範
囲
の
同
一
地
域
内
に
お
け
る
移
韓
が
各
種
の
事
情
に
よ
っ
て
少
か
ら
ず
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
実
際
の
資
料
は
、
我
國
で
は
殆
ど
み
ら
れ
な
い
が
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
商
務
局
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
三
七
年
の
工
場
移
轄

数
九
四
、
そ
の
殆
ど
が
小
工
場
で
、
し
か
も
三
分
の
二
は
ロ
ン
ド
ン
地
域
に
あ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
発
展
に
託
っ
て
そ
の
周
辺
に
移
附
し
忙

に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
叉
同
じ
調
査
で
、
　
一
九
三
二
年
よ
り
一
九
三
七
年
ま
で
の
工
場
移
轄
数
三
八
八
の
内
、
そ
の
大
部
分
が
同
一

地
域
内
の
移
韓
で
、
異
る
地
域
聞
の
移
韓
は
五
九
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
註
3
5
）

　
要
す
る
に
工
場
は
早
急
に
は
容
易
に
移
荒
し
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
職
時
に
多
分
に
疎
開
等
の
異
常
な
る
事
情
に
よ
っ
て
拡
充
形
成

さ
れ
だ
新
興
工
業
地
帯
、
未
完
成
工
業
地
帯
が
、
種
々
の
工
業
地
帯
の
形
成
の
條
件
を
あ
げ
得
る
に
拘
ら
す
、
冷
後
の
発
展
に
多
く
の
困
難

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
前
掲
と
同
じ
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
に
よ
っ
て
例
示
す
る
と
、
一
九
三
二
年
よ
り
一
九
三
七
年
の
間
に
、
全
体
と
し
て
二
、
七
八
六
の
工

場
が
新
設
さ
れ
、
一
二
三
〇
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
の
内
新
設
さ
れ
た
工
場
の
業
種
は
、
繁
駕
し
つ
、
あ
る
も
の
で
、
閉
鎖
・
さ
れ
た
工
揚

の
業
種
は
不
況
に
あ
っ
π
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
而
し
て
イ
ギ
リ
ス
南
部
で
は
新
設
一
、
七
七
五
、
閉
鎖
一
、
〇
三
六
、
差
引
七
三
九

工
場
の
増
加
、
北
部
で
は
新
設
一
、
〇
一
一
、
閉
鎖
一
、
○
八
四
、
差
引
八
三
工
場
の
減
少
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
、
北
部
に
比
し
、

南
部
の
工
業
の
繁
榮
増
加
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
圭
6
昌
曽
ロ
0
δ
）

　
即
ち
需
要
の
増
大
、
需
要
さ
れ
る
も
の
の
質
の
変
化
等
の
市
場
垂
垂
件
の
変
化
、
製
造
工
程
の
技
術
的
革
命
或
は
新
だ
な
る
技
術
に
よ
る

新
た
な
る
製
品
の
創
成
等
の
技
術
的
條
件
の
変
化
等
が
、
工
業
地
帯
形
成
の
問
題
と
関
連
を
有
す
る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。

　
夏
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
工
業
地
帯
形
成
の
可
能
性
と
限
界
性
は
、
自
ら
地
域
の
持
つ
諸
條
件
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に

　
　
　
工
業
地
帯
形
成
の
條
件
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工
業
地
帯
形
成
の
條
件

一
慮
明
か
と
な
る
け
れ
ど
も
、
特
定
の
地
帯
に
特
定
の
工
業
の
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
る
地
帯
形
成
の
問
題
は
、
一
般
的
に
読
明

の
困
難
な
所
で
あ
る
。
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
詮
明
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
工
場
立
地
の
最
終
の
決
定
は
、
そ
の
意
昧
で
極

端
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
》
B
簿
8
吋
o
h
。
冨
ロ
8
で
行
わ
れ
、
叉
経
営
当
事
者
の
U
o
。
巨
。
口
。
臨
§
o
B
碧
で
き
ま
る
と
い
わ
れ
（
詮
3
7
）
、

