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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

　
　
　
　
　
　
一
そ
の
通
商
條
約
・
關
税
政
策
並
び
に
通
商
協
定
の
攣
遷
一

柴

田

銀

次

郎

第
一
節
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
最
恵
國
待
遇
問
題

　
国
民
の
国
際
経
済
活
動
は
、
一
面
に
は
そ
の
国
の
国
内
経
済
法
制
（
例
え
ば
関
税
法
、
輸
出
入
統
制
法
な
ど
）
の
制
約
を
受
け
、
他
面
に

は
外
国
と
の
通
商
条
約
及
び
通
商
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
を
通
例
と
し
て
い
る
。
而
し
て
、
現
在
ま
で
に
各
国
間

で
結
ば
れ
た
通
商
条
約
の
内
容
に
於
て
、
通
商
上
に
直
接
効
果
の
あ
る
条
項
で
共
通
的
に
重
要
な
点
は
、
最
恵
国
待
遇
及
び
内
国
人
待
遇
に

関
す
る
約
款
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
十
六
世
紀
の
頃
か
ら
、
約
定
国
に
は
他
国
に
与
え
た
恩
典
に
無
条
件
で
均
需
さ
せ
る
と
い
う
所
謂
「
無
条
件
最
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

国
待
遇
」
の
約
定
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
代
各
国
間
の
通
商
条
約
に
於
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
条
件
最
恵

国
約
款
は
、
一
八
六
〇
年
に
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
結
ば
れ
た
コ
ブ
デ
ン
・
シ
ュ
ヅ
ァ
リ
エ
条
約
（
誤
①
O
。
匿
睾
撃
。
邑
尋
目
お
母
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
於
て
明
確
に
こ
れ
を
規
約
し
た
こ
と
が
、
そ
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
一
八
六
〇
年
以
後
に
於
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
間
で
締
結
さ
れ
た
通
商
条
約
の
殆
ど
総
べ
て
は
、
こ
の
無
条
件
最
恵
国
待
遇
の
約
款
を
含
ん
で
い
る
。
尤
も
、
こ
れ
が
実
際
の
適
用

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

に
当
っ
て
は
、
第
三
国
に
得
難
さ
せ
な
い
よ
う
な
特
殊
な
手
段
を
講
じ
た
規
定
を
設
け
て
隠
蔽
さ
れ
た
差
別
待
遇
を
な
す
場
合
も
屡
々
お
っ

た
。
即
ち
、
関
税
行
政
上
は
無
差
別
取
扱
の
規
定
を
設
け
な
が
ら
、
公
安
叉
は
衛
生
上
の
取
締
に
名
を
借
り
て
差
別
待
遇
を
な
し
、
或
は
徒

ら
に
品
目
を
細
分
類
し
て
無
差
別
待
遇
の
適
用
範
囲
を
狭
く
す
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。
後
者
の
極
端
な
例
と
し
て
、
叉
世
界
的
に
有
名

な
事
例
と
し
て
は
、
一
九
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
関
税
定
率
法
に
於
て
協
定
税
率
一
〇
三
号
と
し
て
、
「
大
き
い
斑
の
あ
る
山
牛
も
し
く
は
褐
色
の

牛
で
あ
っ
て
、
海
抜
三
〇
〇
米
以
上
の
地
点
で
飼
養
さ
れ
、
且
つ
海
抜
八
0
0
米
以
上
の
地
点
に
於
て
毎
年
少
く
と
も
一
ケ
月
間
牧
畜
し
た

醗
鋭
）
」
と
規
定
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
産
の
牛
と
絶
対
に
競
争
と
な
ら
な
い
ス
イ
ス
産
の
牛
の
輸
入
の
み
に

特
恵
を
与
え
、
オ
ラ
ン
ダ
産
、
p
シ
や
産
等
の
牛
の
輸
入
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
無
条
件
最
恵
国
待
遇
条
約
下
に
於
て
差

別
的
取
扱
方
策
の
極
端
な
実
例
と
し
て
屡
々
引
用
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
は
こ
の
よ
う
な
隠
蔽
さ
れ
た
差
別
待
遇
が
多
少
は
潜
在
し
た
け

れ
ど
も
、
総
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
行
わ
れ
た
通
商
条
約
は
、
早
く
か
ら
無
条
件
最
恵
国
約
款
を
基
礎
と
し
て
い
た
。

　
し
か
る
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
最
初
か
ら
今
日
ま
で
常
に
何
等
か
の
形
に
於
て
条
件
付
最
恵
国
約
款
を
以
て
終
始
し
て
い
る
。
一
九
二

二
年
の
関
税
定
率
法
に
於
て
条
件
付
最
恵
国
待
遇
の
規
則
を
廃
棄
し
た
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
貿
易
の
自
由
を
理
想
と
し
た
無
条

件
最
恵
国
待
遇
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
、
重
る
通
商
条
約
に
於
て
は
最
恵
国
待
遇
の
無
条
件
均
需
を
約
束
し
て
い
て
も
、
関

税
定
率
法
に
於
て
叉
は
個
々
の
通
商
協
定
に
於
て
除
外
例
を
設
け
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
始
め
て
条
件
付
最
恵
国
待
遇
約
款
を
採
用
し
た
の
は
、
一
七
七
八
年
フ
ラ
ン
ス
と
の
通
商
条
約
に
於
て
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
両
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
報
償
を
与
え
る
条
件
で
以
て
総
べ
て
の
第
三
国
に
許
し
叉
は
引
続
き
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

さ
ん
と
す
る
貿
易
上
の
あ
ら
ゆ
る
譲
許
に
均
窯
す
る
こ
と
を
協
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
七
七
八
年
以
後
一
九
二
二
年
ま
で
は
、
そ
の
関
税

定
率
法
に
於
て
は
勿
論
の
こ
と
、
各
国
と
の
通
商
条
約
に
於
て
も
、
従
っ
て
叉
個
々
の
通
商
協
定
に
於
て
も
、
常
に
条
件
付
で
な
け
れ
ば
最

一4一



恵
国
待
遇
を
交
換
し
な
い
と
い
う
態
度
を
採
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
、
根
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
保
護
貿
易
主
義
の
堅
持
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
又
、
或
る
特
別
の
政
治
的
そ
の
他
の
関
係
を
持
つ
国
叉
は
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
特
殊
の
恩
典
を
譲
与
し
た
国
に
与

え
た
恩
恵
を
、
か
罵
る
こ
と
の
な
い
他
の
国
で
あ
っ
て
新
に
ア
メ
リ
カ
と
協
約
す
る
国
に
も
均
需
さ
せ
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る
と
い
う
理

念
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
国
と
の
最
恵
国
協
定
に
於
て
採
ら
れ
た
交
換
条
件
の
内
容
と
等
し
い
か
、
叉
は
、
こ
れ
に
匹
敵
す

る
程
度
の
条
件
を
、
他
の
第
三
国
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
各
国
の
経
済
構
造
や
貿
易
事
情
が
異
る
た
め
に
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と

や
、
叉
、
無
条
件
約
定
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
商
品
は
却
っ
て
広
汎
な
客
好
が
開
拓
さ
れ
且
つ
関
税
上
有
利
な
待
遇
を
獲
得
し
得
る
と
い
う
ヨ

ー
ロ
ッ
。
ハ
流
の
考
え
方
に
は
振
り
向
き
も
し
な
か
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
殆
ど
建
国
の
当
初
か
ら
保
護
政
策
を
射
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
初
は
そ
の
当
時
の
貿
易
事
情
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
遅
れ
た
幼
稚
産
業
の
事
情
か
ら
已
む
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
は
十
九
世
紀
半
ま
で
は
輸
出
総
額
の
凡
そ
八
五
％

が
原
料
と
食
料
品
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
肉
類
、
穀
物
、
綿
花
、
タ
バ
コ
、
木
材
等
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
（
ア

メ
リ
カ
輸
出
の
七
〇
％
以
上
は
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
あ
っ
た
）
の
必
需
物
資
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
十
九
世
紀
末
に
及
ん
で
も
七
〇
％
を

超
え
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
も
六
〇
％
と
多
少
の
退
行
は
見
て
い
る
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
原
料
、
食
料
品
輸
出
国
た
る
地
位
に
あ
っ
た
。

こ
れ
に
反
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
か
ら
す
る
輸
入
の
多
く
は
製
造
品
で
あ
り
且
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
の
国
か
ら
輸
入
す
る
も
ア

メ
リ
カ
の
選
択
に
委
さ
れ
て
い
た
（
第
1
表
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
交
渉
力
を
著
し
く
高
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

外
国
に
対
し
て
か
な
り
の
無
理
が
押
し
通
せ
る
事
情
に
あ
っ
た
。
か
X
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
高
関
税
も
、
条
件
付
最
恵
国
待

遇
も
、
叉
、
貿
易
上
の
差
別
待
遇
も
、
直
接
に
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
入
に
さ
し
て
響
く
こ
と
が
な
く
、
保
護
政
策
も
大
き
い
実
害
が
な
く
遂
行

さ
れ
て
、
豊
富
な
資
源
の
開
発
と
国
内
産
業
の
著
し
い
進
歩
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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第1表アメリカ合衆国輸出入総額に対する類別割含（％）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

出輸

食　料　品　1工業製造品　1その他年度i原料品
O．　31

0．　16

0．　10

0．　31

0．　09

0．　47

0．　58

0．　09

0，　47

0．　02

16．　38

13．　87

17．　21

15．　32

18．　62

14．　78

21．　18

35．　38

44i．　85

51．　60

51．　99

63．　76

20．　97

18．　36

20，　43

16．　06

24．　65

55．　77

42．　21

39．　80

21．　58

25．　08

18．　50

14．　31

62．　34

67．　61

62．　26

68．　31

56．　64

28．　98

36．　03

24．　73

33．　10

23．　30

29．　51

21．　93

1830

　40

　50

　60

　70

　80

　90

1900

　　10

　20

　25

　　30

入輸

1830 6．72 27．16 65．19 0．93

40 11．71 31．00 56．65 0．64

50 6．75 22．75 70．01 0．49

60 10．48 25．37 63．19 0．85

70 12．18 34．46 52．20 1．16

80 19．74 32．70 46．02 1．54

90 21．62 33．17 44．04 1．17

1900 32．50 27．17 39．16 0．64

10 36．37 20．95 41．93 0．75

20 33．20 34．40 31．80 0．60

25 41．30 21．95 36．70 0．05

30 32．74 22．66 44．60
一

（註）　　The　Statistical

　1938によるo

Abstract　of　the　United　States；　1916，　1923，

　
し
か
る
に
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
は
第
一
次
大

戦
を
契
機
と
し
て
工
業

製
品
の
輸
出
国
に
転
じ
、

且
つ
原
料
品
の
輸
入
も

著
し
く
増
す
に
至
っ
た
。

即
ち
、
貿
易
構
造
が
逆

転
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
り
も
直

さ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
貿

易
構
造
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
そ
れ
と
似
通
う
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
殊
に
第
一
次
大
戦
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
業
界
が
企
図
し
た
大
量
生
産
方
式
は
愈
々
そ
の
実
効
を
現
わ
し
て
来
た
の
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
造
品
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
市
場
が
益
々
狭
く
な
る
と
同
時
に
、
世
界
市
場
に
於
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
と
ア
メ
リ
カ
商
品
と
が

角
逐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
上
に
於
け
る
対
外
交
渉
力
は
昔
日
の
よ
う
に
無
理
押
し
が
き
か
な
く

な
り
、
ア
メ
リ
カ
商
品
の
販
路
の
た
め
多
少
の
譲
歩
は
余
儀
な
炉
こ
と
に
な
り
、
叉
、
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
消
耗
し
尽
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
に
ア
メ
リ
カ
商
品
に
対
す
る
鷹
買
力
を
与
え
る
意
味
で
も
、
ア
メ
リ
カ
は
外
国
商
品
に
対
し
て
障
壁
を
低
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
揚
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に
な
っ
た
。
殊
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
古
来
関
税
に
対
し
て
は
極
め
て
敏
感
で
あ
り
、
特
に
ア
メ
リ
カ
と
最
も
密
切
な
貿
易
関
係
に
あ
る

イ
ギ
リ
ス
は
第
一
次
大
戦
に
よ
る
疲
弊
に
よ
っ
て
多
少
歪
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
自
由
貿
易
を
理
念
と
す
る
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
ア
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

リ
カ
の
貿
易
上
に
於
け
る
差
別
待
遇
と
高
関
税
と
に
つ
い
て
は
最
も
不
快
に
感
じ
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
六
〇
年
以

来
最
恵
国
約
款
は
無
条
件
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
と
の
外
交
々
渉
に
於
て
も
こ
の
点
に
つ
い
て
早
く
か
ら
衝
突
を

見
て
嘱
魏
。
ア
メ
リ
カ
は
高
関
税
の
目
的
を
既
に
達
成
し
て
世
界
最
強
の
工
業
国
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
国
内
産
業
の
た
め
の
原

料
品
輸
入
が
著
し
く
増
加
す
る
毅
階
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
国
会
に
も
政
府
に
も
影
響
を
与
え
て
、
自
国
の
国
際

的
地
位
を
多
少
と
も
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
二
二
年
に
至
り
画
く
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
（
≦
9
肖
窪
O
帥
日
戸
巴
口
p
同
雲
斗
）
及
び

ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
（
9
琶
①
ω
辛
く
き
ω
国
轟
げ
①
ω
）
の
と
き
に
、
差
別
的
な
条
件
付
最
恵
国
待
遇
の
規
定
を
廃
棄
し
た
関
税
定
率
法
（
所
謂

フ
ォ
ー
ド
ニ
ー
・
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
関
税
率
目
宮
国
。
巳
昌
①
ヤ
冒
。
O
q
ヨ
げ
黒
目
p
二
中
）
を
定
め
る
に
至
っ
た
。

　
こ
の
無
条
件
最
恵
国
待
遇
の
政
策
は
、
も
と
も
と
一
九
一
六
年
に
組
織
さ
れ
た
合
衆
国
関
税
委
員
会
（
一
門
げ
O
　
d
●
　
も
∩
・
門
［
9
同
・
一
題
6
0
ヨ
ヨ
一
c
D
ω
一
〇
＝
）

が
、
一
九
一
八
年
越
こ
の
採
用
方
を
大
統
領
に
勧
告
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
関
税
委
員
会
は
最
初
は
大
統
領
か
ら
任
命
さ
れ
た
六
人
の
委
員

と
一
人
の
専
門
職
員
と
か
ら
成
る
関
税
に
関
す
る
大
統
領
の
諮
問
機
関
で
あ
っ
て
、
大
統
領
の
諮
問
し
た
関
税
事
項
に
関
し
て
調
査
を
行
い
、

且
つ
大
統
領
及
び
国
会
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
報
告
し
勧
告
す
る
こ
と
を
以
っ
て
職
能
と
し
て
い
た
（
但
し
、
一
九
二
二
年
に
行
政
機
関
と

な
る
）
。
　
こ
の
関
税
委
員
会
が
ア
メ
リ
カ
の
関
税
定
率
法
に
於
て
従
来
採
っ
て
来
た
条
件
付
最
恵
国
待
遇
の
態
度
を
変
改
す
べ
き
こ
と
を
当

時
の
民
主
党
選
出
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
勧
告
し
、
大
統
領
は
政
治
的
経
済
的
考
慮
か
ら
こ
の
勧
告
を
取
上
げ
て
、
そ
の
第
三
次
立
候
補

（
一
九
二
〇
年
大
統
領
選
挙
戦
）
の
と
き
十
四
ケ
条
綱
領
の
第
三
条
に
、
無
条
件
平
等
待
遇
の
政
策
を
掲
げ
た
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は

こ
の
選
挙
戦
に
敗
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
具
体
化
し
た
の
は
一
九
二
二
年
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
の
と
き

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
…
策
に
於
け
る
動
向

で
あ
っ
て
、
国
務
長
官
ヒ
ュ
ー
ズ
の
提
唱
に
よ
り
、
　
一
九
一
三
年
の
関
税
定
率
法
を
改
め
て
従
来
の
条
件
付
政
策
を
廃
棄
し
、
そ
の
翌
年
か

ら
無
条
件
最
恵
国
約
款
を
含
む
通
商
条
約
の
い
く
つ
か
を
取
り
結
ぶ
に
至
っ
た
。

　
こ
の
法
律
に
よ
り
無
条
件
最
恵
国
待
遇
を
最
初
に
交
換
し
た
の
は
、
一
九
二
三
年
十
月
十
八
日
付
の
対
ブ
ラ
ジ
ル
通
商
協
定
に
於
て
で
あ

（
註
7
）

る
。
し
か
し
、
こ
の
最
も
典
型
的
な
条
約
は
一
九
二
五
年
二
月
十
日
成
立
の
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
通
商
条
約
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
条
約
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

よ
る
と
凡
そ
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
各
締
約
国
は
そ
の
一
方
の
領
土
内
に
於
て
成
育
し
、
生
産
し
叉
は
製
造
さ
れ
た
物
品
で
あ
っ
て
、
他
の
一
方
の
領
土
内
に
輸
入
さ
れ
る

　
も
の
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
る
税
叉
は
条
件
若
し
く
は
禁
止
事
項
は
、
こ
れ
と
類
似
の
物
品
が
第
三
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
と
き
に
課
せ
ら

　
れ
る
程
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
無
条
件
に
約
定
す
る
。

　
「
叉
、
各
締
約
国
は
他
の
一
方
の
領
土
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
に
対
し
、
同
様
の
物
品
が
第
三
国
に
輸
出
さ
れ
る
と
き
に
課
せ
ら
れ
る
諸
税

　
叉
は
制
限
若
し
く
は
禁
止
事
項
の
程
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
無
条
件
に
約
定
す
る
。

　
「
各
締
約
国
は
第
三
国
に
於
て
成
育
、
生
産
又
は
製
造
さ
れ
た
物
品
に
与
え
ら
れ
る
総
べ
て
の
特
典
は
他
の
締
約
国
の
類
似
品
に
も
、
要

　
求
を
俊
た
ず
叉
無
償
を
以
っ
て
、
同
時
に
且
つ
無
条
件
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
「
各
締
約
国
は
各
種
の
輸
出
入
税
の
金
額
及
び
三
密
に
つ
い
て
、
第
三
国
の
国
民
、
船
舶
及
び
物
品
に
対
し
、
今
後
与
え
ら
れ
る
一
切
の

　
恩
典
、
特
権
叉
は
免
除
を
、
こ
の
第
三
国
と
無
償
に
て
最
恵
国
待
遇
を
得
た
る
と
互
恵
有
償
に
て
こ
れ
を
得
た
る
と
を
問
わ
ず
、
他
の
締

　
約
国
の
国
民
、
船
舶
及
び
物
品
に
及
ぼ
す
こ
と
を
約
定
す
る
。
叉
、
今
後
、
第
三
国
の
国
民
、
船
舶
及
び
物
品
に
対
し
て
許
す
一
切
の
恩

　
典
、
特
権
叉
は
免
除
の
利
益
は
、
他
の
締
約
国
に
対
し
て
も
、
要
求
を
侯
つ
こ
と
な
く
且
つ
無
償
を
建
っ
て
、
こ
れ
と
同
時
に
且
つ
無
条

　
件
に
、
そ
の
国
民
、
船
舶
及
び
物
品
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
る
。
」
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一
九
ニ
ニ
年
の
関
税
定
率
法
第
三
一
七
条
に
於
て
無
条
件
最
恵
国
待
遇
の
用
意
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
政
府
が
国
際
平
和