或
は
ト
。
巴
⑦
δ
ぼ
。
以
外
に
は
簡
軍
に
詮
明
で
き
な
い
　
（
註
3
8
）
、
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
入
的
結
合
関
係
、
郷
土
的
関

係
の
縁
故
関
係
が
最
終
的
に
は
極
め
て
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
Q

　
註
（
％
）
（
m
6
0
）
ψ
男
．
∪
窪
三
ω
o
昌
、
、
酒
石
H
o
＄
戯
。
コ
o
h
ぎ
α
賃
ω
仲
曼
蜂
。
巳
子
。
脅
や
需
ω
需
ユ
｝
『
＄
ω
．
．
　
り
。
。
O
℃
・
H
ω
◎
。
占
α
①

　
　
（
3
7
）
　
ビ
リ
ρ
］
≦
舘
◎
ゆ
ゴ
卯
ロ
、
、
b
d
ロ
ω
ぎ
。
繊
〉
α
旨
一
艮
費
鉾
凶
。
づ
．
．
℃
●
匂
○
凱
山
『

　
　
　
（
3
8
）
　
妻
・
男
冒
ω
娼
ユ
。
鴨
一
、
、
H
ロ
負
岳
ま
9
＝
≦
蝉
冨
o
q
①
目
。
暮
．
．
即
ω
Q
。

　
（
あ
と
が
き
）
　
こ
の
研
究
は
昭
和
二
十
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
叉
事
例
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
縣
商
工

　
　
部
工
業
課
、
岡
山
縣
企
画
室
に
よ
り
調
査
の
便
宜
を
得
た
外
、
地
元
関
係
諸
藩
揚
見
学
の
機
会
を
得
た
こ
と
を
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
〇
・
一
一
・
二
七
）
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Japanese　Corporation　Auditorship　and　its　Criticism

　　The　Japanese　Commercial　Law　in　force　（including　the　Corporation　Act）

regulates　three　parties　as　the　organs　of　cofrporation，　L　e．　the　meeting　of

stockholders，　directors　and　auditors．　The　functions　of　auditors　in　the　corpora－

tion　as　regulated　in　the　same　law，　are　to　audit　the　financial　reports　and　to

surpervise　business　activities．

　　But　according　to　the　Revised　Commercial　Law　（1951），　the　auditorsl　duty　is

amended　only　to　audit　the　financial　reports．　On　the　other　hand．　the　Certified

Public　Accountant　（CPA．）　Act，　the　Securities　＆　Exchange　’Act　and　the　Regula－

tion　of　Securities　Exchange　Commission，　（like　the　Securities　Act，　the　Securities

Exchange　Act，　and　SEC．　in　U．　S．　A．）　have　been　in　force　since　1947　in　Japan，

with　excePtion　of　CPA．　Act．

　　Under．　these　circumstances，　the　opinion　in　this　country　is　divided　on　the

relation　between　the　auditors　aS　an　organ　of　the　corporation　and　CPA，　as　an

independent　public　accountant．　Some　argue　strongly　the　abolition　of　the

auditors，　．for　reasons　that　the　auditors　have　failed　generally　to　perform　their

duties　for　the　corporations，　judged　from　．　Japanese　experience．

　　But　we　think，　they　should　argued　on　the　ground　of　actual　performance　of

the　auditors，　otherwise　their　arguements　will　fail　in　the　auditing　theory，　and

also　will　have　an　important　effect　upon　the　CPA．　and　the　Securities　＆　Exchange

Act　in　the　future．

　　Under　such　confused　circumstances，　this　article　aims　at　the　investigation　of

the　actual　present　condition　of　the　auditors　in　some　corporations，　and　tries　to

criticize　the　above　mentioned　arguements　on　the　invebtigated　grounds．

　　We　investigated　the　prospectuses　（1949－1950）　of　74　corporations．　and　from

the　statistical　resttlts，　we　are　enabled　to　report　on　the　actual　present　conditions