へ
の
寄
与
と
し
て
大
に
誇
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
四
年
三
月
十
三
日
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
上
院
外
交
委
員
長
ロ
ッ
ジ
（
出
Φ
霞
図

ρ
H
。
農
①
）
に
書
簡
を
送
り
、

「
今
や
貿
易
競
争
の
条
件
は
、
吾
々
自
身
の
利
益
を
擁
護
す
る
と
共
に
、
不
必
要
な
経
済
囲
争
を
排
し
て
、
世
界
平
和
に
寄
与
す
る
と
い
う

基
調
の
上
に
置
か
る
べ
き
時
期
と
な
っ
た
。
吾
々
は
外
国
に
対
し
て
差
別
待
遇
を
し
な
い
よ
う
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
も
亦
こ

れ
と
同
じ
約
束
を
与
え
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
は
、
か
か
る
約
束
は
無
条
件
最
恵
国
待
遇
な
る
方
法
以
外
に
は
適
当
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
9
）

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
吾
々
は
国
際
貿
易
の
根
本
条
件
と
し
て
、
純
真
と
砂
糖
息
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
こ
の
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の
片
言
の
う
ち
に
も
伺
え
る
よ
う
に
、
差
別
待
遇
の
廃
止
は
相
互
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
ア
メ
リ
カ

の
国
民
、
船
舶
叉
は
商
品
に
対
し
て
差
別
待
遇
を
な
す
外
国
に
向
っ
て
は
無
条
件
最
恵
国
待
遇
を
与
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
第
ご
＝

七
条
に
於
て
峻
厳
な
報
復
を
加
え
る
こ
と
も
規
定
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
無
条
件
最
恵
国
待
遇
は
、
当
時
に
於
け
る
外
国

の
悪
感
情
を
緩
和
す
る
だ
け
の
一
種
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
依
然
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
利
己
主
義
遂
行
に
資
す
る
に
役
立

つ
た
と
見
る
老
も
あ
る
。
．
こ
れ
は
畢
⊥
覚
ア
メ
リ
カ
が
依
然
と
し
て
高
関
税
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
「
こ
の
約
款
が
経
済
福
祉

と
国
際
親
善
と
に
対
し
て
な
し
た
大
な
る
貢
献
は
、
外
国
の
関
税
上
の
待
遇
に
於
け
る
公
然
た
る
差
別
を
追
放
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
国
際
的
悪
感
情
が
除
か
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
競
争
市
揚
に
於
て
最
低
価
格
を
以
っ
て
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
約
款
を
結
べ
ば
、
国
は
そ
の
商
品
を
最
も
要
求
し
て
い
る
市
場
で
売
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
叉
、
締
約
国
は
そ
の
他
の
外
国

に
対
し
て
そ
の
後
の
交
渉
に
於
て
各
種
の
譲
許
を
追
加
均
露
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
約
款
は
必
ず
し
も
低
関
税
を
保
証
す

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

る
も
の
で
は
な
い
。
一
国
が
禁
止
的
高
率
の
単
一
関
税
制
（
〉
蜜
。
ぼ
げ
三
品
ぽ
σ
q
げ
畳
G
・
】
Φ
琶
．
竃
。
・
9
巴
巳
①
）
を
と
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

総
べ
て
に
平
等
に
悪
関
税
待
遇
を
与
え
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
に
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
無
条
件
平
等
待
遇
の
揚
合
に
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

に
当
て
嵌
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
多
く
の
国
は
不
満
の
意
を
表
し
た
。
」

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
永
ら
く
条
件
付
最
恵
国
待
遇
政
策
を
捨
て
得
な
か
っ
た
の
は
、
特
定
国
に
有
償
の
交
換
条
件
で
譲
許
し
た
特
典
を
、

何
等
の
報
償
を
も
与
え
て
く
れ
な
い
他
の
国
、
叉
は
異
る
条
件
で
約
定
し
て
い
る
他
の
国
に
無
差
別
平
等
に
均
需
さ
せ
る
こ
と
は
、
不
公
平

で
あ
る
と
い
う
観
念
か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
か
ら
平
等
な
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
国
の
間
で
は
一
応
の
真
理

で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
世
界
最
高
の
関
税
率
を
定
め
て
お
り
、
叉
、
そ
の
他
の
貿
易
障
壁
も
世
界
最
高
の
線
を
持

し
て
い
る
国
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
外
国
は
ア
メ
リ
カ
と
相
互
に
平
等
の
条
件
で
譲
許
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
関
税
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

依
然
と
し
エ
ロ
同
く
、
そ
の
外
国
は
徒
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
自
国
市
場
を
開
放
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
意
昧
に
於
け
る
平
　
1
0

等
主
義
は
、
ア
メ
リ
カ
が
一
九
二
二
年
無
条
件
最
恵
国
待
遇
を
取
入
れ
た
後
も
・
依
然
と
し
て
根
強
く
関
税
政
策
の
中
に
姿
を
見
せ
て
い
る
。
　
一

そ
の
著
し
い
例
が
一
九
二
二
年
関
税
定
率
法
第
三
一
五
条
に
組
ま
れ
た
伸
縮
関
税
制
（
山
①
×
一
ぴ
一
①
　
け
P
周
一
題
）
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方

は
、
既
に
一
九
〇
九
年
の
関
税
定
率
法
に
於
て
二
品
目
送
に
最
高
最
低
の
税
率
を
設
け
、
こ
の
限
界
内
で
対
外
駈
引
を
行
う
こ
と
を
定
め
た

が
、
こ
れ
を
再
び
と
り
上
げ
て
而
か
も
更
に
合
理
的
に
発
展
せ
し
め
、
且
つ
前
記
の
意
味
に
於
け
る
対
等
観
念
に
徹
す
る
よ
う
に
な
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
　
一
九
二
二
年
に
関
税
委
員
会
が
大
統
領
の
諮
問
機
関
か
ら
政
府
の
行
政
機
関
に
移
行
し
た
際
最
初
に
と
り
上
げ
た

問
題
は
、
輸
出
入
商
品
の
生
産
費
は
ア
メ
リ
カ
と
外
国
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
個
々
の
商
品
に
つ
ぎ
一

一
の
国
に
つ
い
て
会
計
学
的
統
計
学
的
に
極
め
て
丹
念
に
調
査
研
究
し
て
一
定
の
体
系
を
築
い
た
。
こ
れ
を
税
率
算
定
の
基
礎
と
し
、
ア
メ

リ
カ
に
輸
入
さ
れ
る
商
品
の
生
産
費
と
そ
れ
に
類
似
す
る
国
産
品
の
国
内
生
産
費
と
を
比
較
し
、
大
統
領
は
こ
の
両
生
産
費
を
等
し
く
す
る



線
に
沿
う
て
一
九
二
二
年
国
定
税
率
の
上
下
五
〇
％
の
限
界
を
以
っ
て
税
率
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
伸
縮

関
税
制
は
明
か
に
無
条
件
最
恵
国
待
遇
約
款
と
矛
盾
す
る
税
制
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
後
者
は
締
約
国
の
総
べ
て
に
対
し
て
均
一
の
関
税

待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伸
縮
関
税
制
は
法
律
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
N
る
矛
盾
が

存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
政
界
は
大
統
領
に
伸
縮
の
裁
量
を
権
限
づ
け
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
こ
と
エ
、
こ
の
実
施
に
は
技
術
的
に
著
し

い
複
雑
性
を
伴
っ
た
た
め
、
遂
に
こ
れ
を
実
行
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
外
国
を
し
て
ア
メ
リ
カ
が
ま
だ
従
来
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
1
）

件
付
最
恵
国
待
遇
に
強
く
拘
泥
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
る
結
果
に
終
っ
て
い
る
こ
と
は
尤
も
の
こ
と
x
思
わ
れ
る
。

　
一
九
二
二
年
に
多
少
と
も
従
来
の
排
他
、
独
善
主
義
を
緩
和
し
た
貿
易
政
策
も
、
一
九
三
〇
年
の
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税

に
よ
っ
て
完
全
に
逆
転
さ
れ
、
却
っ
て
排
外
的
高
関
税
政
策
に
逆
戻
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
後
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
政
界
に
は
強
度
の
保
護
主
義
が
深
く
下
地
に
あ
る
こ
と
を
物
象
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
二
年
の
無
条
件
待
遇
の
措
置
も
、
こ

の
下
地
の
上
に
築
か
れ
た
気
ま
ぐ
れ
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
霜
融
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
は
全
盛
期
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
気
宇
潤
大
な
自
由
貿
易
思
想
は
、
如
何
に
ア
メ
リ
カ
経
済
が
世
界
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
望
み
得
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
感
を
深
く
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
か
x
る
独
善
主
義
は
、
必
ず
し
も
そ
の
国
民
性
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
根
底
は
寧
ろ
ア
メ
リ
カ
の
経
済
構
造

の
上
に
基
盤
を
も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
広
大
な
国
土
と
豊
富
な
資
源
と
を
擁
し
、
そ
の
上
に
徹
底
的
な
合
理
主
義
に
基
づ
い
て

興
さ
れ
た
大
量
生
産
方
式
は
、
外
国
で
満
足
さ
れ
て
い
る
程
度
の
国
民
経
済
な
ら
ば
、
孤
立
経
済
で
あ
っ
て
も
優
に
営
み
得
る
ほ
ど
の
余
裕

あ
る
経
済
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
否
、
国
内
に
湿
て
生
産
統
制
を
行
わ
な
い
な
ら
ば
、
忽
ち
生
産
過
剰
に
陥
っ
て
世
界
市
場
に
向
っ
て
大
な

る
販
路
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
主
と
し
て
こ
の
販
路
を
得
る
手
段
と
し
て
外
国
か
ら
も
輸
入
せ
ざ
る
を
得

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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貿
易
政
策
に
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け
る
動
向

な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
て
、
最
近
に
於
け
る
国
際
主
義
へ
の
歩
み
寄
り
の
政
策
も
、
畢
寛
は
か
玉
る
事
態
に
直
面
し
て
か
ら
己
む
を

得
ず
採
ら
れ
た
も
の
と
見
る
。
ア
メ
リ
カ
国
民
が
外
国
物
資
に
依
存
す
る
こ
と
の
如
何
に
薄
い
か
は
第
2
表
が
よ
く
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

第2表　国民所得＄1中輸入商品・

　　　　trこ費された金額　　　（註）

　　　　　1920－1938

7セyト
24

29

30

31

34

35

47

t
！

t
t

n

t
／

t
1

1
7

11

国
ツ
ス
ダ
ス
ン
ア
イ

鎌
リ
ン
デ
列
エ

カ
イ
　
ナ
　
一
ト
ウ

籾
ギ
ー
フ
ェ
筑

ア
ド
イ
カ
フ
ス
オ
ノ

（註）　The　Chun　Chang：　International

　Comparison　of　Demand　for　lrnports；

　Review　of　Economic　Studies，　Vol．　XII

　（2）No．34（194546），　p．61よb摘

　記，同じような研究がF・Machlupに

　よりlnternati・na1・Trade　and　the　Na－

　tional　lncome　Multiplier，　1943，　p．　200，

　NoteにもあるQ

　
及
び
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
共
和
国
、
太
平
洋
諸
島
の
委
任
統
治
領
、

用
し
な
い
。
」

と
特
定
国
に
、
叉
は
有
償
で
与
え
た
特
恵
待
遇
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
均
記
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
、
叉
同
第
二
十
二
条
2
に
「
最
恵
国
待
遇
」

の
定
義
と
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
あ
る
。

　
「
最
恵
国
待
遇
の
用
語
は
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
第
三
国
の
国
民
、
会
社
、
生
産
品
、
船
舶
叉
は
そ
の
他
の
客
体
が
、
そ

　
れ
ぞ
れ
の
揚
重
に
応
じ
同
様
の
事
態
に
お
い
て
同
じ
領
域
内
で
受
け
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件
で
与
え
ら
れ
る
待
遇
を
意
味
す

　
る
。
」

　
し
か
し
、
一
九
二
五
年
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
通
商
条
約
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
無
条
件
」
の
明
記
は
、
こ
の
通
商
条
約
の
二
条
に
亘
っ
て

　
ア
メ
リ
カ
の
条
件
付
最
恵
国
待
遇
に
対
す
る
固
執
は
、
第
二
次
大

戦
後
に
結
ば
れ
た
通
商
条
約
に
隔
て
さ
え
常
に
覗
う
こ
と
が
出
来
る
。

例
え
ば
、
そ
の
最
も
典
型
的
と
目
さ
れ
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
問
友
好
通
商
航
海
条
約
」
に
於
て
、
そ
の
第

二
十
一
条
2
に
、

　
「
貨
物
の
待
遇
に
関
す
る
本
条
約
の
最
恵
国
待
遇
の
規
定
は
、
ア

　
メ
リ
カ
合
衆
国
叉
は
そ
の
属
領
及
び
属
地
が
、
こ
れ
ら
相
互
に
、

　
　
　
　
　
　
。
ハ
ナ
マ
運
河
地
帯
に
与
え
る
利
益
に
は
、
こ
れ
を
適

一一一　12　一



ど
こ
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
一
八
八
八
年
於
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
審
院
の
判
決
は
、
条
件
付
の
明
文
が
な
く
て
も
当
然
に
条
件
付
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
も
の
と

　
　
（
註
1
2
）

し
て
お
り
、
こ
れ
を
改
め
る
そ
の
後
の
判
決
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
法
理
上
は
ア
メ
リ
カ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
通
商
条
約
の
よ
う
に
一
貫
し
て
単

に
最
恵
国
待
遇
と
の
み
記
し
て
、
前
記
一
九
二
五
年
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
通
商
条
約
の
よ
う
に
「
無
条
件
」
の
明
記
が
な
け
れ
ば
、
す
べ
て

条
件
付
待
遇
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
各
国
と
の
通
商
条
約
に
於
て
、
た
と
え
無
条
件
最
恵
国
約
款
を
例
外
な
し
に
採
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
交
渉
の
基
礎
に
世
界
に
冠
た
る
高
関
税
と
甚
だ
難
渋
で
あ
る
輸
出
入
手
続
を
固
持
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
国

の
利
す
る
と
こ
ろ
は
余
り
期
待
し
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
ア
メ
リ
カ
自
身
を
利
益
す
る
に
終
る
だ
ろ
う
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
高
関
税
政
策
は
結
局
は
国
内
世
論
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
農
民
及
び
一
部
工
業
家
並
の
強
い
支
持
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
一
方
に
高
関
税
率
の
法
規
を
維
持
し
、
他
方
海
外
の
非
難
を
緩
和
し
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
政
策
は
勢
い
外
国
と
個
々
の
揚

超
に
つ
き
特
例
的
に
妥
協
し
て
行
く
余
地
を
設
け
る
よ
り
外
に
途
が
な
い
。
叉
、
世
論
が
飽
く
ま
で
有
償
条
件
付
で
な
け
れ
ば
最
恵
国
待
遇

を
交
換
し
な
い
と
い
う
取
引
主
義
を
捨
て
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
取
引
主
義
の
上
に
立
っ
て
、
で
き
得
る
限
り
外
国
の
意
に
副
う
よ
う
な
形
に

協
定
方
式
を
持
っ
て
行
く
よ
り
仕
方
が
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
立
法
当
時
及
び
そ
の
後
に
於
て
も
如
何
に
も
対
外
恩
恵
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
一
九
三
四
年
互
恵
通
商
協
定
法
（
目
け
Φ
切
。
。
む
8
。
巴
目
同
居
①
》
σ
q
器
①
ヨ
窪
↓
。
・
》
。
♂
H
O
。
。
会
）
も
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
内
外
政
情
を
緩
和
す

る
窮
余
の
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
註
1
）
　
卜
冒
・
日
。
謡
島
。
”
開
Φ
。
君
8
。
9
。
一
朗
巴
Φ
諺
鴨
。
Φ
日
。
三
・
・
ぎ
夢
。
≦
。
同
＝
団
8
き
ヨ
ざ
H
潔
○
。
》
巨
魁
‘
Ψ
ひ
・

　
（
註
2
）
　
≦
旨
貯
目
q
D
巨
爵
O
浴
び
。
周
富
。
貸
一
戸
。
≡
註
8
巴
国
。
8
。
巨
8
勺
象
9
①
。
。
・
》
ω
白
く
Φ
図
。
h
酔
冨
国
8
唇
巳
。
o
h
u
旦
。
白
き
ざ
H
O
卜
。
い
り
唱
・
旨
・

　
（
註
3
）
d
塾
①
山
。
，
§
①
ω
日
。
・
ユ
中
。
§
巳
。
・
ω
§
・
男
。
。
骨
。
g
け
団
・
巳
。
。
ヨ
ヨ
・
亀
目
日
・
自
白
・
。
・
藁
呂
。
。
ら
』
c
。
ω
・

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

（
註
4
）
日
巴
。
げ
Φ
二
罠
‘
甲
ひ
・

（
註
5
）
冒
8
び
く
ぎ
コ
日
冨
竃
。
・
島
岩
邑
－
密
ま
・
臼
・
…
。
ぼ
b
二
巴
§
Ω
§
暑
a
・
一
日
・
①
巴
。
・
・
（
臼
§
巨
亀
目
。
臣
8
日
8
岩
目
ざ
く
。
『
図
鼠
戸
閃
。
げ
．
H
o
・
。
農
y

　
竈
・
H
O
H
i
旨
P

（
註
6
）
　
一
八
八
四
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
英
領
西
印
度
と
の
聞
で
互
恵
通
商
条
約
の
締
結
を
計
画
し
、
両
国
が
享
受
す
る
条
件
付
特
権
は
、
第
三
国
が
こ
れ
に
相
当
す
る

　
報
償
を
提
供
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
第
三
国
に
は
均
露
さ
せ
な
い
と
い
う
約
款
が
あ
る
こ
と
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
卿
グ
ラ
ン
ヴ
イ
ー
ル
（
］
円
9
N
一
　
〇
目
三
口
く
一
一
一
Φ
）
は
直

　
ち
に
こ
れ
に
抗
議
し
、

　
「
か
か
る
最
恵
国
待
遇
は
従
来
の
国
際
法
の
解
釈
に
よ
る
最
恵
国
約
款
に
違
反
す
る
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
意
見
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
提
案
に
よ
る
最

　
恵
国
約
款
の
解
釈
で
は
、
条
件
付
且
つ
有
償
を
以
っ
て
与
え
た
特
典
は
こ
の
条
約
に
よ
つ
て
直
ち
に
三
号
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
の
解

　
釈
を
全
然
否
認
す
る
。
最
恵
国
約
款
は
今
や
通
商
条
約
の
体
系
上
最
も
価
値
高
き
部
分
と
な
っ
て
地
球
上
の
殆
ど
総
べ
て
の
国
の
聞
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

　
れ
は
他
の
如
何
な
る
規
定
よ
り
も
、
関
税
率
の
単
純
化
と
貿
易
の
自
由
化
と
を
促
進
、
す
る
。
し
か
る
に
、
現
在
提
案
さ
れ
た
制
度
は
、
各
国
を
し
て
独
占
市
場
の
獲
得
に

　
走
ら
せ
、
貿
易
自
由
の
代
り
に
束
縛
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
最
恵
国
待
遇
の
効
果
は
、
＝
一
の
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
、
一
定
商
品
は
い
ず
れ
の
国
に
於
て
も
事
実

　
上
一
定
税
率
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
提
案
は
最
恵
国
約
款
を
無
用
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
。
即
ち
、
A
国
が
B
国
と
最
恵
国
待
遇
を
交
換
し
て
い
る
場
合
に
、
A
国

　
が
更
に
C
国
と
有
償
に
よ
る
低
関
税
協
定
を
結
ん
だ
と
す
れ
ば
、
B
国
は
こ
の
報
償
に
相
当
す
る
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
C
国
と
平
等
の
待
遇
が
得
ら
れ
な
く
な
る
。

　
…
…
」
　
（
Ω
巳
げ
①
詳
。
・
o
昌
”
一
ぴ
箪
博
電
・
c
o
㎝
I
c
Q
刈
）

（
註
7
）
9
剛
げ
Φ
・
ぎ
旨
二
罠
・
ら
・
o
。
。
・

（
註
8
）
　
O
巳
び
。
二
ω
。
『
筐
山
6
唱
・
O
倉
0
9

（
註
9
）
同
旨
巨
・
・
中
。
，
署
。
・
日
ぎ
団
§
。
。
酋
凶
8
。
h
》
日
9
。
き
国
・
鷲
ユ
朗
践
①
L
置
。
愚
」
ド

（
註
1
0
）
　
目
①
江
島
・
二
ぽ
山
‘
㍗
置
・

（
註
1
1
）
　
ド
。
§
匿
二
露
亀
曾
や
旨
・

（
註
1
2
）
　
通
商
条
約
の
最
恵
国
待
遇
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
界
の
解
釈
は
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
次
の
如
き
判
決
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
た
。
．

　
　
バ
ー
ト
ラ
ム
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
事
件
（
⇔
d
臼
茸
臼
ヨ
＜
●
切
。
び
。
基
8
9
ω
Φ
u
H
卜
。
鱒
d
・
q
Q
．
H
卜
，
H
）
に
於
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
一
八
二
六
年
の
合
衆
国
と
の
条
約
に
基
き
、
デ

　
y
マ
ー
ク
産
糖
も
合
衆
国
に
無
税
で
輸
入
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
要
求
し
た
。
即
ち
、
合
衆
国
と
ハ
ワ
イ
（
注
意
　
ハ
ワ
イ
は
一
九
〇
〇
年
に
正
式
に
合
衆
国
の
属
領
と
な

　
つ
た
）
と
の
聞
で
一
八
七
五
年
に
結
ば
れ
た
互
恵
協
定
に
よ
る
ハ
ワ
イ
産
糖
と
同
じ
条
件
を
要
求
し
た
わ
け
で
あ
る
。
合
衆
国
裁
判
所
は
、
「
ハ
ワ
イ
島
に
は
価
値
高
き
譲

　
許
と
交
換
し
て
与
え
た
特
権
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
無
償
で
デ
ン
マ
ー
ク
に
及
ぼ
す
よ
う
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
条
約
は
合
衆
国
を
拘
束
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
反
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対
に
、
同
条
約
に
は
か
か
る
特
典
に
対
し
て
は
同
じ
よ
う
な
報
償
が
与
え
ら
る
べ
ぎ
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
に
よ
り
か
か
る
報
償
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、

始
め
て
デ
ン
マ
ー
ク
領
か
ら
の
砂
糖
が
免
税
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
。
L
　
と
い
う
判
決
を
一
八
八
八
年
に
下
し
た
。

　
ホ
ィ
ト
ニ
ー
・
戸
バ
ー
ト
ソ
ン
事
件
（
≦
耳
昌
超
く
・
閑
。
げ
臼
ぎ
昌
9
の
p
H
鍾
d
・
。
∩
・
H
o
ρ
団
。
。
。
。
e
。
）
も
最
恵
国
約
款
の
条
件
付
形
式
が
欠
け
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ

れ
と
同
じ
趣
旨
の
判
決
を
下
し
て
い
る
。
一
八
六
七
年
の
合
衆
国
・
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
通
商
条
約
は
、
「
ド
、
、
、
ニ
カ
共
和
国
の
成
育
、
生
産
、
叉
は
製
造
に
か
か
る
物
品
、

若
し
く
は
海
産
物
に
し
て
合
衆
国
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
他
の
外
国
の
成
育
、
生
産
叉
は
製
造
に
か
か
る
同
様
の
物
品
若
し
く
は
同
様
の
海
産
物
に
課
せ
ら

れ
る
程
度
よ
り
も
高
い
税
叉
は
異
る
税
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
前
記
一
八
七
五
年
の
ハ
ワ
イ
島
と
の
協
定
に
於
て
は
、
ハ
ワ

イ
の
生
産
及
び
製
造
に
か
か
る
各
種
の
物
品
（
こ
の
中
に
は
砂
糖
も
含
ま
れ
て
い
る
）
を
合
衆
国
に
輸
入
す
る
当
っ
て
は
、
ハ
ワ
イ
野
望
が
合
衆
国
に
与
え
た
特
定
の
譲

許
を
考
慮
し
て
免
税
に
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
判
決
も
、
ド
・
、
、
山
勢
共
和
国
と
の
条
約
に
於
け
る
こ
の
規
定
は
、
ド
・
、
、
ニ
カ
共
和
国

産
の
砂
糖
そ
の
他
が
ハ
ワ
イ
島
王
と
の
協
定
と
同
じ
よ
う
に
免
税
さ
れ
る
こ
と
を
権
限
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
且
つ
こ
の
事
件
も
バ
ー
ト
ラ
ム
・
ワ
バ
ー
ト
ソ
ソ
事
件

と
趣
旨
に
於
て
何
等
異
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
（
O
巳
げ
①
月
ぎ
『
筐
動
・
電
●
ひ
。
。
ム
ゆ
・
）

第
二
節
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
高
關
税
政
策

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
関
税
は
、
一
七
八
九
年
憲
法
発
効
前
に
湿
て
は
、
各
州
が
区
々
に
こ
れ
を
定
め
各
州
の
牧
入
と
し
て
徴
収
し
て
い
た

け
れ
ど
も
、
憲
法
に
よ
り
「
総
て
の
関
税
、
賦
課
金
及
び
消
費
税
は
合
衆
国
を
通
じ
て
均
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
》
目
含
膏
。
・
“
ぎ
℃
。
ω
富

・
巳
・
益
・
①
・
・
琶
；
・
巨
h
。
§
骨
。
贔
ぎ
黒
爵
・
q
巳
脾
巴
。
。
§
…
〉
註
。
冨
H
。
。
・
。
“
ぎ
・
。
1
む
」
と
い
う
規
定
を
設
け
、
関
税
権
を

中
央
政
府
に
集
中
し
、
国
会
が
そ
の
定
率
と
徴
収
と
を
行
う
権
限
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
最
初
は
「
政
府
財
政
支
持
の
た
め
、
合
衆
国
の

負
債
償
還
の
た
め
並
び
に
製
造
品
の
奨
励
保
護
の
た
め
（
一
七
八
九
年
関
税
定
率
法
前
文
）
」
（
8
同
夢
①
ω
毛
℃
。
旨
動
け
げ
・
σ
q
。
〈
Φ
旨
白
①
巨
㍉
。
智

爵
①
象
。
・
。
訂
品
①
9
爵
・
恥
9
け
・
・
。
h
夢
①
q
巳
8
亀
9
g
①
ω
曽
騨
昌
匙
爵
Φ
窪
8
自
9
G
q
①
日
Φ
巨
餌
廷
℃
8
8
亀
8
。
h
日
窪
亀
8
け
ロ
お
の
こ
夢
①
窟
二
日
窪
Φ

亀
夢
①
目
鴛
乾
》
9
亀
罵
。
。
ゆ
・
）
に
関
税
法
を
設
け
た
の
で
あ
る
が
、
製
造
品
保
護
の
目
的
は
当
時
は
ま
だ
重
視
さ
れ
ず
、
事
実
は
単
純
に

国
家
の
歳
入
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
。
即
ち
、
全
輸
入
品
を
平
均
し
て
従
価
八
・
五
％
、
単
一
国
定
関
税
率
に
よ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

こ
と
が
こ
れ
を
物
語
る
。
こ
の
税
制
は
そ
の
後
平
均
七
年
毎
に
料
率
改
訂
を
行
い
、
或
る
時
は
高
く
判
る
時
は
低
く
改
め
ら
れ
た
が
（
第
2

表
）
、
趨
勢
は
次
第
に
産
業
保
護
的
色
彩
が
濃
厚
と
な
り
、
過
去
一
〇
〇
年
以
上
の
間
に
平
均
五
〇
％
以
上
叉
は
五
〇
％
に
近
い
税
率
を
持
つ

た
こ
と
が
屡
々
あ
る
。
而
も
依
然
と
し
て
単
一
国
定
の
税
制
が
守
ら
れ
た
。

し
か
し
、
第
一
次
大
戦
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
未
だ
世
界
経
済
の
中
に
深
く
進
出
す
る
と
い
う
段
階
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
貿

易
は
一
般
的
に
見
て
、
第
一
表
に
見
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
食
糧
及
び
原
料
を
供
給
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
か
ら
製
造
品
を
輸
入
す

る
体
制
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
と
は
互
に
有
無
相
通
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
単
一
国
定
税
率
で
あ
っ
て
も
今
日
ほ

ど
に
は
国
際
経
済
上
の
支
障
と
な
ら
ず
、
高
関
税
で
あ
っ
て
も
消
費
者
支
出
の
増
大
に
対
す
る
不
満
1
し
か
も
こ
の
不
満
は
国
会
に
殆
ど

反
映
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

第3表 アメリカ合衆国の従価平均関税率
　　　　　　　　　　　　　（註）

以
外
に
は
、
国
の
内
外
に
於
け
る
反
擾
を
感
じ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

　　　　　　　　　　適用された
年　度　　　　　　　　　　関税冠率法

従価平均
関税率

1821－30・一”．　／　lg8tlg6，：　4g　“．．．．“．”．．．．m“．

is3iL40．．・…　／　liiil　g3　・…一・・・・・・・・・・・・・…

・84・一・……・
ｫ1・………一……

issin60．．．．．．　｛　lgggl　g　“．．．．．．．．．．“．．．．．．．

］一s6i－6s・・・…

hISgi12．．．．．．“．．．．“．．．．．．．

・866一・・一 ﾗ：亨・……・一………

is7i－75H．．．．　｛　1：；gl　g　H．．．．”．一．．．．．．．．．．

1876一一80・…一…　1872．6　一．．一・””．．“”．．．．

1881－85一・一一一・・1872．6　一．．一一一”．．“”．．．．

1886－90…　一・・…　1872．6　一．．．．H．．．．．．．．．．．．．

isgi一，s．．．．．．　／　lii，2，1　6g，．．．．．．“．．．．．．．．．．．．．

isg6rigoo．．．
olgg318，　．．．．．．．．．一．．．．．．．．．．

1901－05・・鱒…　一1897．7　・。一・。…　。・・…　．．．．．．

・9・6・・…… ｽ：乙
igiiNis”．．．．　S　i．　292・　e

　　　　　　　　　　　）　1913．　10”’“’”’“’一’”””

1916一一20・。…　鱒・・1913，10・・・・・・…．・。・・・…　．．．，

ig2i－2s．．．…　｛　lg3Sl　g　・…一…一一・・一・一・・…

ig26H30．．．”．　gggg［g　“．．．．”．．．．．．．．．．．．

1931－35・一・一…　1930．6　・”．一一・…・””．．．．

　　　％

49．　20

38．　20

29．　64

23．　99

33．　87

47．　61

40．　60

43．　77

43．　15

45．　89

47．　39

46．　65

48．　57

42．　86

38．　72

22．　10

35．　90

40．　06

50．　02

（註）The　United　States　TariE　Commission編
　集のi数宇をStatistical　Abstract　of　the　U．　S。，

　1936からとった。この従価平均関税率は，
　各年度の関税収入総額を該年度の課税品輸
　入総額を以って除した％である。故に，免
　税品輸入を含まず，且つ諜税品目に移され
　た場合及びその逆の揚合が考慮されていな
　い。但し，原表には免税品と課税品との合
計輸入総額に対する％も掲記されているが

　この数字は関税定牽の高下を見るには却つ
　て不適当である。
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し
か
る
に
、
第
一
次
大
戦
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
を
破
壊
し
た
反
面
に
企
て
、
ア
メ
リ
カ
を
し
て
工
業
生
産
力
の
著
し
い
躍
進
を
促
し
た

と
同
時
に
、
世
界
経
済
の
中
へ
深
く
進
出
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
‘
従
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
主
と
し
て
工
業
生
産
品
を
輸
入
し
て
い
た
ア
メ
リ

カ
に
於
て
、
工
業
生
産
力
が
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
対
米
輸
出
を
縮
小
叉
は
阻
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
ぽ
か
り
で
な

く
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
こ
れ
が
生
産
過
剰
に
至
れ
ば
世
界
に
於
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
品
と
角
逐
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
ヨ
ー
ロ

ッ
．
ハ
諸
国
が
生
産
恢
復
の
過
程
に
あ
る
間
は
、
寧
ろ
ア
メ
リ
カ
製
造
品
に
対
す
る
需
要
が
多
く
、
し
か
も
ド
ル
貨
が
不
足
し
、
そ
の
た
め
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
投
資
叉
は
貸
与
の
形
式
で
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
出
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
恢
復
が
急
速
と
な
り

生
産
力
が
漸
く
復
旧
す
る
に
従
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
最
も
期
待
し
て
い
た
対
米
輸
出
が
既
に
戦
前
の
よ
う
に
は
行
か
ず
、
生
産
力
低
下

に
よ
っ
て
輸
出
力
の
少
な
か
っ
た
と
き
に
は
さ
ま
で
問
題
と
思
わ
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
関
税
も
、
今
や
頗
る
高
い
障
壁
の
よ
う
に
感
じ
始

め
た
。
第
一
次
大
戦
勃
発
直
後
一
九
一
三
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
関
税
率
は
一
〇
〇
年
以
来
の
最
低
を
示
し
て
は
い
た
が
（
第
3
表
）
、
そ
れ
で

も
尚
、
当
時
世
界
最
高
の
関
税
賦
課
率
を
持
し
た
の
は
、
第
一
位
が
ス
ペ
イ
ン
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
程
度
で
第
二
位
に
あ
っ
た
の
が
ア
メ

　
　
　
　
（
註
1
3
）

リ
カ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
戦
後
は
農
産
物
価
格
の
暴
落
に
よ
る
農
民
の
窮
状
を
救
済
す
る
意
味
を
以
っ
て
、
農
産
物
の
輸
入
障
壁
を
一
層

に
高
め
る
方
向
へ
走
っ
た
。
即
ち
、
一
九
一
九
年
秋
に
始
ま
る
第
一
次
世
界
恐
慌
は
、
一
九
二
〇
年
に
最
も
深
刻
な
情
勢
を
示
し
、
第
一
に

ア．

＜
潟
部
_
民
の
窮
状
が
極
点
に
達
し
た
た
め
こ
れ
を
救
済
す
る
意
味
を
以
っ
て
、
ま
ず
一
九
二
一
年
五
月
二
十
七
日
に
緊
急
関
税
定
率
法

（
誤
①
国
ヨ
①
轟
①
目
図
目
鶏
鎚
誤
g
）
を
制
定
し
て
主
と
し
て
輸
入
農
産
物
に
対
す
る
関
税
を
著
し
く
高
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
＝
二
年
の
税
率

で
は
免
税
品
目
の
中
に
あ
っ
た
小
麦
が
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
つ
き
三
五
セ
ン
ト
と
な
っ
た
の
を
始
め
、
羊
・
毛
が
無
税
か
ら
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
一

ニ
セ
ン
ト
に
、
玉
蜀
黎
が
無
税
か
ら
五
六
ポ
ン
ド
建
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
つ
き
一
五
セ
ン
ト
．
に
、
豆
類
が
同
じ
く
無
税
か
ら
一
ポ
ン
ド
に
つ
き

二
層
セ
ン
ト
に
、
馬
鈴
薯
が
無
税
か
ら
六
〇
ポ
ン
ド
建
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
つ
き
二
五
セ
ン
ト
に
、
植
物
油
が
無
税
か
ら
一
ガ
ロ
ン
に
つ
き
二
六

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
げ
易
政
策
に
於
け
る
動
向

セ
ン
ト
に
、
バ
タ
ー
が
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
二
・
五
セ
ン
ト
か
ら
六
セ
ン
ト
に
、
白
米
が
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
一
セ
ン
ト
か
ら
ニ
セ
ン
ト
に
、
亜

麻
種
子
が
五
六
ポ
ン
ド
建
一
ブ
ヅ
シ
ェ
ル
に
つ
き
二
〇
セ
ン
ト
か
ら
三
〇
セ
ン
ト
に
、
と
い
う
よ
う
に
著
し
く
高
め
ら
れ
た
。
但
し
、
こ
れ

ら
の
増
税
か
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
グ
ァ
ー
ジ
ン
島
及
び
グ
ア
ム
、
ト
ゥ
ト
イ
ラ
（
目
島
亀
ε
の
島
を
除
外
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
漸

く
能
率
高
度
化
に
成
功
し
つ
つ
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
工
業
を
擁
護
す
る
目
的
を
以
っ
て
、
一
九
二
二
年
フ
ォ
ー
ド
ニ
ー
．
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
関
税

率
（
前
出
）
を
定
め
、
工
業
製
造
品
の
関
税
も
一
層
に
高
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
高
関
税
は
、
そ
の
当
時
は
或
は
一
時
的
措
置
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
4
）

し
て
採
ら
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
九
一
九
年
、
一
九
二
九
年
と
二
度
の
世
界
恐
慌
は
、
そ
の
後
も
永
ら
く
世
界

を
不
況
に
停
滞
さ
せ
、
今
日
も
尚
世
界
的
に
濫
っ
て
い
る
経
済
的
国
家
主
義
の
最
初
の
動
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

が
そ
の
経
済
政
策
の
下
地
と
し
て
の
保
護
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
難
い
こ
と
と
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
引
続
い
て
の
関
税
政
策
も
依
然
輸
入

障
壁
を
高
め
る
線
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
国
際
主
義
に
多
少
と
も
傾
い
て
い
る
民
主
党
が
国
会
に
於
て
制
動
力
を
維
持
し
て
い
た
と
き
に
は
、
少
し
は
国
際
的
遠
慮
と
い

う
も
の
が
見
ら
れ
た
が
（
註
9
の
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の
書
簡
参
照
）
、
共
和
党
が
連
続
し
て
政
権
を
握
る
よ
う
に
な
る
と
些
か
に
図
に
乗
る

こ
と
と
な
り
、
一
九
二
九
年
共
和
党
か
ら
二
期
連
続
し
て
大
統
領
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
る
や
、
一
九
三
〇
年
フ
ー
ヅ
ァ
ー
大
統
領
の
警
告

を
無
視
し
て
合
衆
国
建
国
以
来
の
、
叉
、
世
界
で
稀
に
見
る
高
関
税
を
規
定
し
た
ホ
ー
レ
i
・
ス
ム
ー
ト
関
税
定
率
法
（
日
ず
．
出
血
乱
丁
、

○∩

冝
揩
X
弓
舞
集
レ
9
・
正
式
に
は
℃
鐸
ぴ
団
。
ド
9
ミ
2
0
。
ω
O
㌍
目
ゆ
口
論
諺
9
0
h
H
ゆ
G
。
O
．
）
を
成
立
せ
し
め
た
。

　
こ
の
ホ
ー
レ
i
・
ス
ム
ー
ト
法
の
前
文
に
は
、
「
本
法
は
歳
入
に
備
え
る
た
め
、
外
国
と
の
貿
易
を
取
締
る
た
め
、
合
衆
国
の
産
業
を
振
興