as　follows’ F

　　　1．　The　number　of　the　standing　auditors　（28　persons）　is　very　small，　compared

with　the　not－standing　auditors　（125　persons）．

　　　2．　The　auditors　are　regulated　to　be　slected　by　the　stockholders，　so　they　are

responsible　for　audit　to　the　stockholders，　to．protect　their　interests．　But　only

15　auditors　（9．7％一）　have　a　large　member　of　shares　（above　10，001　shares　in

this　investigation）　of　their　corporations，　and　138　quditors　（90．　3　％）　have　a　small

member’of　shares　（under　10，000　shares）．　Above　all　it　is　noteworthy　that　70

auditors　（45．7％）　have　under　1，000　shares　（details，　30　auditors　have　1，000一一501

shares．　32　auditors　have　500－1　shares．　8　auditors　no　share　of　their　corporations）．
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　　　3．110auditors（64．3％）were　graduated　6f　business，　economic，　law　univer・

sities　or　such　colleges．　So　we　can　presume　that　they　are　fit　to　audit　the

financial　reports　and　surpervise　the　business　activities　as　auditors．

　　　4．　85　auditors　have　their　careers　in　the　past，　as　president　directors　or

managers　in　the　same　corporation，　etc．　From　such　factS，　we　may　conclude

that　they． 翌奄撃戟@be　able　to　express　their　opinions　as　to　the　financial　reports　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

to　surpervise　the．　busineSs　activities　from　thelr　varlous　experlences．

　　Notwithstahding　their　ability，　very　Small　number　of　the　auditors　perform

their　duties　e缶ciently，　others　fail　in　their　duties．　We　think　that　such　lnournful

condition　is　surely　due　to　the　fact　many　Japanese　have　no　serious　sense　of　the

auditor’s　function，　and　COnseque耳tly　皿any　stockholders　do　not　require　of　the

auditors　to　perform　their　duties．

　　If　the　financial　repor七s　be　audited　as　by　the　statt【te　of　Japanese　CPA．　　this

law　will　be　enforced　for　large　scale　corporations　in　the　near　future　　，auditors

．may　be　abolished　as　an　organ　of　corporation，　with　good　bene丘t　to　the　stock・

holders．　ahd　other　interested　parties　of　the　corporations．　So　far，　therefore，　as

large　scale　corporations　are　concerned　we　approve　the　arguments丘σr　abolition．

But　there　isσne　defebt　in　this　insistence，　because　the　Revised　Colnmercial　Law

likewiSe　regulates　ve｝y　small　corporations，　with　a　few　stockholders，　which　are

more　like　private　enterprises．　It　is　not　necessary　to　abolish　auditors　as　an　organ

of　such　small　scale　corporations．　It　is　much　better　for　the　governlnent　to

educate　thさauditors　to　perform　their　duties　eMciently　the　Revised　Law，　and

at　the　same　time　to　educate　the　peoPle　to　pay　more　attention　to　the　auditor，s

function．

　　Our　conclusion　fro皿statisti6al　results　is　that　some　auditors　should　rightly

be　abolished．as　an　organ　of　the　corporation　and　their　duties　be　more　completely

performed　by　Japanese　CPA，　but　some　auditors　should　be　retained　for　small

Scale　corporations．．「ln　other　words，　one　uniformity　of　system　will　not　be　valid

for　all　cotiporations　in　this　country．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　αoノ吻Kubota

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　Of　Accounting

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lnstitute　Research　Stuff，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　乙ruiversity．

Depreciation　in　Tax　Law

　By　virtue　of“Shoup　Mission，s　reco皿mendations，”much　improvements　have

been　brought　about　in　the　syste皿of　Japan’s　taxation・　In　the　field　of　deprecia・

tion，　the　selective　use　of　several　methods　df　depreciation　became　recognized

in　the　tax　law．　Still，　at　present，　investigations　of　the　reasonable　useful　lives
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of　the　depreciable　properties　are　being　made　under　the’　main　ditection　of　the