さ
せ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
を
保
護
す
る
た
め
、
及
び
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
に
制
定
し
た
。
」
（
レ
昌
昌
9
♂
鷲
。
二
号
器
く
．
宕
ρ
8

養
安
8
8
零
Φ
目
8
三
爵
h
。
周
・
曹
8
巨
景
L
：
§
基
σ
q
・
小
島
巨
・
g
・
鼠
・
・
。
二
ぎ
d
塞
け
・
含
§
①
p
ざ
醤
§
二
日
豊
。
・
三
§
♪
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碧
山
h
。
門
。
爵
碧
窟
ぞ
。
ω
①
。
・
・
）
と
あ
り
、
こ
こ
に
始
め
て
ア
メ
リ
カ
の
労
働
保
護
の
目
的
と
い
う
こ
と
が
加
わ
っ
た
。
従
来
は
工
業
及
び
農

業
の
企
業
を
保
護
す
る
こ
と
に
強
く
関
税
目
的
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
税
法
以
来
は
労
働
者
の
生
活
保
護
も
亦
そ
の
目
的
と

し
て
取
上
げ
た
と
見
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
歴
史
上
未
曽
有
の
高
関
税
法
に
於
て
新
に
か
か
る
目
的
を
附
加
し
た
こ
と
は
、
労
働
者
の
失
業
防

止
と
賃
銀
低
下
回
避
と
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
同
じ
労
働
者
が
消
費
者
と
し
て
、
関
税
引
上
に
よ
る
国
内
物
価
午
下
の

た
め
、
却
っ
て
生
活
程
度
が
下
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
多
く
の

ア
メ
リ
カ
経
済
学
者
か
ら
指
摘
さ
れ
、
こ
の
関
税
法
非
難
の
一
目
標
と
な
っ
た
。

　
一
九
二
二
年
関
税
定
率
法
で
は
課
税
品
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
品
目
は
三
、
二
九
六
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
関
税
定
率
法
で
は
こ
の
う

ち
一
、
一
二
五
品
目
、
即
ち
三
四
％
に
相
当
す
る
品
目
に
対
す
る
税
率
に
変
更
を
見
た
。
即
ち
、
八
九
〇
品
目
は
増
税
さ
れ
、
更
に
そ
の
八

九
〇
品
目
の
う
ち
五
〇
品
目
は
無
税
品
目
か
ら
課
税
品
目
に
移
さ
れ
た
。
但
し
、
減
税
と
な
っ
た
も
の
も
二
三
五
品
目
あ
り
、
ま
た
七
五
品

目
は
課
税
品
目
か
ら
無
税
品
目
に
移
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
際
的
に
殆
ど
重
要
で
な
い
品
目
の
み
で
あ
る
。
増
税
の
う

ち
最
高
税
率
は
、
農
産
品
及
び
農
産
関
係
品
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
に
記
し
た
一
九
二
二
年
税
率
と
比
較
す
る
た
め
に

同
じ
品
目
を
こ
こ
に
と
っ
て
見
る
と
、
小
麦
は
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
つ
ぎ
四
ニ
セ
ン
ト
に
、
小
麦
紛
一
〇
〇
ポ
ン
ド
に
つ
き
一
・
〇
四
ド
ル

（一

纉
�
�
N
は
七
八
セ
ン
ト
）
に
、
羊
毛
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
三
七
セ
ン
ト
並
び
に
従
価
二
〇
％
、
玉
蜀
黍
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
つ
き
二
五
セ

ン
ト
に
、
豆
類
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
三
・
五
セ
ン
ト
に
、
馬
鈴
薯
一
〇
〇
ポ
ン
ド
に
つ
き
七
五
セ
ン
ト
に
、
植
物
性
油
が
従
価
四
五
％
以
上

（
種
類
に
よ
り
異
る
）
に
、
バ
刃
引
ー
ポ
ン
ド
に
つ
き
一
四
セ
ン
ト
に
、
白
米
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
二
・
五
セ
ン
ト
に
、
亜
麻
種
子
一
ブ
ッ
シ

ェ
ル
に
つ
を
六
五
セ
ン
ト
に
、
ミ
ル
ク
ー
ガ
ロ
ン
ニ
・
五
セ
ン
ト
か
ら
六
・
五
セ
ン
ト
に
い
う
よ
う
に
、
著
し
い
飛
躍
を
な
し
て
い
る
。
日

本
の
関
係
商
品
に
つ
い
て
も
、
陶
磁
器
は
従
量
税
率
か
ら
従
価
税
率
に
移
っ
て
各
種
類
と
も
例
外
な
く
増
率
さ
れ
最
高
は
六
二
％
増
率
と
な

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
5
）

り
、
魚
類
錐
詰
三
五
％
乃
至
六
〇
％
増
、
帽
子
五
九
％
増
、
セ
ル
ロ
イ
ド
玩
具
五
四
％
増
、
模
造
真
珠
四
〇
％
増
な
ど
と
な
っ
た
。

　
叉
、
一
九
三
〇
年
関
税
定
率
法
に
於
て
は
、
再
び
伸
縮
関
税
制
（
山
①
×
自
①
§
峯
ω
透
窪
）
を
と
り
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
二
二
年
関

税
定
率
法
に
於
て
始
め
て
規
定
さ
れ
、
し
か
も
諸
般
の
困
難
の
た
め
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
税
制
を
概
ね
そ
の
儘
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
伸
縮
関
税
制
と
い
う
の
は
、
（
一
）
合
衆
国
関
税
委
員
会
は
大
統
領
叉
は
国
会
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
若
し
く
は
委
員
会
の
発
意
に
よ

っ
て
、
国
の
内
外
に
亘
り
、
如
何
な
る
商
品
に
つ
い
て
も
そ
の
生
産
費
を
調
査
す
る
権
務
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
（
二
）
そ
の
結
果
に
よ
り
、

も
し
同
じ
種
類
の
内
外
商
品
の
生
産
費
の
間
に
差
異
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
相
当
程
度
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
催
し
て
後
、
内

外
生
産
費
が
等
し
く
な
る
線
ま
で
税
率
を
高
下
す
べ
き
こ
と
を
大
統
領
に
対
し
て
勧
告
す
る
。
　
（
三
）
但
し
、
如
何
な
る
場
合
に
も
税
率
は

現
行
税
の
五
〇
％
を
超
え
て
高
下
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
叉
、
如
何
な
る
品
目
も
有
税
か
ら
無
税
に
、
若
し
く
は
無
税
か
ら
有
税

に
移
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
（
四
）
大
統
領
は
関
税
委
員
会
の
勧
告
を
容
れ
る
か
拒
否
す
る
か
は
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
委
員
会
の
勧
告

が
な
け
れ
ば
税
率
を
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
（
五
）
大
統
領
が
勧
告
を
容
認
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
宣
言
し
、
宣
言
後
三
十
日
を
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
∬
）

し
て
発
効
す
る
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
伸
縮
関
税
制
は
、
も
と
も
と
は
経
済
事
情
の
変
化
に
伴
っ
て
個
別
的
に
是
正
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
合
理
性
か
ら
創
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
運
用
に
当
っ
て
は
常
に
税
率
引
上
の
と
き
の
み
に
用
い
ら
れ
た
。
こ

の
た
め
、
諸
外
国
か
ら
運
用
の
偏
頗
を
指
摘
さ
れ
悪
税
の
非
難
を
蒙
っ
た
。
叉
、
こ
の
法
律
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
輸
入
価
格
の
決
定
に
申
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
7
）

主
義
を
廃
㌧
て
評
価
主
義
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
税
関
の
一
方
的
評
価
に
よ
っ
て
輸
入
品
の
課
税
価
格
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
一
九
三
〇
年
関
税
定
率
法
は
、
要
す
る
に
、
障
壁
を
極
端
に
高
く
し
て
ア
メ
リ
カ
の
産
業
を
保
護
助
長
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
規
定
さ
れ
た
税
率
が
過
去
に
比
し
て
平
均
的
に
如
何
に
高
く
、
叉
外
国
と
比
較
し
て
如
何
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
数
字
的
に
精

確
に
算
定
す
る
こ
と
は
、
有
税
、
無
税
品
目
の
関
係
、
各
国
に
於
け
る
輸
入
品
種
が
異
る
と
い
う
関
係
な
ど
で
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
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も
、
合
衆
国
関
税
委
員
会
は
課
税
品
輸
入
総
額
を
以
っ
て
関
税
徴
牧
額
を
除
す
る
と
い
う
方
法
で
得
た
％
を
以
っ
て
こ
れ
を
比
較
し
て
い
る
。

こ
れ
は
第
2
表
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
別
年
次
に
よ
っ
て
見
る
と
、
一
九
二
二
年
の
関
税
率
を
適
用
し
た

一
九
二
三
年
度
に
曾
て
は
三
六
・
二
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
三
〇
年
の
関
税
率
を
適
用
し
た
一
九
三
一
年
度
に
は
五
三
・
二
％
と
な
り
、

彩
し
い
増
税
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
一
九
三
〇
年
関
税
は
、
直
ち
に
国
の
内
外
か
ら
強
い
反
撃
を
受
け
た
。
国
内
に
於
て
は
民
主
党
議
員
団
か
ら
の
反
対
、
貿
易
及
び
海

運
業
者
か
ら
の
強
い
抗
議
と
並
ん
で
、
経
済
学
者
も
早
く
か
ら
結
束
し
て
反
対
決
議
を
行
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
高
関
税
は
消
費
者
を
搾
取
す

る
意
味
を
持
ち
、
海
外
の
報
復
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
輸
出
業
者
が
世
界
市
場
か
ら
閉
め
出
さ
れ
、
外
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
債
権
の
産
量
を
困

難
な
ら
し
め
、
関
税
障
壁
を
高
め
る
こ
と
を
世
界
化
す
る
悪
税
で
あ
る
と
非
難
し
警
告
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
議
に
最
初
署
名
を
し

た
学
者
に
は
、
「
ダ
グ
ラ
ス
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
グ
ラ
ハ
ム
、
．
ハ
タ
ー
ソ
ン
、
シ
ー
ガ
ー
、
タ
ウ
シ
ッ
グ
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
の
当
時
の
ア
メ

リ
カ
経
済
学
の
最
高
峰
に
あ
る
七
人
の
学
者
で
あ
っ
た
が
、
二
次
的
に
こ
れ
に
加
盟
署
名
し
た
学
者
は
、
四
十
六
州
百
七
十
九
大
学
に
亘
り

　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
8
）

三
千
人
以
上
に
及
ん
だ
。
叉
、
外
国
に
於
て
は
世
界
最
大
の
消
費
国
で
あ
る
合
衆
国
が
そ
の
門
戸
を
極
端
に
狭
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
憤
激
は

極
度
に
高
ま
り
、
直
ち
に
合
衆
国
政
府
に
対
し
て
正
式
に
抗
議
を
申
入
れ
た
国
は
三
十
三
ヶ
国
に
及
び
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
こ
れ
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

政
府
は
関
税
率
制
定
の
権
限
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
国
会
側
に
移
牒
す
る
だ
け
で
あ
る
、
と
し
か
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
多

く
の
国
は
単
に
抗
議
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
報
復
手
段
を
講
じ
た
。
直
ち
に
報
復
の
挙
に
出
た
国
は
、
カ
ナ
ダ
、
キ
ュ
ー
バ
、
メ
キ
シ
コ
、
フ

ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ー
及
び
ス
ペ
イ
ン
で
あ
る
。
中
で
も
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
が
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
レ
ー
ス
及

び
ダ
ン
テ
ル
に
対
し
関
税
を
従
価
九
〇
％
か
ら
一
五
〇
％
乃
至
三
〇
〇
％
に
引
上
げ
た
こ
と
を
不
満
と
し
て
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸

入
さ
れ
て
い
た
自
動
車
に
対
し
従
価
四
五
％
か
ら
従
量
税
に
改
め
て
従
価
換
算
九
〇
％
に
引
上
げ
て
こ
れ
に
応
酬
し
、
宛
然
関
税
戦
争
の
観

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

　
　
（
註
2
0
）

を
呈
し
た
。
叉
、
カ
ナ
ダ
は
一
般
税
率
を
著
し
く
高
め
る
と
同
時
に
、
「
一
九
一
九
年
ヅ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
国
か
ら
輸
出

さ
れ
る
物
品
の
随
時
輸
入
禁
止
に
関
す
る
規
定
」
な
る
も
の
を
同
国
の
関
税
定
率
法
第
十
七
条
に
附
加
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
高
関
税

　
　
　
（
註
2
1
）

に
報
復
し
た
。
一
九
三
一
年
に
な
る
と
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
ー
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
中
国
、
イ
タ
リ
ー
（
再
）
及
び
リ
ト
ア
ニ
ア

が
対
米
国
関
税
の
引
上
を
行
ワ
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
三
二
年
に
設
け
た
英
領
植
民
地
特
恵
関
税
制
度
も
、
そ
の
底
意
に
は
対
米
報
復
的
意

義
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
か
く
て
、
ア
メ
リ
カ
の
一
九
三
〇
年
関
税
率
は
世
界
を
挙
げ
て
の
関
税
戦
争
の
渦
を
巻
き
起
す
か
に
見
え
た
が
、
こ
れ
ら
報
復
関
税
よ
り

も
一
層
深
刻
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
一
九
三
〇
年
関
税
が
動
機
と
な
っ
て
、
世
界
に
於
け
る
国
際
決
済
制
度
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
と
国
際
親

善
が
著
し
く
害
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
諸
国
は
ド
ル
に
依
存
す
る
経
済
政
策
を
立
て
る
こ
と
を
避
け
る
と
共
に
、
ド
ル
不
足
か
ら

来
る
貝
田
障
害
を
打
開
す
る
た
め
に
無
理
な
決
済
制
度
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
叉
、
反
自
由
主
義
の
宣
伝
資
料
に
用
い
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
2
）

フ
ァ
シ
ス
ト
及
び
共
産
主
義
の
政
治
的
武
器
に
利
用
さ
れ
る
機
会
を
も
作
っ
た
。

　
こ
れ
ら
内
外
の
不
良
な
る
情
勢
は
勿
論
ア
メ
リ
カ
国
内
の
政
治
の
上
に
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
九
三
二
年
の
大
統
領
選
挙
戦
に

は
、
こ
の
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
が
民
主
党
の
武
器
と
し
て
最
も
有
効
に
逆
用
さ
れ
、
共
和
党
に
対
抗
す
る
国
際
経
済
政
策
と
し
て
、

「
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
に
代
わ
る
に
、
歳
入
目
的
の
み
の
競
争
関
税
を
採
用
し
、
行
政
庁
の
干
渉
を
排
除
し
た
実
態
調
査
委
員
会
の

設
置
、
外
国
と
の
互
恵
通
商
協
定
の
締
結
、
及
び
国
際
貿
易
の
恢
復
と
貿
易
決
済
の
円
滑
と
を
目
的
と
す
る
国
際
経
済
会
議
の
開
催
」
を
提

唱
し
た
。

　
大
統
領
選
挙
戦
で
民
主
党
が
勝
っ
て
ロ
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
が
選
出
さ
れ
る
や
、
ロ
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
が
最
初
に
と
り
上
げ
た
経
済
政
策
が
互
恵

通
商
協
定
法
の
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
永
年
ア
メ
リ
カ
が
政
治
問
題
と
し
て
論
議
し
尽
し
て
来
た
自
由
港
設
置
の
問
題
も
、
こ
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れ
を
機
会
に
一
挙
に
解
決
し
た
こ
と
は
、
矢
張
り
民
主
党
経
済
政
策
の
一
環
で
あ
っ
て
、

と
一
連
の
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
註
1
3
）

　　主要国に於ける平均輸入税率　（註）

一輸入商品の価格総額に対する一
．

全　　品 目 工業製造品国　　　　名 1913 1925 1913 　一P925

合　　　…衆　　　国 33％ 29％ 44％ 37％

ス　　ペ　　ノf　　ソ 33 44 41 41

アノレゼ　ン　チ　こ／ 26 26 28 29

オース　ト　リ　一 18 12 18 16

カ　　　ナ　　　ダ 18 16 26 23

チ　　　　エ　　　　コ 18 19 18 27

フ　　ラ　　ソ　　ス 18 12 20 21

ハ　　こ／　ガ　　リ　P一 18 23 18 27

オーストラ　リア
（17） （25） （16） （27）

イ　　タ　　リ　　一 17 17 18 22

ス　エ　一　デ　ン’ 16 13 20 16

ド　　　／f　　　ツ （12） （12） （13） （20）

デ　γ　マ　一　ク 9 6 14 10

ス　　　イ　　　ス 7 11 9 14

ベ　　ル　　ギ　　一 6 8 9 15

イ　　　ン　　　　ド 4 14 4 16

オ　　ラ　　ソ　　ダ 3 4 4 6

ポ　一　ラ　ン　ド 一
23

一
32

イ　　ギ　　リ　　ス 0 （4） 0 （5）

多
少
と
も
国
際
主
義
に
傾
い
て
来
た
政
治
的
傾
向

（註）T・・iff・Level・1・dice・，　Leag…fN・ti・n・，　E・…mic　a・d　Fi・…i・l

　　Section，　lnternational　Economic　Conference，　May　1927，’II，　（Letiche　：

　　Reciprocal　Trade　Agreements　in　World　Economア，　p。10より再録）

（
註
1
4
）
　
両
目
⑦
茜
①
琴
厭
目
9
。
門
屋
臣
9
亀
日
O
曽
。
昌
b
㎝
寓
。
巳
言
吋
亀
団
員
亀
ロ
。
誘
の
前
文
に
、
目
7
。
領
。
ユ
。
。
ご
蕊
9
巳
冨
8
。
。
o
h
さ
Φ
国
鳥
霞
σ
Q
。
目
切
日
9
。
匡
融
b
。
臼
。
h
罎
9
図
鱒
8
H
O
団
ど

　
げ
。
拝
需
巳
ぎ
α
Q
臼
昌
①
ミ
b
窪
ヨ
9
。
目
Φ
巳
冨
臨
南
冨
≒
・
と
記
さ
れ
て
い
る
Q

（
註
1
5
）
　
外
務
省
通
商
局
綿
…
纂
、
　
凋
N
鳥
海
…
外
経
【
済
事
情
第
　
ご
再
呈
二
十
六
具
〉
（
昭
和
五
年
六
月
三
十
口
H
号
）
第
一
一
四
頁
、
「
ニ
ェ
ー
ヨ
ー
ク
口
耳
藤
商
務
童
日
記
官
報
出
口
」
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
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け
る
動
向
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ア
メ
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カ
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衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

（
詳
一
1
6
）
　
＞
o
♂
ω
0
9
ω
ω
9

（
註
1
7
）
　
b
o
計
ψ
0
9
劇
O
鱒
・

（
註
1
8
）
　
図
醸
暮
8
自
聞
・
冒
時
。
。
・
亀
…
d
昌
帥
騨
巴
2
9
。
の
国
8
ぎ
ヨ
8
団
。
ま
団
き
山
口
三
日
目
僧
団
8
銑
犀
。
内
鼠
8
。
・
”
ら
認
”
勺
・
刈
c
g
・

（
註
1
9
）
　
凸
剛
恒
割
、
　
掴
廻
判
刊
海
外
経
蚊
旧
車
甲
槽
四
、
　
静
第
一
二
巻
鮪
弟
二
十
一
号
　
（
昭
和
五
年
五
日
〃
二
十
山
ハ
ロ
見
出
）
）
、
　
第
五
百
ハ
。

（
註
2
0
）
　
同
右
、
第
一
二
巻
鮪
弟
二
十
二
具
冠
（
昭
和
五
年
六
月
二
日
号
）
、
』
第
一
山
ハ
頁
、
「
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
釦
報
止
口
」
。

（
註
2
1
）
　
同
右
、
第
三
巻
第
三
十
九
号
（
昭
和
五
年
九
月
二
十
九
日
号
）
、
第
三
頁
、
「
カ
ナ
ダ
徳
川
全
権
公
使
電
報
」
。

（
註
2
2
）
　
竃
洋
。
。
。
Φ
＝
”
一
げ
笛
こ
噂
や
ひ
ω
讐
ひ
劇
’

（
註
2
3
）
　
》
魯
霞
同
＄
9
。
。
。
・
”
H
三
・
罎
葺
8
巴
早
巴
ρ
H
遭
。
。
導
や
ト
。
ホ
・

第
三
節
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
互
恵
通
商
協
定

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
け
る
互
恵
通
商
協
定
（
切
①
。
骨
。
。
県
議
巴
・
品
お
①
日
①
暮
）
は
、
決
し
て
ロ
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
創
意
に
よ
る

も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
彼
に
よ
り
始
め
て
外
国
と
の
聞
に
こ
れ
を
実
施
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
ロ
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
は
始
め
て
こ
れ

を
国
内
法
と
し
て
立
案
し
、
政
争
の
激
し
い
国
会
か
ら
独
立
し
て
、
外
国
と
機
動
的
に
協
定
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
規
定
し
た
と
こ

ろ
に
彼
の
功
績
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
、
既
に
一
八
九
〇
年
に
共
和
党
政
府
（
大
統
領
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
）
の
国
務
長
官
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ

．
ブ
レ
ー
ン
（
廿
日
①
ω
O
．
由
鉱
器
）
に
よ
っ
て
、
外
国
と
互
恵
通
商
協
定
を
結
ぶ
こ
と
の
必
要
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ブ
レ
ー
ン
は

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
市
場
を
合
衆
国
の
農
産
物
の
た
め
に
開
放
す
る
策
と
し
て
互
恵
主
義
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
国
会
は

．
」
の
年
に
制
定
し
た
マ
。
キ
ン
γ
関
税
定
率
法
（
目
鼻
罫
謬
ξ
日
巴
塁
。
・
）
の
中
に
、
大
統
領
を
し
て
互
恵
主
義
に
基
づ
く
協
定
税

率
を
定
め
得
る
権
能
を
与
、
兄
る
規
定
を
入
れ
た
。
こ
れ
が
恐
ら
く
合
衆
国
と
し
て
は
外
国
と
関
税
交
渉
を
行
い
得
る
こ
と
を
明
確
に
立
法
三
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し
た
最
初
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
定
率
法
は
何
ら
具
体
的
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
か
ら
、
却
っ
て
こ
れ
が

高
関
税
政
策
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
逆
効
果
さ
え
生
じ
た
。
即
ち
、
合
衆
国
か
ら
の
輸
出
品
に
対
し
て
不
平
等
不
合
理
な
課
税
を
な

す
国
か
ら
の
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
皮
革
、
砂
糖
及
び
糖
蜜
の
無
税
輸
入
を
停
止
し
、
且
つ
こ
れ
に
ア
メ
リ
カ
が
互
恵
関
税
に
対
す
る
必
然
の
反

面
で
あ
る
と
考
え
た
懲
罰
関
税
を
課
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
た
。
こ
の
関
税
定
率
法
に
基
い
て
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
二
年
ま
で
に

一
〇
件
の
互
恵
条
約
が
結
ば
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ
り
或
る
国
、
石
盛
ば
キ
ュ
ー
バ
の
如
き
は
、
砂
糖
の
対
米
輸
出
に
つ
き
こ
の
懲
罰

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
輸
出
が
著
し
く
減
退
す
る
と
い
う
事
態
を
生
じ
、
こ
の
た
め
に
そ
の
後
関
税
交
渉
に
入
っ
て
合
衆
国
に
於
け
る
砂
糖

自
由
市
揚
を
獲
得
す
る
関
税
譲
許
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
定
率
法
で
は
互
恵
の
名
を
借
り
て
は
い
る
が
、

武
装
し
た
関
税
交
渉
規
定
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
法
は
一
八
九
四
年
に
は
砂
糖
に
関
す
る
新
関
税
が
設

け
ら
れ
た
が
た
め
無
効
と
な
り
、
外
国
の
憤
激
と
報
復
と
を
買
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
八
九
七
年
に
は
、
同
じ
く
共
和
党
に
よ
り
デ
ィ
ソ
グ
レ
ー
関
税
定
率
法
（
日
冨
∪
ぎ
α
q
♂
図
目
舘
自
》
9
）
が
定
め
ら
れ
、
再
び
互
恵
通
商

協
定
が
企
て
ら
れ
た
。
こ
の
最
初
の
法
案
に
於
て
は
、
大
統
領
に
対
し
て
広
汎
な
る
通
商
条
約
に
関
す
る
交
渉
権
を
与
え
、
総
べ
て
の
品
目

に
つ
き
二
〇
％
ま
で
の
減
税
を
な
し
得
る
条
項
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
条
項
は
上
院
の
批
准
が
得
ら
れ
ず
取
消
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
代
り
に
、
大
統
領
に
対
し
て
外
国
と
互
恵
通
商
協
定
を
結
ぶ
権
限
と
、
上
院
の
承
認
（
憲
法
に
よ
り
条
約
の
締
結
に
は
三
分
の

二
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
）
な
く
し
て
そ
の
効
力
を
発
生
せ
し
め
る
例
外
的
取
扱
と
を
許
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
に
よ
る
譲
許
も
僅
か

に
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
ト
ン
カ
豆
、
粗
酒
石
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
シ
ャ
ン
ペ
ン
、
そ
の
他
の
酒
類
及
び
絵
画
彫
塑
に
限
ら
れ
、
合
衆
国
の
生
産
品

に
対
し
て
同
等
の
関
税
譲
許
を
な
し
た
外
国
か
ら
の
こ
れ
ら
輸
入
品
に
対
し
て
減
税
を
な
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
駈
引
関
税
の
一
種

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
譲
許
は
、
実
際
に
は
二
三
に
止
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
増
進
の
上
に
は
殆
ど
効
果
が
な
か
っ
た
の

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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而
し
て
遂
に
一
九
〇
九
年
に
は
、
当
時
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
互
恵
通
商
協
定
は
一
切
取
消
さ
れ
た
。
即
ち
、
こ
の
年
に
出
来
た
ペ
イ
ン
・

ア
ル
ド
リ
ッ
チ
関
税
定
率
法
（
目
附
守
道
①
－
と
脅
一
臼
日
舞
一
森
》
9
）
は
互
恵
譲
許
の
政
策
を
排
斥
し
、
新
た
に
国
定
税
率
を
定
め
た
。
，
こ
の

国
定
税
率
は
最
高
最
低
を
示
し
た
限
界
関
税
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
立
法
に
際
し
て
は
最
高
税
率
が
一
般
税
率
と
し
て
適
用
さ
れ
、
最
低
税

率
は
譲
許
の
限
界
を
指
示
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
当
っ
て
は
最
高
最
低
の
幅
の
中
で
交
渉
に
際
し
て
駈
引
が
行

わ
れ
、
そ
し
て
結
果
と
し
て
大
部
分
に
対
し
て
最
低
叉
は
こ
れ
に
近
い
税
率
が
適
用
さ
れ
、
最
高
税
率
は
単
に
合
衆
国
生
産
物
に
対
し
差
別

待
遇
を
な
し
た
国
か
ら
の
輸
入
に
対
し
て
適
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
前
掲
第
2
表
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
税
率
適
用
年
度
に
於
け
る

減
税
傾
向
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
事
実
上
歯
関
税
制
を
と
っ
た
と
い
え
る
。

　
最
高
最
低
の
限
界
関
税
は
、
相
手
国
に
と
っ
て
は
予
め
税
率
の
限
界
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
駈
引
上
に
便
益
が
多
い
け
れ
ど
も
、
合

衆
国
に
と
っ
て
は
始
め
か
ら
関
税
交
渉
の
余
地
を
相
手
に
明
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
折
衝
に
当
っ
て
は
不
都
合
を
感
じ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
一
三
年
春
至
っ
て
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
関
税
定
率
法
（
已
ず
①
d
巳
①
暑
。
＆
日
9
二
鴫
b
。
臼
）
を
成
立
さ
せ
て
互
恵

交
渉
を
排
し
、
再
び
自
主
、
不
交
渉
関
税
政
策
に
戻
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
合
衆
国
が
保
護
高
関
税
政
策
を
排
斥
し
て
、
自
発
的
に
関
税
を
低
め

た
最
初
の
定
率
法
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
不
幸
に
し
て
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
て
、
こ
れ
が
有
効
に
適
用
さ
れ
る
機
会
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
第
一
次
大
戦
前
の
合
衆
国
関
税
政
策
も
時
々
は
法
律
を
定
め
て
外
国
と
の
間
に
互
恵
協
定
を
結
ぶ
機
会
を
持
っ
た
け
れ
ど
も
、

殆
ど
悉
く
が
失
敗
に
帰
し
た
と
い
え
る
。

　
互
恵
通
商
協
定
法
は
一
九
三
〇
年
の
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
定
率
法
に
対
す
る
一
つ
の
反
動
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
ホ
ー

レ
i
・
ス
ム
ー
ト
法
が
一
た
と
え
一
九
二
九
年
世
界
恐
慌
前
に
立
案
に
着
手
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
一
第
二
次
世
界
恐
慌
の
対
策
と
し

て
ア
メ
リ
カ
経
済
の
苦
境
を
国
内
的
に
打
開
し
得
る
と
考
え
、
国
内
物
価
維
持
の
た
め
に
輸
入
障
壁
を
高
め
た
の
に
反
し
、
互
恵
通
商
協
定
法
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は
か
エ
る
措
置
が
か
え
っ
て
益
々
ア
メ
リ
カ
経
済
を
行
詰
ら
せ
る
も
の
と
考
え
、
国
際
貿
易
障
害
を
緩
和
す
る
た
め
に
対
外
妥
協
の
余
裕
を

十
分
に
つ
く
ろ
う
と
企
て
た
点
が
、
同
じ
く
不
況
対
策
と
し
て
も
全
く
相
反
す
る
形
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ホ
ー
レ

ー
●
ス
ム
ー
ト
法
実
施
以
後
に
於
て
国
際
経
済
情
勢
に
著
し
い
変
化
を
生
じ
た
が
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、
世
界
各
国
は
い
ず
れ
も
そ
の
国
内

に
於
て
経
済
的
に
混
乱
し
、
国
際
収
支
の
逆
調
に
対
す
る
策
と
し
て
外
国
為
替
統
制
、
特
恵
関
税
制
、
輸
入
割
当
制
、
バ
ー
タ
ー
貿
易
、
清

算
及
び
支
払
協
定
な
ど
と
次
々
に
新
手
の
輸
入
制
限
と
輸
出
促
進
策
を
実
施
し
始
め
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
世
界
貿
易
上
に
支
配
的
役
割
を
演

ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
諸
外
国
に
於
け
る
こ
れ
ら
の
貿
易
統
制
の
重
要
な
る
動
機
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
供
給
の
著
減
で
あ
っ
た
。
こ
の
ド

ル
供
給
著
減
の
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
貿
易
が
恐
慌
に
よ
っ
て
著
し
い
痛
手
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
貿
易

減
退
が
国
内
経
済
恐
慌
の
上
に
、
更
に
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
の
極
端
な
高
率
に
も
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て

第4表　アメリカ合衆国輸出入額

　　　　　　　　　単位　＄1，000，000・

年度 輸　出 輸 入
合計無税品 有税品

1929 5，157 2，843 1，556 4，399

30 3，781 2，051 1，009 3，060

31 2，378 1，381 709 2，090

32 1，576 879 444 1，323

33 1，647 878 571 1，449

34 2，100 991 645 1，636

35 2，243 1，206 833 2，039

（註）　Statistical　Al）stract　of　the　United　States，

　1938，pp．450－452より摘録。

第5表　1929及び1932のアメリカ合衆国

　　　品目別輸入額比較

　　　　　　　　　単位＄1，000，000。

19321929目品

36．　4

15．　2

32，　8

7．　5

45．　7

27．　3

90．　6

L1
19．　2

37．　4

15．　7

4．　6

8．　1

95．　1

110，　4

55．　3

154．　0

17．　4

156．　2

60．　1

297．　1

　　1．5

42．　8

129．　4

12L　6

47．　1

24．　0

241．　0

化学薬品類
ガラス・陶磁器類

金属及同製品
木材及同製品
砂糖及同製品
タ　バ　コ　類
農産物及食料品毒

酒　　　　　類
綿　　製　　品

麻類三三製品
羊毛三三製品
生糸三三製品
紙類三三製品
雑　　品　　類

（註）　Statistical　Abstract　of　the

　1938，pp．470－472　よb諭商一録o

United　States，
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は
な
ら
な
い
。

　
第
4
表
に
見
る
よ
う
に
、
一
九
二
九
年
末
期
に
勃
発
し
た
世
界
恐
慌
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
貿
易
の
減
衰
は
甚
だ
し
き
も
の
が
あ
る
。
一
九
二

九
年
と
一
九
三
二
年
と
を
比
較
す
る
と
、
輸
出
に
隔
て
七
〇
％
減
、
輸
入
に
於
て
も
同
じ
く
七
〇
％
減
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
更
に
、
品

目
別
に
見
る
と
そ
の
減
退
が
如
何
に
由
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
一
層
よ
く
わ
か
る
。
ア
メ
リ
カ
の
重
要
輸
出
品
に
つ
い
て
見
る
と
、
鉄

鋼
輸
出
は
一
九
二
九
年
の
二
〇
〇
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
三
二
年
目
二
九
百
万
ド
ル
に
、
各
種
機
械
は
同
一
年
度
比
較
に
干
て
六
〇
四
百
万
ド

ル
か
ら
一
三
一
百
万
ド
ル
に
、
自
動
車
な
ど
部
分
品
は
五
〇
四
百
万
日
目
か
ら
八
六
百
万
ド
ル
に
と
、
こ
れ
ら
を
平
均
す
る
と
八
二
％
減
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
叉
、
綿
花
は
四
八
％
減
、
小
麦
粉
は
七
三
％
減
と
な
っ
て
い
る
。
輸
入
の
面
に
於
け
る
品
目
別
減
退
状
況
は
第
5
表
に

見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
主
要
輸
入
品
で
あ
る
農
産
物
を
始
め
、
い
ず
れ
も
例
外
な
し
に
著
減
を
示
し
て
い
る
。

　
互
恵
通
商
協
定
法
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ア
メ
リ
カ
貿
易
の
か
x
る
沈
下
を
挽
回
さ
せ
る
た
め
に
は
従
来
の
独
善
的
関
税
政
策
か
ら

脱
却
し
て
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
障
壁
を
低
め
、
こ
れ
を
交
換
条
件
に
外
国
の
対
ア
メ
リ
カ
関
税
を
も
低
め
さ
せ
て
、
ア
メ
リ
カ
商
品
の
販
路
の

恢
復
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
た
と
え
、
実
質
的
に
は
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
率
を
修
正
し
得
る
余
地
を
設
け
た
の
に
過
ぎ
な
い
け
れ

ど
も
、
叉
、
国
定
税
率
の
上
下
五
〇
％
の
限
界
に
於
て
実
施
関
税
率
を
増
減
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
法
に
も
伸
縮
関

税
制
と
し
て
既
に
織
込
ま
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
大
統
領
に
広
汎
な
る
権
限
を
賦
与
し
て
国
会
の
議
を
経
る
こ
と
な
く
超
党
派
的
に
、
行

政
的
に
容
易
に
且
つ
迅
速
に
処
理
し
得
る
途
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
合
衆
国
経
済
政
策
を
国
際
化
へ
一
歩
前
進
せ
し
め
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
即
ち
、
互
恵
通
商
協
定
法
の
制
定
目
的
と
し
て
国
会
に
於
て
公
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

　
（
一
）
　
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
市
場
を
獲
得
し
、
こ
れ
に
よ
り
国
内
雇
傭
の
増
大
身
図
る
こ
之
、
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（
二
）
　
ア
メ
リ
カ
の
農
業
、
工
業
、
鉱
業
及
び
商
業
各
分
野
相
互
間
の
緊
密
な
る
関
係
を
確
立
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
、

　
（
三
）
　
貿
易
障
壁
の
高
ま
り
行
く
傾
向
を
抑
止
し
、
差
別
的
貿
易
統
制
及
び
双
務
貿
易
を
抑
制
す
る
こ
と
、

　
（
四
）
　
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
応
急
の
行
動
を
な
し
得
る
た
め
に
、
弾
力
性
が
あ
り
自
由
裁
量
を
．
な
し
得
る
権
能
を
規
定
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
4
）

　
（
五
）
　
無
条
件
平
等
待
遇
に
基
づ
く
多
角
貿
易
制
度
を
再
建
す
る
こ
と
、

と
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
最
初
の
意
図
に
は
国
際
主
義
化
が
甚
だ
濃
厚
に
伺
え
る
。

　
ロ
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
は
こ
の
法
案
の
署
名
に
当
っ
て
、
新
制
度
に
対
し
極
め
て
大
な
る
希
望
を
披
歴
し
た
声
明
書
を
出
し
て
い
る
。

　
「
…
…
互
恵
協
定
を
行
い
、
外
国
の
生
産
物
に
対
し
て
市
場
の
機
会
を
与
え
つ
x
、
合
衆
国
の
生
産
物
の
市
揚
を
拡
大
す
る
政
策
を
国
会

　
が
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
広
大
な
る
知
性
か
ら
出
た
行
為
で
あ
る
。
世
界
貿
易
の
未
曽
有
の
縮
小
は
現
今
世
界
情
勢
に
於
け
る
緊
要

　
な
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
今
度
の
措
置
は
、
こ
の
世
界
動
向
を
転
換
さ
せ
る
に
役
立
ち
、
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
恢
復
を
助
け
る
こ
と
が

　
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
譲
許
の
権
能
を
用
い
る
の
は
、
各
協
定
が
恢
復
に
現
実
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
こ
れ
を
成
功
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
協
定
国
双
方
が
自
己
の
最
大
の
利
益
を
考
慮
し
つ
Σ
も
、
尚
賢
明
な
る
互
譲
の
配
慮
を
必

　
要
と
す
る
。
省
み
る
と
、
多
年
に
亘
り
相
互
貿
易
の
障
壁
を
高
め
る
こ
と
に
の
み
没
頭
し
、
こ
れ
が
た
め
世
界
総
べ
て
の
国
は
外
国
貿
易

　
の
み
な
ら
ず
、
国
内
商
業
ま
で
も
著
し
く
害
わ
れ
て
来
た
。
相
互
障
害
を
除
去
し
て
健
全
な
る
貿
易
を
恢
復
す
る
こ
と
は
、
時
間
と
忍
耐

　
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
途
へ
の
前
進
は
既
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
上
は
、
こ
の
速
度
を
早
め
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
註
2
5
）

　
：
：
：
」

　
叉
、
ハ
ル
国
務
長
官
（
O
。
a
Φ
目
出
口
5
も
一
九
三
四
年
十
一
月
一
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
於
て
開
催
さ
れ
た
全
米
外
国
貿
易
大
会
（
日
冨