Ministry　of　Finance，　and　the　results　are　expected　to　be　published　in　the　near’

future．

　　The　useful　life　as　recognized　in　the　Japanese　tax　law　is　the　composite　life

and　no　item－wise　useful　life　do　exist　as　recognized　for　each　of　the　depreciable

assets．　For　example．　as　regards　the　depreciation　of　tangible　assets　such　as

inachinery，　the　composite　rate　is　shown　for　each　kind　of　’industry，　and　that

rate　is　uniformly　applied　tO　all　enterprises　which　pertain　to　that　kind　of　indu一，

stry．　No　modification　of　that　rate　is　recognized．　in　accordance　of　the　actual

conditions　of　the　assets　of　the　enterprise．　At　the　time　when　the　study　as　to

the　revision　of　the　useful．　lives　of　the　depreciable　properties　is　now　being

made，　the　writer　thinks　it　necessary　that　the　tax　’regulations　concerning　depre－

ciation　should　be　amended　in　the　following　directions．

　　（1）　The　determination　of　the　useful　lives　should　be　commenced　with　the　item

life　as　does　Bulletin‘F’of’the　Bureau　of　lnternal　Revenue　（U．．S．　Treasury

Department）．　But　the　composite　depreciation　should　not　be　abandoned　・because

of　its　simplicity．　Accordin’№撃凵C　besides　the　determination’　of　the　item　life，　there

should　be　the　standard　composite　usefdl　life　applicable　to　each　kind　of　industry．

and　whether　or　not　to　calculate　the　depreciation　deductions　on　the　composite

basis　or　on　the　item　basi．s，　should　be　left　at　the　option　of　each　enterprise．

　　（2）　When・the　standard　depreciation　rate　based　on　composite　lives　is　used，

and　found　to　be　inadequate　in　subsequent　years，’．　that　standard　rate　being

determined　on　the　basis　of　average　life　一it　should　be　recognized　to　modify

that　rate　in　order　to　make　it　conform　to　the　particular　conditions　of　each．

enterprise，・　when　the　request　for　the　correction　of　computation　is　made　by’　the

taxpayer　and　approved　by　the　tax　authorities．

　　（3）　ln　the　computa’tiOn　of　the　loss　（or　gain）　on　disposal　of　fixed　assets，　item

lives　should　be　the　base．

　　Further　investigation　should　be　made　as　to　the　reasonableness　of　treating

the　gain　（or　loss）　from　the　appraisals　of　fixed　assets　as　a　taxable　income　（or

a　taxable　deduction）．　The　Japanese　tax　law　should　introduce　sOme　idea　to

make　a　distinction　between　the　realized　gains　（or　losses）　and　the　unrealized

ones．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sasumu　VVatanabe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PtりLfes50rげA‘60％”’ゴ％8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nstitute　Rescarch　Stuff，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Univer雪iりP．
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Unions　and　Wage　lncentive　System

　　The　objective　of　this　treatise　is　to　acquaint　the　readers　with　the　wage
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