2
9
ご
昌
巴
閃
。
お
貫
昌
目
冨
留
6
。
享
窪
昆
8
）
の
席
上
で
、
こ
の
法
律
に
関
し
次
の
よ
う
な
演
説
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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向

　
「
…
…
も
し
、
今
日
の
よ
う
な
極
端
な
国
家
主
義
が
横
行
す
る
と
き
は
、
遠
か
ら
ず
世
界
丈
化
の
全
機
構
は
崩
壊
す
る
の
外
は
な
い
で
あ

　
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
は
、
今
日
、
通
商
条
約
締
結
に
際
し
過
去
に
於
て
ア
メ
リ
カ
の
政
策
が
冒
し
た
誤
り
を
、
今
や
後
悔
し
つ
x
あ
る
こ
と

　
を
卒
直
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
曽
て
蟻
蚕
関
税
障
壁
を
設
け
て
天
下
に
悪
例
を
示
し
、
こ
の
た
め
世
界
各
国
を
も
同
じ

　
過
誤
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
が
、
今
や
吾
々
は
こ
の
弊
害
除
去
の
た
め
に
世
界
各
国
の
協
定
を
要
望
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
吾
々
は
世

　
密
貿
易
に
於
け
る
一
切
の
人
為
的
に
し
て
度
を
超
え
た
障
害
を
、
単
に
吾
々
自
身
の
利
益
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
他
の
総
べ
て
の
国
の
利

　
益
の
た
め
に
排
除
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
世
界
全
般
の
経
済
的
恢
復
に
よ
っ
て
の
み
個
々
の
国
が
経
済
的
に
健
全

　
な
る
生
活
を
続
け
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
高
関
税
は
互
恵
主
義
を
窒
息
せ
し
め
て
、
結
局
、
ア
メ
リ
カ
商
品
を
買
お
う
と
す
る

　
外
国
を
も
退
け
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
吾
々
ア
メ
リ
カ
こ
そ
は
当
然
世
界
各
国
と
相
携
え
て
、
こ
の
高
関
税
主
義
打
破
の
た
め
、
卒
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
6
）

　
し
て
全
力
を
尽
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
…
…
」

　
一
九
三
四
年
成
立
の
互
恵
通
商
協
定
法
は
、
ホ
ー
レ
i
・
ス
ム
ー
ト
法
の
行
過
ぎ
を
是
正
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
領
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
大
統
領
は
上
院
の
勧
告
及
び
承
認
な
く
し
て
直
接
に
行
政
的
告
示
を
行
い
、
外
国
と
の
問
に
貿
易
協
定
を
結
ぶ
権
限
を
持
つ
た
。
従

来
は
、
貿
易
協
定
は
条
約
の
一
種
と
し
て
先
ず
上
院
の
財
政
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
法
案
を
作
り
、
こ
れ
が
下
院
を
通
過
し
た
る
後
、

上
院
に
於
け
る
三
分
の
二
を
超
え
る
多
数
賛
成
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
し
た
。
し
か
る
に
、
合
衆
国
に
於
て
は
第
一
次
大
戦
前
百
年
間
に
上

院
若
し
く
は
下
院
、
叉
は
両
院
の
承
認
を
要
求
し
た
通
商
条
約
は
極
め
て
多
数
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
う
ち
大
統
領
の
批
准
が
得
ら
れ

た
の
は
僅
か
五
件
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
の
う
ち
僅
か
三
件
の
条
約
し
か
効
力
を
発
生
し
な
か
っ
た
。
カ
ナ
ダ
、
ハ
ワ
イ
、
キ
ュ
ー
バ
と
の

通
商
条
約
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
合
衆
国
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
ば
か
り
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
を
経
て
も
こ
の
困
難
は
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愈
々
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
創
案
で
あ
り
且
つ
そ
の
成
立
に
最
も
熱
心
で
あ
っ
た
国
際
聯
盟
規
約
さ
え
も
遂
に
批
准
す
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
最
も
著
し
い
事
実
と
い
え
よ
う
。
殊
に
、
関
税
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
労
働
問
題
と
共
に
、
民
主
、
共
和
両
党

に
と
っ
て
最
も
顕
著
な
政
見
の
分
岐
点
あ
り
、
従
っ
て
国
会
に
と
っ
て
も
最
も
格
好
な
政
争
の
具
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ゲ
ェ
ル
ト
は
微
妙
な

る
国
際
問
題
を
は
ら
む
関
税
問
題
を
政
争
の
外
に
置
き
、
且
つ
適
時
適
確
な
措
置
を
と
り
得
る
体
制
を
望
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

こ
の
措
置
に
よ
り
通
商
協
定
に
関
す
る
大
統
領
の
独
裁
権
が
確
立
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
二
、
こ
の
法
律
に
よ
り
外
国
と
通
商
協
定
に
入
る
揚
合
に
は
、
先
ず
予
め
こ
の
趣
旨
を
公
示
し
て
、
関
係
者
が
大
統
領
に
対
し
て
意
見
を
述

べ
得
る
機
会
を
与
え
、
且
つ
大
統
領
は
予
め
合
衆
国
関
税
委
員
会
、
国
務
省
、
農
務
省
及
び
商
務
省
の
報
告
と
勧
告
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
、
か
か
る
手
続
に
よ
っ
て
大
統
領
は
通
商
協
定
の
国
内
手
続
を
完
全
に
行
政
的
措
置
だ
け
に
止
め
し
め
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
、

一
九
四
九
年
こ
れ
を
延
長
す
る
に
際
し
、
上
記
関
係
官
庁
を
拡
大
し
て
、
内
務
省
、
財
務
省
、
国
防
省
、
及
び
経
済
協
力
庁
（
国
8
8
巨
。

O
。
6
℃
①
茜
江
8
＞
匙
巳
三
の
＃
9
甘
ざ
ヨ
国
・
O
・
｝
・
）
の
行
政
長
官
を
こ
れ
に
加
え
て
、
省
間
通
商
協
定
委
員
会
（
目
冨
岸
8
巳
Φ
聡
詳
葺
窪
訂
一
摩
巴
①

》
σ
q
お
ヨ
①
巨
。
。
O
。
筥
巨
寓
8
）
を
組
織
し
、
大
統
領
直
属
の
審
議
機
関
と
な
し
た
。

　
　
現
実
に
外
国
と
通
商
協
定
を
結
ぶ
ま
で
の
手
続
は
極
め
て
慎
重
を
期
し
、
大
統
領
及
び
行
政
庁
の
独
善
的
措
置
を
制
約
し
て
い
る
。
即
ち
、
商
務
省
の

　
中
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
貿
易
政
策
課
（
∪
三
ω
♂
昌
。
h
O
§
目
霞
。
芭
℃
。
ぎ
団
）
に
於
て
常
時
調
査
を
な
し
て
お
り
、
国
内
産
業
に
重
大
な
影
響
を
与
え
な

　
い
た
め
に
は
如
何
な
る
国
と
関
税
交
渉
を
な
す
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
か
、
叉
、
ア
メ
リ
カ
経
済
に
は
如
何
な
る
物
資
を
輸
入
す
る
の
が
最
も
補
完
の
た

　
め
効
果
的
で
あ
る
か
、
な
ど
に
つ
き
広
汎
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
省
間
貿
易
協
定
委
員
会
に
対
し
、
何
時
に
て
も
詳
細
な
資
料
を
提
供
し
得

　
る
よ
う
用
意
し
て
い
る
。
叉
、
国
務
省
も
適
切
な
報
告
を
得
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
所
属
機
関
を
動
か
し
て
い
る
。
経
済
外
交
高
級
行
政
委
員
会
（
目
ず
①

　
出
貫
三
①
〈
9
国
×
Φ
窪
彗
①
∩
。
日
巳
＃
8
8
国
8
ロ
。
豆
。
国
霞
。
一
σ
・
昌
㎏
島
陰
）
は
こ
の
中
の
最
も
有
力
な
機
関
で
あ
る
Q
こ
れ
ら
の
機
関
が
研
究
の
結
果
、
最

　
も
有
利
な
協
定
を
な
し
得
る
と
思
わ
れ
る
国
々
が
先
ず
選
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
或
る
国
と
互
恵
通
商
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
結
論
に
達
す

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

　
る
と
、
省
聞
貿
易
協
定
委
員
会
は
国
別
委
員
会
（
∩
8
三
q
∩
§
巨
詳
8
）
と
品
別
委
員
会
（
O
。
日
日
。
山
ξ
O
。
日
当
詳
①
①
）
と
を
委
嘱
し
て
報
告
書
を
作
成
せ

　
し
め
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
よ
っ
て
貿
易
協
定
委
員
会
が
満
足
し
、
当
面
の
外
国
も
協
定
を
望
み
、
大
統
領
も
こ
れ
を
承
認
す
れ
ば
、
国
務
長
官
は
当

　
面
の
関
税
交
渉
の
趣
旨
と
合
衆
国
が
関
税
譲
許
を
老
慮
し
て
い
る
生
産
物
の
リ
ス
ト
と
を
公
表
す
る
。
公
表
後
一
定
期
間
を
置
い
て
、
葦
間
貿
易
協
定
委

　
員
会
は
互
恵
協
定
情
報
委
員
会
（
目
冨
O
。
芝
葺
葺
8
h
8
切
①
9
喝
δ
。
巴
ぎ
ま
§
註
。
富
）
を
開
催
し
て
、
席
上
関
係
業
者
及
び
中
立
団
体
の
代
表
者
を
集
め

　
て
公
聴
会
を
行
う
。
こ
の
公
聴
会
は
単
な
る
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
で
は
な
く
、
関
係
商
品
の
生
産
原
価
、
競
争
の
事
情
、
関
税
譲
許
の
影
響
、
そ
の
他
詳
細
な

　
各
般
の
事
情
を
聴
取
し
て
努
め
て
貴
重
な
資
料
を
得
ん
と
努
め
る
の
が
例
と
な
っ
て
い
る
。
国
別
委
員
会
は
こ
れ
ら
一
切
の
資
料
を
と
り
ま
と
め
、
当
該

　
外
国
に
対
し
譲
許
を
要
求
す
べ
き
鳥
目
表
と
譲
許
を
賄
う
べ
き
品
目
表
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
詳
細
な
報
告
書
を
作
成
し
て
艶
艶
貿
易
協
定
委
員
会

　
に
提
出
す
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
貿
易
協
定
の
形
式
と
内
容
と
に
つ
い
て
も
勧
告
を
行
う
。
国
別
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
こ
の
取
引
計
画
と

　
勧
告
と
が
、
貿
易
協
定
委
員
会
、
国
務
省
及
び
大
統
領
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
外
国
と
最
後
的
交
渉
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
最
後

　
的
外
交
々
渉
に
斯
て
は
、
こ
N
に
述
べ
た
各
段
階
に
於
け
る
審
議
の
結
果
を
動
か
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
外
交
交
渉
が
結
論
に
達
し
た
と
き

　
は
、
こ
の
協
定
は
大
統
領
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
国
務
長
官
又
は
そ
の
代
理
に
よ
り
署
名
さ
れ
、
大
統
領
布
告
が
行
わ
れ
て
、
こ
瓦
に
そ
の
外
国
と
の
互
恵

　
通
商
協
定
が
発
効
す
る
こ
と
x
な
る
。

　
三
、
大
統
領
は
外
国
と
の
通
商
協
定
に
際
し
、
こ
の
法
律
が
通
過
の
際
の
現
行
税
率
（
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
税
率
）
の
五
〇
％
を
限
界

と
し
て
協
定
税
率
を
増
減
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
規
定
が
通
商
協
定
に
当
っ
て
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
裏
か
ら
い
え
ば
大
統
領
独

裁
権
の
限
界
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
限
度
は
、
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
法
に
於
け
る
規
定
と
同
じ
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、
後
者
に
あ

っ
て
は
国
際
協
定
の
限
度
で
は
な
く
て
、
生
産
費
の
国
際
比
較
を
調
査
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
関
税
委
員
会
が
大
統
領
に
勧
告
す
る
税
率
の

範
囲
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
法
の
精
神
ば
か
り
で
な
く
運
用
に
於
て
も
異
っ
て
い
る
。
こ
の
上
下
五
〇
％
の
限
界
の
対
象

は
、
一
九
四
五
年
の
延
長
に
際
し
て
一
九
四
五
年
一
月
一
日
現
在
実
施
中
の
税
率
に
対
す
る
も
の
と
し
て
改
め
ら
れ
た
か
ら
、
当
時
既
に
通

商
協
定
に
よ
っ
て
減
ぜ
ら
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
税
率
の
五
〇
％
の
上
下
が
限
度
と
な
っ
た
。
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し
か
る
に
、
一
九
五
五
年
六
月
、
こ
の
法
律
を
更
に
三
年
間
延
長
す
る
法
案
が
決
議
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
五
〇
％
の
限
度
を
改
め
て
、

一
九
五
五
年
一
月
一
日
現
在
の
実
施
税
率
に
対
し
、
三
年
間
継
続
を
以
っ
て
一
五
％
を
限
度
と
し
て
税
率
を
引
下
げ
る
こ
と
の
出
来
る
権
限

を
大
統
領
に
賦
与
し
た
。
即
ち
こ
れ
に
よ
り
、
も
し
或
る
国
か
ら
の
或
る
商
品
が
一
九
四
五
年
一
月
一
日
ま
で
に
一
九
三
〇
年
関
税
に
対
し

五
〇
％
の
関
税
譲
許
を
得
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
九
四
五
年
の
延
長
法
に
よ
っ
て
更
に
そ
の
五
〇
％
を
減
ぜ
ら
れ
て
一
九
三
〇
年
関
税
に
対

し
七
五
％
減
と
な
り
、
叉
、
一
九
五
五
年
の
延
長
法
に
よ
り
三
年
間
を
通
じ
て
更
に
そ
の
一
五
％
が
譲
許
さ
れ
る
か
ら
一
九
三
〇
年
関
税
に

対
し
三
年
後
に
は
七
八
・
七
五
％
減
と
な
る
機
会
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
四
、
如
何
な
る
品
目
も
無
税
品
目
表
か
ら
有
税
品
目
表
に
移
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
に
於
て
無
税
か
ら
有
税

へ
、
有
税
か
ら
無
税
へ
と
い
ず
れ
へ
も
移
す
こ
と
を
禁
止
し
た
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
立
法
に
当
っ
て
は
寧
ろ
有
税
か
ら

無
税
へ
移
す
こ
と
を
禁
止
す
る
精
神
の
方
が
強
か
っ
た
。
本
法
で
は
逆
に
従
来
の
無
税
品
目
を
有
税
品
目
に
移
す
一
面
だ
け
を
禁
止
し
た
も

の
で
あ
り
、
輸
入
障
壁
を
今
後
高
め
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
し
た
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
そ
の
後
本
法
の
更
新
の
度
毎
に
繰
返

さ
れ
て
い
る
。

　
五
、
合
衆
国
に
対
す
る
外
国
の
負
債
は
、
如
何
な
る
国
も
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
、
関
税
譲
許
の
代
価
と
し
て
こ
れ
を
減
額
し
、

叉
は
相
殺
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
大
統
領
が
本
法
に
よ
つ
て
賦
与
さ
れ
た
権
限
を
外
交
上
の
駈
引
手
段
に
用
い
て
は
な
ら
な
い

こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
は
そ
の
後
の
延
長
法
に
も
常
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
六
、
本
法
は
批
准
後
三
ケ
年
を
以
っ
て
大
統
領
の
権
限
が
終
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
即
ち
、
有
効
期
限
付
の
法
律
で
あ
っ
て
、
大
統
領
の

独
裁
権
の
恒
久
化
を
防
い
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
延
長
す
る
揚
合
に
は
、
そ
の
都
度
国
会
の
議
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
　
一
九
三
四
年

六
月
十
二
日
に
批
准
、
そ
の
後
、
国
会
は
一
九
三
七
年
と
一
九
四
〇
年
と
に
無
修
正
の
儘
で
各
三
年
問
延
長
を
議
決
、
更
に
一
九
四
三
年
に

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
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合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

二
年
間
、
一
九
四
五
年
に
三
年
間
、
一
九
四
八
年
に
一
年
間
そ
れ
ぞ
れ
延
長
、
一
九
四
九
年
に
は
延
長
に
つ
い
て
多
少
の
異
論
が
出
た
た
め
、

一
九
四
八
年
の
延
長
法
を
廃
し
、
改
め
て
一
九
四
八
年
に
遡
っ
て
三
年
間
、
即
ち
一
九
五
一
年
六
月
ま
で
の
延
長
を
議
決
し
た
。
一
九
五
一

年
六
月
に
再
び
三
年
間
延
長
、
　
一
九
五
四
年
に
は
大
統
領
及
び
民
主
党
は
三
年
間
延
長
説
を
主
張
し
た
け
れ
ど
も
、
幾
多
の
経
緯
の
後
、
漸

く
無
修
正
一
年
間
延
長
が
議
決
さ
れ
た
。
こ
の
延
長
法
の
満
期
で
あ
る
一
九
五
五
年
六
月
に
は
、
前
記
の
よ
う
に
こ
れ
に
重
大
な
修
正
を
加

え
た
後
、
三
年
間
延
長
を
議
決
し
た
。

　
七
、
一
九
四
八
年
六
月
に
一
九
三
四
年
の
互
恵
通
商
法
を
一
ヶ
年
延
長
す
る
に
当
り
、
そ
の
延
長
法
に
於
て
新
た
に
免
除
条
項
（
国
・
・
8
需

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
7
）

。一

ｫ
ω
①
）
、
叉
は
い
わ
ゆ
る
「
メ
キ
シ
コ
条
項
」
を
設
け
て
、
危
険
点
（
悶
Φ
艶
℃
。
巨
）
を
超
え
る
輸
入
に
は
互
恵
に
よ
る
恩
典
を
及
ぼ
さ
ず
、

叉
、
必
要
あ
る
な
ら
ぽ
か
え
っ
て
そ
の
商
口
甲
の
関
税
を
引
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
と
規
定
．
し
た
。
こ
れ
は
、
協
定
さ
れ
た
品
目
の
輸
入
価
格
が

合
衆
国
の
農
工
業
を
害
す
る
と
思
わ
れ
る
線
ま
で
下
っ
て
来
た
揚
合
、
叉
は
関
税
譲
許
に
よ
っ
て
輸
入
が
激
増
し
国
内
産
業
を
脅
か
す
程
度

に
至
っ
た
と
き
に
は
、
大
統
領
は
協
定
さ
れ
た
関
税
譲
許
の
適
用
を
中
止
し
、
叉
は
修
正
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
延
長
法
に
重
て
は
、
こ
の
免
除
条
項
の
適
用
は
省
画
通
商
協
定
委
員
会
の
綿
密
な
る
調
査
研
究
に
よ
る
危
険
点
に
基
づ
き
一
般

公
聴
に
付
し
た
後
、
大
統
領
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
且
つ
こ
れ
が
実
際
の
適
用
に
当
っ
て
は
、
関
税
譲
許
に
よ
っ
て
照
る
商
品

の
輸
入
が
増
大
し
て
或
る
企
業
が
影
響
を
受
け
て
も
、
そ
の
企
業
が
そ
の
商
品
以
外
の
他
の
生
産
部
門
に
於
て
利
益
を
挙
げ
て
い
る
場
合
に

は
企
業
全
体
と
し
て
は
打
撃
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
免
除
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
が
下
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

免
除
条
項
の
規
定
は
一
九
四
九
年
に
一
年
遡
及
し
て
三
力
年
延
長
法
を
定
め
る
に
当
り
一
且
取
除
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
九
五
一
年
二
月
の