mcentlve　system　in　the　U．　S．　A．，　where　the．system　is　most　developed，．　and

esPecially　with　the　change　that　came　over　the　problem　of　piecework，　with　the

recent　development　of　trade　unions．　For　data，　the　writer，　principally　depended

on　the“Union　Policies　and　IndUstrial　Management”，　by　Prof．　S．　H．　Slichter，

1941．The　conclusions　propounded　in　this　book，　derived　inductively　from　the

abundance　of　carefully　studied　factua1．data，　are　full　of　good　suggestions　to

the　industrial　managenlent　in　Japan　where　the　incentive　system　is　still　in　its

infantile　stage．　The　following　points　which　are　set　forth　in　the　conclusions

are　of　deep　interest：一　The　lnost　decisive　ground　of　cbjection　against　piece・

work　lies　chiefly　in　the　circumstances　that　the　nature　of　the　work　is　not　well

adapted　to　piecework．　With　the　de▽elopment　of　the　unions，　what　thus　far　had

been　considered　as　the　disadvantqge　of　piecework　has　become　to　be　only　secon－

dary　importance．　The　abuse　of　rate・cutting　which　had　been　considered　as

the　greatest　of　the　faults　that　accompany　piecework，　has　been　found　to　have

decreased．　Most　unions　now　participate　in　task・setting，　and　as　a　result　the

distrust　of　the　workers　towards　the　procedures　employed　in　task・setting　is

decreasing．　The　principle．that　had　been　advocated　by　Taylor，　that　the　time

study　should　be　carried　on　in　the　planning　department　only　by　foremen，　and

the　workers　should　be　ohly　directed　to　performance，　has　been　changing．　More・

over，　in　the　national　wage　negotiations，　for　a　new　reason　of　the　unformity　of

dir㏄t　labor　cost，　piecework　has　come　to　be　preferred．

　　The　conditionS　in　Japan，　as　compared　with　those　in　the　U．　S．　A．，　are　quite

different．　The　wage　level　is　very　low　in　Japan　almost　as　low　as　to　be　called

the　pallper　leve1，　and　the　demand　is血ore　for　the　guarantee　of　the　lnininユum

living　wages　than　for　piecework，　and　all　the　unions　are　against　the　incentive

system．　Moreover，　almost　no　attqmpt　is　made　to　carry　on　time－study　or　other

job・studies；and　th6　method　of．task：一setting　is　e血tirely　unscienti丘。．　Under

such　circumstances　piecework　is　quite　apt　to　be　abused．　The　trade　unions　in

Japan　are　not　as　yet　strong　enough　to　participate　in　the　determination　of

piecework　alld　its　administration．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshimoto　Kobayashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　Of　Labor　Ma〃agement，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Unitアet　siり，．
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Relations　of　Land　Utilization　to　the

Deyelopment　of　Transportation

　　According　to　Ricardo’s　explanation，“rent，，　results　from’the　use　of　the　origi－

nal　and　indestructible　power　of‡he　soi1，．　By　the　use　of　the　word‘‘rent，，　in

this　theoretical　meaning，　rent　is　realized　only　when　the　soil　is　used　economically，

and　the　soil　returning　no　r6nt　means　to　have　been　ineffectively　used．

　　According　to　this　explanation，　rent　iS　generally　divided　into　two．　classes．

One　is　the　rent　which　results　from　the　difference　of　the　fertility　of　the　soil

and　the　other　from　the　difference　of　locations．　of．the　soil．　Both　the　fertility

and　the　location　of　the　soil　are　inherent　in　the　soi1，　and　are　of　the　original

and　indestructible　pOwer　of　the　soi1．　If　the　rent　resulting　from　the　difference

of　fertility　is　called　the　fertility　rent，　the　rent　from　the　difference　of　the　locations

皿ay　be　called　the　location　rent．　Ricardo　minutely　discussed　the　former　in　his

famous　book，　but　did　not　tollch　upon　the　latter．　H：owever，　the　latter　is　of　more

importance　when　we　discuss　the　relation　of　the　transportation　and　the　use　of

the　soi1．．

　　According　to　Cooley，s　explanation1：suppose　that　there　is　a　large　area　of　soiI

wi亡h亡he　same　fer亡ili亡y，　a且d　wli亡h　a　ci亡y　iying　ln　i亡s　cen亡re，　which　cons随es　aU

its　agricultural　products3　then　the　total　rent　o正the　area　will　theoretically　form

acone．　Because　the　location　rent　is　expressed　as　the　difference　of　transport－

ation　costs　of　the　commodities．

　　If　the　transportation　in　the　area　develops　and　the　transportation　cost　becomes

1／2，the　dimension　of　cultivation　becomes　four　times　as　large　and　the　rent

bringing．　area　three　times　as　large。

　　As　ThUnen2　has　already　pointed　out，　however，　even　if　the　fertility　of　the

soil　is　the　same，　culti▽ation．　methods　may　differ　according　to　the　locations　of

the　farms．　The　intensive　cultivation．may　be　employed　in　the　farms　nearer

．to　the　city，　and　the　extensjve　qultivation　may　be　employed　jn　the　farms　far

from　th6　city．

　　The　intensive　method　produces　a　larger　amount　of　production　and　larger

profits　and　renders　a　larger　rent　to　the　landlords　fronl　the　same　area．． `s
the　unit　cost　of　the　product　by　the　intensive　method　rises　higher　than　tha亡