三
旧
年
延
長
法
案
に
は
更
に
こ
の
免
除
条
項
を
復
活
し
た
。
こ
の
と
き
、
下
院
は
免
除
条
項
の
中
に
新
た
に
（
一
）
輸
入
農
産
物
の
価
格
は

合
衆
国
の
支
持
価
格
以
上
を
以
っ
て
販
売
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
閉
め
出
す
こ
と
、
及
び
（
二
）
共
産
圏
の
産
物
も
閉
め
出
す
規
定
を
入
れ
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る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
五
年
の
三
力
年
延
長
法
に
於
て
は
、
免
除
条
項
は
そ
の
儘
踏
襲
さ
れ
た
が
、
そ
の
適
用
条
件
は
簡
単
と
な
り
、

譲
許
に
よ
っ
て
繋
る
商
品
の
輸
入
が
増
大
し
て
国
内
の
特
定
生
産
品
が
影
響
を
受
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
免
除
条
項
を
発
動
す
る
こ
と
が
出

来
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
免
除
条
項
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
る
。

　
八
、
互
恵
通
商
協
定
法
に
基
づ
き
、
合
衆
国
が
自
発
的
に
外
国
と
交
渉
に
入
る
準
備
と
し
て
、
二
に
述
べ
た
手
続
中
に
於
て
「
第
一
位
供

給
国
方
式
」
（
剛
旨
書
塾
ω
毛
管
①
＝
。
毒
岳
）
な
る
も
の
を
規
定
し
た
。
こ
れ
は
合
衆
国
が
特
定
商
品
を
最
大
量
に
輸
入
し
て
い
る
相
手
国

で
あ
っ
て
（
例
え
ば
砂
糖
に
つ
い
て
の
キ
ュ
ー
バ
）
、
合
衆
国
に
対
し
減
税
を
望
ん
で
い
る
国
と
先
ず
以
っ
て
互
恵
交
渉
に
入
る
べ
き
こ
と
を

規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
商
品
は
そ
の
輸
入
相
手
国
に
と
っ
て
国
民
経
済
上
極
め
て
重
要
な
生
産
物
で
あ
る
か
ら
、
合
衆
国
は
減
税

の
対
価
と
し
て
最
も
有
利
な
譲
許
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
も
し
こ
の
第
一
位
供
給

国
に
相
当
す
る
よ
う
な
国
が
総
力
国
あ
っ
た
揚
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
一
様
に
法
定
限
界
（
五
〇
％
）
ま
で
減
税
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
漸
減
政
策

（
誤
①
旦
5
。
h
。
・
窪
註
ヨ
）
叉
は
段
階
減
税
（
Q
。
審
℃
－
三
ω
①
お
曾
。
一
一
9
・
。
。
）
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
譲
許
の
方
法
は
、
法
定
限
界
よ
り
低

い
率
で
何
年
か
に
分
割
し
て
減
税
し
て
行
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
第
一
位
供
給
国
方
式
は
い
ず
れ
も
余
り
多
く
は
適
用
し
て

い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
第
一
位
供
給
国
が
固
定
せ
ず
に
、
内
外
の
事
情
に
よ
り
順
位
が
変
化
し
、
叉
は
そ
の
商
品
の
重
要
性
に
も
変
化
を

生
じ
る
見
通
し
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
γ
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
及
び
カ
ナ
ダ
に
対
し
て
は
、
第
一
位

供
給
国
方
式
を
そ
れ
ら
か
ら
の
重
要
輸
入
品
に
対
し
て
適
用
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
、
一
九
三
〇
年
関
税
定
率
法
に
定
義
さ
れ
て
い
る
品

目
を
更
に
或
る
一
国
に
特
に
関
係
の
深
い
細
品
目
に
再
分
割
し
て
関
税
特
化
を
行
い
、
他
国
へ
の
焦
心
を
防
ぐ
と
共
に
同
類
煎
種
の
品
目
を

細
菌
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
手
段
を
講
じ
た
。
こ
の
関
税
特
認
の
手
段
は
第
一
節
に
於
て
極
端
な
事
例
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
関
税
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
8
）

策
士
は
ず
る
い
策
と
し
て
一
般
に
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
務
省
は
こ
の
手
段
は
他
に
乱
用
し
た
こ
と
は
な
い
と
声
明
し
て
い
る
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

　
一
九
三
四
年
の
互
恵
通
商
協
定
法
は
多
少
の
修
正
を
加
え
ら
れ
つ
x
も
今
日
な
お
合
衆
国
の
貿
易
政
策
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
立
法
の

当
時
は
、
合
衆
国
が
貿
易
政
策
上
保
護
主
義
か
ら
脱
却
し
て
開
放
主
義
へ
と
転
換
を
な
し
た
か
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
、
政
府
も
前
述
の
ロ
ー

ズ
ヅ
ェ
ル
ト
大
統
領
及
び
ハ
ル
国
務
長
官
の
声
明
に
見
る
よ
う
に
、
如
何
に
も
合
衆
国
経
済
が
国
際
化
さ
れ
た
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
は
し
た
が
、

実
際
に
こ
れ
を
適
用
す
る
に
当
っ
て
は
如
何
な
る
品
目
に
つ
き
如
何
な
る
程
度
の
関
税
譲
許
を
行
う
意
思
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
当
時
の
合
衆
国
関
税
委
員
会
の
意
見
と
し
て
は
、
関
税
譲
許
の
余
地
が
あ
る
輸
入
税
は
次
の
五
の
場
合
で
あ
る
と
い
っ
て
い

（
註
2
9
）

る
。　

一
、
現
在
そ
の
輸
入
高
が
国
内
消
費
高
の
五
％
以
下
に
止
ま
り
、
国
産
品
と
の
競
争
が
全
然
叉
は
殆
ど
生
じ
て
い
な
い
商
品
の
税
率
。
関

税
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
と
、
国
内
消
費
高
の
五
％
に
満
た
な
い
輸
入
品
で
課
税
さ
れ
て
い
る
も
の
が
当
時
一
千
品
目
以
上
存
在
し
た
と
い

う
Q

　
二
、
現
在
従
価
五
〇
％
以
上
の
輸
入
税
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
商
品
の
税
率
。
当
時
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
五
四
〇
品
目
を
超
え
、
こ
の
う

ち
著
し
い
も
の
を
挙
げ
る
と
、
柱
時
計
一
〇
八
％
、
毛
織
物
八
四
％
、
絹
靴
下
六
〇
％
、
レ
ー
ヨ
ン
六
四
％
、
窓
ガ
ラ
ス
板
六
二
％
、
紙
巻

タ
バ
コ
七
六
％
、
乾
豆
九
八
％
、
玉
ネ
ギ
一
四
八
％
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
三
、
国
内
消
費
の
割
合
に
比
し
近
年
そ
の
輸
入
が
著
し
く
減
少
し
た
商
品
の
輸
入
税
。
当
時
、
関
税
が
高
く
な
っ
た
た
め
に
輸
入
が
激
減

し
た
品
目
に
は
、
陶
磁
器
、
板
ガ
ラ
ス
、
柱
時
計
、
砂
糖
、
製
造
タ
バ
コ
、
牛
肉
、
羊
肉
、
卵
、
羊
毛
、
レ
ー
ヨ
ン
、
レ
モ
ン
、
コ
コ
ア
、

宝
石
な
ど
が
あ
る
。

　
四
、
相
当
期
間
に
亘
り
関
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
需
要
に
相
応
す
る
だ
け
の
国
内
生
産
増
加
を
見
な
か
っ
た

商
品
の
輸
入
税
。
こ
れ
は
最
早
保
護
し
て
も
効
果
が
な
い
商
品
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
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五
、
明
ら
か
に
或
る
外
国
の
伝
統
的
特
産
物
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
産
品
と
競
争
的
性
質
を
有
さ
な
い
商
品
の
輸
入
税
。
例
え
ば
、
オ
リ
ー

ゲ
は
国
内
で
は
需
要
の
二
％
し
か
生
産
さ
れ
な
い
に
拘
わ
ら
ず
そ
の
関
税
は
七
五
％
、
同
じ
事
情
に
あ
る
の
が
縁
縫
リ
ン
ネ
ル
の
九
〇
％
、

砂
糖
の
一
五
二
％
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
関
税
は
結
局
国
内
消
費
税
と
同
一
性
質
と
な
る
。

　
こ
の
合
衆
国
関
税
委
員
会
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
結
局
合
衆
国
に
於
て
保
護
す
る
必
要
の
な
い
商
品
の
輸
入
税
に
対
し
て
だ
け
譲
許
を
行
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時
に
於
て
行
過
ぎ
た
、
叉
は
、
不
当
な
る
保
護
関
税
を
単
に
是
正
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、

一
歩
進
め
て
関
税
を
低
め
る
こ
と
に
よ
り
世
界
貿
易
の
閉
塞
を
打
開
し
よ
う
と
い
う
積
極
的
意
図
は
稀
薄
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
時
、
他

国
に
於
て
の
み
な
ら
ず
合
衆
国
内
に
於
て
さ
え
も
、
こ
の
互
恵
通
商
協
定
法
は
結
局
は
合
衆
国
自
身
の
経
済
不
況
打
開
の
一
策
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
0
）

必
ず
し
も
世
界
の
経
済
平
和
の
恢
復
が
目
標
と
な
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
互
恵
通
商
協
定
法
に
よ
り
爾
後
結
ば
れ
た
協
定
に
於
て
、
関
税
が
次
第
に
低
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、

初
期
に
合
衆
国
と
通
商
協
定
を
結
ん
だ
国
に
対
し
て
は
相
当
多
く
の
品
目
に
亘
っ
て
五
〇
％
の
減
税
が
行
わ
れ
、
次
い
で
一
九
四
五
年
の
延

長
法
に
よ
り
、
そ
の
上
に
更
に
五
〇
％
の
減
税
を
見
た
昨
宵
目
が
あ
る
。
即
ち
、
品
目
に
よ
っ
て
は
一
九
三
〇
年
関
税
定
率
法
に
於
け
る
原
税

率
に
対
し
、
七
五
％
の
減
税
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
輸
入
業
者
全
国
審
議
会
（
目
げ
Φ
2
巴
。
旨
巴
O
。
§
亀
。
h

＞
ヨ
巽
凶
8
昌
H
ヨ
℃
。
詳
曾
。
。
Ψ
臣
。
・
）
の
副
会
長
ラ
ッ
ド
ク
リ
ッ
プ
（
守
同
q
し
。
』
巴
。
霞
①
）
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

「
最
近
に
於
て
屡
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
我
国
の
税
率
が
互
恵
通
商
協
定
交
渉
の
結
果
と
し
て
概
ね
一
九
一
三
年
当
時
の
水
準
ま
で

引
下
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
最
も
信
ず
べ
き
計
算
は
、
一
九
四
八
年
に
発
表
さ
れ
た
合
衆
国
関
税
委
員
会
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
課
税
輸
入
品
に
対
す
る
平
均
税
率
は
一
九
二
二
年
の
関
税
定
率
法
の
下
に
あ
っ
た
一
九
二

ニ
ー
三
〇
年
に
於
て
は
三
八
・
五
％
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
一
九
三
〇
年
度
に
於
て
は
五
二
・
八
％
と
な
り
、
一
九
四
七
年
に
至
る
と
こ

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

れ
が
一
五
二
二
％
で
あ
る
と
計
測
さ
れ
る
。
こ
の
一
五
・
三
％
と
い
う
数
字
は
、
一
九
四
七
年
の
課
税
輸
入
品
に
つ
き
一
九
四
八
年
に
発
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
1
）

し
た
ぜ
ネ
ヅ
ァ
通
商
協
…
定
に
よ
る
減
税
条
項
を
反
映
し
た
税
率
を
適
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
」

　
前
掲
第
3
表
に
つ
づ
く
近
年
ま
で
の
平
均
関
税
率
を
第
6
表
と
し
て
こ
こ
に
掲
げ
た
。

第6表　アメリカ合衆国の従価平均関税率（註）

．従価平均関税率

麟鱗轡混一）
18．　5％

15．　0

10．　9

9．　9

7．　6

5．　7

5．5

6．0

5．　5

5．　3

5．　4

50．　2％

38．　9

32．　1

25．　3

19．　3

13．　9

13．　5

13．　1

12．　3

12．　7

12．　0

適用された
関税定率法

1930．　6

年度

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃

1931－35

1936－40

1941－45

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

（註）　The　Statistical　Abstract　of　the　U．　S．，1954，

　P．932。解説は第2表（註）に同じ。

関
税
障
壁
が
こ
の
よ
う
に
次
第
に
低
め
ら
れ
て
来
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

準
に
ま
で
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
（
註
1
3
参
照
）
。

　
互
恵
通
商
協
定
法
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
利
益
し
た
点
は
、
ア
メ
リ
カ
商
品
に
対
す
る
外
国
の
関
税
を
低
め
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
に

は
止
ま
ら
な
い
。
関
税
以
外
の
貿
易
障
壁
も
こ
れ
を
排
除
し
叉
は
低
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
即
ち
、
本
法
実
施
以
降
今
次
大
戦

ま
で
に
ア
メ
リ
カ
が
享
受
し
た
利
益
を
挙
げ
れ
ば
、
（
一
）
合
衆
国
生
産
品
に
対
す
る
輸
人
割
当
の
増
加
、
（
二
）
外
国
為
替
統
制
の
緩
和
、

　
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
の
平
均
実
質
関
税
が
次
第
に
低
く
な
り
つ
つ
あ
る

こ
と
は
、
各
国
と
の
間
に
結
ば
れ
た
互
恵
通
商
協
定
が
今
日
ま
で
、
多
少

の
修
正
は
受
け
つ
つ
も
、
連
続
的
に
実
施
さ
れ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
叉
、
合
衆
国
に
於
て
互
恵
通
商
協
定
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き

は
既
に
世
界
景
気
の
恢
復
の
曙
光
が
見
え
始
め
た
と
き
で
あ
り
、
爾
後
合

衆
国
と
し
て
も
経
済
政
策
が
次
第
に
容
易
に
な
っ
て
来
た
こ
と
と
、
多
少

と
も
国
際
主
義
に
傾
い
て
い
る
民
主
党
が
そ
の
後
引
続
き
永
ら
く
政
権
を

握
っ
て
い
た
こ
と
と
、
更
に
、
合
衆
国
々
民
自
身
が
そ
の
世
界
的
地
位
の

変
化
に
対
し
次
第
に
認
識
を
深
め
て
来
た
こ
と
が
根
底
の
原
因
と
な
っ
て
、

　
　
　
そ
し
て
今
や
合
衆
国
の
関
税
障
壁
も
平
均
的
に
は
一
応
国
際
的
水

一一　38　一



（
三
）
当
時
免
税
品
目
で
あ
っ
た
も
の
に
新
に
課
税
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
叉
は
現
行
関
税
を
将
来
引
上
げ
さ
せ
な
い
た
め
の
拘
束
条
項
を
設

け
た
こ
と
、
（
五
）
合
衆
国
に
対
し
数
量
統
制
に
よ
っ
て
差
別
待
遇
を
行
わ
し
め
な
い
約
定
、
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
今
次
大
戦
ま
で
の
期
間
に
於
て
、
関
税
引
下
に
よ
っ
て
合
衆
国
が
利
益
し
た
協
定
の
う
ち
重
大
な
も
の
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ

へ
の
自
動
車
及
び
同
部
分
品
の
関
税
が
著
し
く
低
め
ら
れ
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
同
輸
出
が
一
九
三
四
年
二
・
七
百
万
ド
ル

か
ら
一
九
三
八
年
七
・
九
百
万
ド
ル
に
増
加
、
カ
ナ
ダ
へ
の
同
輸
出
も
一
九
三
五
年
一
・
七
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
三
八
年
九
・
二
百
万
ド
ル

に
増
加
し
た
）
、
カ
ナ
ダ
へ
の
獣
肉
及
び
同
加
工
品
の
関
税
譲
許
（
こ
れ
に
よ
り
岡
商
品
輸
出
は
同
月
年
度
比
較
に
煮
て
○
・
一
二
五
百
万
1
3

ル
か
ら
三
・
○
百
万
ド
ル
に
増
加
し
た
）
、
叉
、
キ
ュ
ー
バ
へ
の
鉄
鋼
製
品
関
税
引
下
（
こ
れ
に
よ
り
同
商
品
輸
出
は
一
九
三
三
年
O
・
八
五

第7表　アメリカ合衆国とその通商協定国及び

　　　　非協定国との貿易

　　　　　　　　　　　　単位　＄1，000，000・

1934－35
N：平均

1938－39

N平均
増加率

輸　　出　　額

協　　定　　国 757 1，232 62．8％

非協定　国 992 1，306 31．7

合　　　　計 2，208 3，136 42．0

輸　　入　　額

協　　定　　国 774 942 21．6

非協定　国 772 868 12．5

合　　　　計 1，851 2，139 15．6

（註）　Trade　Agreemellt　UniちBureau　of　Foreign　and

　Domestic　Commerce，　U．　S，　Department　of　Commerce，

1947．

五
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
三
八
年
三
・
八
百
万
ド
ル
に
増
加
）
な
ど
で
あ
る
。

叉
、
輸
入
割
当
量
を
増
加
せ
し
め
得
た
重
要
事
例
と
し
て
は
、
ス
イ
ス
に
輸

出
し
て
い
る
ガ
ソ
リ
ン
、
石
油
、
潤
滑
油
、
燃
料
油
な
ど
（
こ
れ
に
よ
り
こ

れ
ら
対
ス
イ
ス
輸
出
は
出
品
年
度
に
於
て
二
倍
乃
至
三
倍
に
増
加
）
、
そ
の
他

ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
及
び
オ
ラ
ン
ダ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
小
麦
、

ラ
ー
ド
、
豚
肉
、
果
実
、
野
菜
罐
詰
な
ど
の
農
産
物
も
こ
れ
ら
の
国
で
の
輸

入
割
当
量
増
加
に
よ
っ
て
著
し
く
輸
出
を
増
し
た
。
こ
れ
ら
の
輸
出
増
加
の

原
因
が
全
部
通
商
協
定
を
結
ん
だ
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
は
過
言
で
あ
っ

て
、
世
界
景
気
の
回
復
そ
の
他
別
の
事
由
も
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
後
者

の
事
由
と
結
び
つ
く
に
通
商
協
定
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル

一　39　r一一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向



　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

供
給
も
多
く
な
く
、
従
っ
て
恐
ら
く
こ
れ
ほ
ど
の
激
増
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
合
衆
国
が
互
恵
通
商
協
定
で
得
た
利
益
に
対
し
、
合
衆
国
が
外
国
に
与
え
た
譲
許
は
す
べ
て
関
税
引
下
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
各
国

が
如
何
に
合
衆
国
関
税
の
引
下
を
要
望
し
て
い
た
か
が
、
こ
れ
に
よ
り
如
実
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
工
年
度
に
於
け
る
協
定
国
と
の
輸

出
入
統
計
を
見
る
と
、
合
衆
国
と
の
互
恵
通
商
協
定
に
よ
っ
て
得
た
る
利
益
は
、
協
定
国
よ
り
は
合
衆
国
自
身
の
得
た
る
方
が
断
然
大
き
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
（
第
7
表
）