for　the　product　by　the　extensiveエnethod，． 狽??@former　method　can　not　be　em－

ployed　unless　the．product　in　the　farm　is　much　more　than　the　market　price
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

mlnus　transportatlon　cost．

　　The　development　of　transportation　reduces　the　cost　of　freight　and　increases

the　price　of　products　in　the　farms．　The　developlnent　of　transportation　there・

for6　makes　employment　of　the　intensive　method　possible　in　the　farms　far　fro：m
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the　city．　ln　the　long　run，　the　progress　of　transportation　makes　it　possible　not

only’to　exploit　the　uncultivated　soil，　but　also　makes　the　intensive　method

possible，　in　the　cultivated　area．

　1）　C．’H．　Cooley，　The　Theory．of　Transportbtion，　1894．

　2）　H．　v．　j．　Thiinen，　Der　isolierte　Staat，　1842　bzw．　1863．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Torasaburo　Nomura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor｛ゾTransPortation，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Universily．

Conditions　for　lndustrial　Localization

　　It　is　an　importapt　matter　for　certain　industries　to　select　their　plant－location．

In　a　certain　location，　on　the　other　hand，　we　have　al＄o　many　business　problems

to　settle　for　industrial　plants．　Moreover，　in　the　modern　complicated　industrial

mechanism，　we　cannot　overlook　the　mutual　spatial　relations　among　many

industrial　firms　and　plants　in　the　districts．　These　spatial　busihess　problems

arise皿ainly　in　the　industrial　localization，　or　industrial　districts．

　　The　industrial　distticts　are　generally　of　four　types；　a　big－city　location，

a　suburban　location，　a　country　location　and　a　specialized　community．　Each

location　has　the　beneficial　as　well　as　detrimental　effects　on　industrial　plants．

The　purpose　of　this　article　is　to　clarify　the　location　problems　w：ith　these　types

of　’
狽??@industrial　districts　and　touch　upon　the　problem　of　regional　development

by　giving　induce皿ents　for　the　establishment，　extension　or　transference　of　the

plants，　now皿uch　disctissed　in　Japan．

　　The　first　element　is　the　proximity　to　the　market　in　each　type　of　industrial

districts，　which　consists　of　the　transportation　charges　and　time　element　to　the

market，　though　the　latter　is　often　overlooked．　This　factors　are　beneficial　in

a　big－city　and　suburban　location．　We　must　be　careful　that　the　effects　of　these

factors　are　different　for　each　kind　of　industries　or，　in　some　cases，　for　their

business　policy．

　　The　＄econd　element　is　the　natural　and　technical　factors　of　the　districts，

which　are，　especialy，　・beneficial　in　a　country　location．　This　element　includes

not　only　the　environment　problem　of　the　plants，　but　also　their　techni・cal

processes．

　　The　third　element　is　the　local　concentration　of　various　industries，　vihich

gives　each　plant　the　economic　benefit　from　external　causes．　The　beneficial

relations　among　many　firms　and　plants　concentrated　in　one　district，　are

horizontal，　vertical　or　synthetic　according　to　their　technical　processes　or　econo－

mic　conn6ctions．　This　mechanism，　of　course，　may　differ　for　each　type　of　the

industrial　district．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　i72　一
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　　Thus　the　possibilitY　and　limitation　of　industrial　localization　are　generally

interpreted　by　the　’aboVe－stated　elements．　一But　it　often　actually　happens　that

where　a　new　plant　shall　be　located　in　a　certain　district　is　determined　as　a　mat－

ter　of　chance　or　by．the　decission　of　one　man．　The　early　start　of　local

concentration　can　be　often　explained　only　by　the　leadership．　Accordingly，　the

p6rsipnnel　factor　too　must　be　taken　as　an　important　element　of　thd　regional

industrial　development．

　　LaStly．　this　article　gives　the　practical　explanation　of　the　two　industrial

districts　of　Japan，　the　suburban　and　the　coUntry　locations．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルlinoin　Beika

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assist．　Professor　of　Plant　Location

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jnstitute　Research　Stuff，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Universめ，．
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