第8表　アメリカ合衆国と互恵通商協定を締結

　　　　した国　　　　　　　　　　　（註）

　　　　　　1952・　1・　1現在

国　　　　名 調印日付 発効日付

アルゼ　ン　チ　ン 1941．10．14 1941，11．15

オF一ス　ト　リ　一 1947．10．30 1948．1．1
ベルギー・オラソダルクセンブルグ（2回）

1947．10．30 1948。1．1

ブラジル（2回） 1947．10．30 1948．7．31

ビ　　　　ル　　　　・マ 1947．10．30 1948．7．30

カ　ナ　ダ（5回） 1947．10．30 1948．1．1
セ　　イ　　ロ　　ン’ 1947．10．30 1948．7．30

チ　　　　リ　　　　一 1947．10．30 1947．3．16

コ　　ロ　　レ！　ビ　　ア 1935．9．13 1936．5．20

コ　ス　　タ・リ　カ 1936．11．28 1937．8．2

キューバ（4回） 1947．10．30 1948．1．1

チェコス官ヅァキア 1947．10．30 1948．4．21

デ　　ソ　マ　一　　ク 1949．10．10 1950，5．28

ド　　ミ　　ニ　　カ 1949．10．10 1950．5．19

エ　ク　ア　ド　ル 1938．8．6 1938．10．23

エル・サルヴァドノレ 1937．2．19 1937．5．31

フ　イ　ソ　ラ　ン’ド 1949．10．10 1936．11．2
モ官ッコを除くフラ
塔X植民地

1947．10．20
　　　　　　　　　ρ

P936．6．15

フ　　ラ　　ン’　　ス 1947．10．30 1948．1．1
ギ　　リ　　シ　　ヤ 1949．10．10 1950．3．9
ガ　　テ　　マ　　ラ 1936．4．24 1936．6．15

ハ　　　　イ　　　チ 1935．3．28 1935．6．3
ホ　ン’ヂ　ュ　ラ　ス 1935．12．18 1936．5．20

アイ　ス　ラ．レ　ド 1943．8．27 1943。11．19

インド・パキスタン 1947．10．30 1948．6．30

イ　　　　ラ　　　　ソ 1943．4．8 1944．6．28

イ　　タ　　リ　　一 1949，10．10 1950．5．30
レ　　　ノミ　　ノ　，　ソ 1947．10．30 1948．7．30

り　　ベ　　　リ　　ア 1949．10．10 1950．5．20
オ　　ラ　　ン　「ダ

i植民地を含む）
1947．10．30 1948．1．1

ニュージーラン’ド 1947．10．30 1948．7．31

ニ　　カ　　ラ　　ガ 1949．10．10 1950．5．28

ノ　ール　ウ　ェ　イ 1947．10．30 1948．7．11

パ　　ラ　　ガ　　イ 1946．9．12 1947．4．9
ペ　　　　　　ノレ　　　　　＿ 1942．5．7 1942．7．29

南官一デシア 1947．10．30 1948．7．12

ス　エ　一　デ　y 1949．10．10 1950．5．1

ス　　　イ　　　ス 1936㌔1．9 1936．2．15

シ　　　　リ　　　　ア 1947，10．30 1948．7．31

ト　　　　ノレ　　　　コ 1939．4．1 1948．5．5

南　　　　　　阿 1947．10．30 1948．6．14

英　　　　　　国 1947．10．30 1948．1．1
ウ　　ル　　ガ　　イ 1949．10．10

ヴェネ　ズ　ェ　ラ 1939．1．L　6 1939．12．16

（註） Pratt　：　Foreign　Trade　Handbook，　p．　1024．

　
互
恵
通
商
協
定
法
に
よ
り
合
衆
国
が
協
定
を
締
結
し
た
国
々
は
既
に
三
十
を
超
え
、
こ
れ
に
最
恵
国
待
遇
条
約
に
よ
っ
て
均
露
す
る
国
を

考
慮
す
る
と
相
当
の
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
四
八
年
一
月
一
日
現
在
に
於
て
、
合
衆
国
と
互
恵
通
商
協
定
を
結
ん
で
い
る
国
々
は
第
8
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表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
互
恵
通
商
協
定
が
一
九
三
四
年
以
来
合
衆
国
の
貿
易
政
策
の
伝
統
的
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
趣
旨
が
そ
の
ま
瓦
国
際
貿
易
機

関
と
し
て
発
展
し
、
こ
れ
が
多
少
修
正
さ
れ
て
ハ
ヅ
ァ
ナ
憲
章
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
更
に
、
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定

（
O
臣
荒
目
）
の
中
に
も
完
全
に
織
込
ま
れ
た
事
実
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
一
九
三
四
年
の
互
恵
通
商
協
定
法
が
遂
に
世
界
貿
易
機

構
に
ま
で
発
展
し
た
と
い
え
る
。
而
し
て
叉
、
合
衆
国
が
外
国
の
通
商
条
約
を
結
ぶ
に
当
っ
て
は
、
関
税
の
問
題
と
共
に
常
に
、
通
関
手
続
、

生
産
物
及
び
企
業
の
無
差
別
待
遇
、
輸
出
入
割
当
の
公
平
、
締
約
国
相
互
の
内
国
人
待
遇
、
最
恵
国
待
遇
な
ど
の
諸
原
則
が
議
せ
ら
れ
、
条

約
の
中
に
織
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
条
件
付
叉
は
有
償
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
関
税
外
の
協
約
が
屡
々
事
実

上
の
貿
易
制
限
と
な
る
こ
と
が
な
い
で
も
な
く
、
時
に
は
合
衆
国
側
の
み
に
有
利
な
結
果
を
招
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
投
資
の

自
由
と
か
企
業
の
内
国
人
待
遇
と
か
は
、
富
国
と
貧
国
と
の
間
の
平
等
条
約
が
単
に
前
者
を
利
す
る
の
み
に
終
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
叉
、

互
恵
通
商
協
定
法
そ
れ
自
体
は
関
税
障
壁
を
低
め
る
意
図
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
通
商
条
約
に
於
け
る
他
の
制
約
叉
は
別
の
国
内
法
規
、

例
え
ば
海
運
に
於
け
る
積
取
優
先
法
（
誤
①
∩
p
韻
。
津
①
h
①
目
窪
8
≧
け
）
、
農
産
物
等
輸
入
割
当
制
、
．
ア
メ
リ
カ
物
資
購
入
法
（
目
げ
・
切
亀

〉
ヨ
①
目
ざ
窪
》
9
）
な
ど
の
存
在
に
よ
っ
て
、
関
税
低
下
の
実
効
が
相
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
し
、
純
良
食
品
法
（
目
げ
。
穀
類
・
向
。
a

日
睾
）
、
衛
生
公
安
に
関
す
る
法
規
、
輸
入
手
続
に
関
す
る
法
規
な
ど
の
行
き
過
ぎ
た
運
用
が
重
大
な
障
壁
を
築
い
て
い
る
事
実
も
往
々
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
互
恵
通
商
協
定
法
に
よ
っ
て
合
衆
国
の
関
税
が
次
第
に
低
め
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
に
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
今
日
に
於

て
も
、
何
故
に
一
九
三
〇
年
の
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
定
率
法
を
ま
だ
廃
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
各
国
の

恐
ら
く
疑
問
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
本
関
税
定
率
法
が
今
な
お
生
き
て
い
る
た
め
に
、
も
し
国
会
の
気
ま
ぐ
れ
な
票
決
に

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貿
易
政
策
に
於
け
る
動
向

よ
っ
て
延
長
法
が
全
面
的
に
否
決
さ
れ
る
時
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
再
び
世
界
最
高
関
税
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
は
、

各
国
と
も
多
少
は
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
合
衆
国
々
民
の
良
識
を
信
じ
て
い
る
と
は
い
え
、
過
去
に
於
て
年
毎
に
叉
は

三
年
毎
に
繰
返
え
さ
れ
て
い
る
国
会
に
於
け
る
審
議
の
難
航
は
、
甚
だ
危
惧
の
念
を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。
合
衆
国
と
し
て
は
政
治
的
機

会
を
捕
え
て
一
挙
に
現
行
関
税
定
率
法
を
廃
止
し
、
現
行
協
定
税
率
を
基
準
と
し
た
新
関
税
定
率
法
を
制
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
註
2
4
）
　
9
罫
目
。
け
尊
。
・
即
。
。
聲
。
。
・
一
摩
践
。
蓄
§
ヨ
。
塞
言
臣
①
遍
。
自
国
。
8
§
￥
H
潔
。
。
ら
」
α
●

　
（
註
2
5
）
　
望
Φ
乞
睾
団
。
鱒
目
ぎ
。
。
。
≧
§
。
同
G
。
》
這
ω
少
ヤ
。
。
．

　
（
註
2
6
）
　
目
冨
署
薯
図
。
鱒
日
ぎ
①
。
。
》
宕
。
＜
．
卜
。
Ψ
H
8
少
や
↑

　
（
註
2
7
）
　
メ
キ
シ
コ
条
項
（
目
げ
Φ
寓
¢
臥
。
碧
臼
窪
。
。
。
）
は
一
九
四
三
年
合
衆
国
と
メ
キ
シ
コ
と
の
間
で
結
ば
れ
た
い
わ
ゆ
る
ハ
ル
貿
易
協
定
（
目
ぎ
＝
口
＝
手
話
爵
》
鱒
8
日
。
ロ
臼
）

　
　
の
中
に
最
初
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
免
責
条
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
は
「
も
し
も
、
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
新
事
情
の
発
生
に
よ
り
、
且
つ
い
ず
れ
か
の
商
品
に
対
し
て
譲

　
　
許
し
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
商
品
が
国
内
に
於
け
る
類
似
の
又
は
同
様
の
商
品
を
生
産
す
る
者
に
対
し
て
著
し
い
損
害
を
与
え
、
も
し
く
は
損
害
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る

　
　
よ
う
な
状
態
で
輸
入
が
増
加
し
た
場
合
に
於
て
は
、
両
国
政
府
は
、
全
般
的
に
も
し
く
は
部
分
的
に
譲
許
を
取
消
し
、
或
は
増
税
も
し
く
は
割
当
（
O
ま
訂
）
を
課
す
る
こ

　
　
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
修
正
す
る
自
由
を
有
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
の
趣
旨
は
、
そ
の
ま
瓦
「
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」
の
第
十
九

　
　
条
と
「
図
際
貿
易
機
関
に
関
す
る
ハ
ヴ
ァ
ナ
憲
章
」
の
第
六
章
第
四
十
条
の
中
に
編
み
込
ま
れ
た
。

　
（
註
2
8
）
⇔
§
・
し
⇔
・
畠
g
ゴ
望
・
中
。
げ
一
§
亀
菊
⑦
ゐ
奮
。
・
野
註
8
一
昌
菊
。
身
§
巴
甥
践
Φ
藷
器
。
暮
爵
乙
8
筥
巴
。
h
弓
。
ま
一
。
当
院
8
昌
§
ざ
く
。
冒
×
門
く
目
同
レ
9
卜
。
山
潔
9

　
　
や
H
O
P

　
（
註
2
9
）
諄
巳
ダ
国
8
『
H
暮
。
ヨ
・
江
。
口
巴
早
践
・
国
ぎ
乾
①
ω
帥
巳
局
§
銘
8
9
H
ゆ
芦
電
●
円
田
－
卜
。
罫

　
（
註
3
0
）
国
際
経
済
週
報
、
昭
和
九
年
七
月
十
二
日
号
、
一
四
ニ
ハ
頁
「
ア
メ
リ
カ
の
新
通
商
政
策
」

　
（
註
3
1
）
　
累
薯
団
。
蒔
b
5
9
巳
亀
朗
薮
①
臼
。
。
讐
鼻
日
暮
。
H
伊
H
o
8
・
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
虚
器
の
麟
展

一
低
開
嚢
地
域
垂
心
溢
血
の
事
例
的
研
究
i

ノ

田

富

久

雄

目
　
　
　
　
次

一、

香
@
　
　
　
論

二
、
農
　
　
　
　
業

三
、
燃
料
及
び
動
力

四
、
工
　
　
　
　
業

五
、
貿
　
　
　
　
易

六
、
結
　
　
　
　
語

一、

論
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（
註
）

　
十
九
世
紀
の
末
葉
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
を
見
る
と
き
に
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
不
況
を
境
と
し
て
二
つ

の
時
期
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
期
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
対
外
的
発
展
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
期
は
そ
の
対
内
的
発
展
の
時

期
で
あ
る
・
い
え
よ
う
。
（
註
－
一
八
九
〇
年
代
に
冷
蔵
法
の
利
用
に
よ
り
冷
凍
肉
の
輸
出
が
可
能
と
な
っ
た
こ
　
と
と
農
業
の
発
達
と
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
の
経
済
は
急
速
に
発
展
し
た
。
）

　
第
一
期
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
は
世
界
経
済
組
織
と
密
接
に
結
付
け
ら
れ
て
い
た
。
鉄
道
の
建
設
に
よ
っ
て
広
漠
た
る
沃
野
が
開
発
さ

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
γ
経
済
の
発
展



　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

れ
、
多
数
の
移
民
が
入
国
し
て
農
業
に
従
事
し
、
輸
出
も
急
速
に
増
加
し
た
。
外
国
よ
り
巨
額
の
資
本
が
流
入
し
、
こ
れ
ら
の
資
本
に
よ
っ

て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
は
急
速
に
発
展
し
、
生
産
は
人
口
増
加
以
上
の
割
合
で
増
加
し
た
。
時
々
通
貨
価
値
の
切
下
が
あ
り
、
関
税
障
壁
も

設
け
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
輸
入
の
増
加
も
著
し
か
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
著
し
い
成
長
率
は
い
つ
ま
で
も
続
か
な
か
っ
た
。
既
に
世
界
恐
慌
以
前
に
成
長
率
は
低
下
を
示
し
た
。
新
し
い
土
地

の
開
墾
は
以
前
と
同
じ
割
合
で
は
進
行
し
な
か
っ
た
し
、
欧
州
諸
国
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
生
産
物
に
対
す
る
需
要
も
以
前
と
同
じ
割
合
で
は
増

加
し
な
か
っ
た
。
外
部
よ
り
の
刺
戟
が
不
足
す
る
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
補
う
べ
き
別
の
刺
戟
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
第
二
期
は
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
不
況
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
。
此
の
時
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
輸
出
は
下
落
傾
向
を
示
し
、
ま
た
交
易

条
件
は
極
度
に
不
利
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
人
口
は
（
そ
の
速
度
は
以
前
よ
り
お
そ
く
な
っ
た
が
）
増
加
し
つ
ゴ
け
た
。
外
国
投
資
は
著
し

く
減
退
し
、
従
来
の
よ
う
に
外
国
投
資
に
よ
る
開
発
の
進
展
は
困
難
と
な
っ
た
。

‘
英
国
王
立
国
際
問
題
研
究
所
（
測
。
図
巴
窪
。
・
§
ロ
8
亀
庁
紳
①
目
9
二
8
巴
レ
中
巴
諾
）
の
研
究
「
国
際
投
資
の
問
題
」
（
℃
δ
竺
①
日
。
h
ぎ
ぎ
亨

轟
二
8
巴
謬
く
①
雪
ヨ
Φ
暑
）
に
よ
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
最
初
．
に
外
国
で
借
款
を
行
っ
た
の
は
一
八
二
四
年
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
0
年
ま
で

は
借
款
は
極
め
て
僅
か
で
あ
っ
た
。
　
一
八
八
0
年
代
に
至
っ
て
借
款
は
急
速
に
増
加
し
た
。
　
一
八
九
〇
年
に
は
信
用
恐
慌
（
所
謂
切
臼
風
贔

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

男
9
巳
。
）
が
勃
発
し
た
が
、
そ
の
後
十
年
間
に
調
整
が
行
わ
れ
、
政
府
が
州
の
債
務
の
責
任
を
引
受
け
る
こ
と
エ
な
り
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
信

用
は
回
復
し
た
。
　
一
九
〇
一
年
ま
で
に
債
務
は
完
全
に
履
行
さ
れ
、
そ
の
後
第
一
次
大
戦
ま
で
借
款
は
注
意
深
く
で
は
あ
る
が
、
大
規
模
に

行
わ
れ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
信
用
は
こ
の
時
代
が
絶
頂
で
あ
っ
た
。
（
註
－
詳
細
は
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
「
不
換
紙
幣
下
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
貿
易
（
一
八
八
0
一
一
九
〇
〇
年
）
」
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
）

　
第
一
次
大
戦
中
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
非
交
戦
国
で
あ
っ
た
。
財
政
が
健
全
で
あ
っ
た
の
で
連
合
国
へ
二
訳
義
千
万
ド
ル
を
貸
出
す
こ
と
が

出
来
た
。
第
一
次
大
戦
の
時
代
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
初
め
て
米
国
に
資
金
を
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
従
来
は
英
国
に
依
存
し
て
い
た
。
）
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そ
の
後
は
外
債
の
大
部
分
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
発
行
さ
れ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
米
国
市
場
で
最
も
有
利
に
受
入
れ
ら
れ
た
の
は
一
九
二
四

i
二
七
年
の
間
で
あ
っ
た
。
米
国
企
業
の
直
接
投
資
は
一
九
二
〇
年
代
に
も
継
続
し
て
行
わ
れ
た
。

　
一
九
三
〇
年
ま
で
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
投
下
さ
れ
た
米
国
資
本
は
七
重
八
百
万
ド
ル
、
そ
の
う
ち
四
民
四
千
九
百
万
ド
ル
は
証
券
投
資
で

あ
り
（
七
二
％
は
国
債
、
一
九
％
は
追
慕
、
九
％
は
市
債
）
、
三
聖
五
千
九
百
万
ド
ル
は
直
接
投
資
で
あ
っ
た
。
直
接
投
資
は
運
輸
通
信
、
銀

行
、
巳
①
⇔
臼
ら
碧
臨
ご
σ
q
及
び
石
油
業
に
投
ぜ
ら
れ
た
。
一
方
、
英
国
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
証
券
の
保
有
高
は
減
少
し
た
。
米
国
の
直
接
投
資
が
い

ま
ま
で
の
英
国
所
有
の
企
業
を
買
取
る
こ
と
に
よ
つ
て
増
大
し
た
こ
と
、
新
投
資
が
な
く
、
償
還
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
一
九
三
〇
年

に
は
英
国
の
投
資
は
三
広
野
千
万
ポ
ン
ド
、
そ
の
う
ち
五
七
％
は
鉄
道
に
、
　
一
六
％
は
政
府
証
券
に
投
資
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
一
九
三
〇
年
代
の
不
況
期
に
入
る
と
財
政
上
に
も
困
難
が
生
じ
、
一
九
三
二
年
に
は
国
家
予
算
の
三
一
・
九
％
が
公
債
の
償
還
や

利
払
に
充
当
さ
れ
、
そ
の
う
ち
半
分
が
外
国
に
麦
払
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
外
債
の
負
担
は
大
き
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
中
央
政
府
は
債
務

不
履
行
を
さ
け
た
。
（
た
黛
し
、
州
や
地
方
公
共
団
体
は
外
債
の
支
払
を
停
止
し
た
。
）
政
府
は
外
貨
を
確
保
す
る
た
め
に
厳
重
な
為
替
管
理

を
行
っ
た
。

　
外
債
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
国
際
牧
支
に
対
す
る
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
の
で
、
第
二
次
大
戦
後
は
戦
争
中
蓄
積
し
た
外
貨
で
償
還
が
行
わ

れ
た
。
〔
註
i
戦
前
の
外
債
総
額
二
十
二
億
ド
ル
の
う
ち
、
三
分
の
二
が
償
還
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
世
界
週
報
一
九
五
五
・
一
一
・
一
）
〕

　
米
国
商
務
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
九
五
〇
年
現
在
に
於
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
対
す
る
米
国
の
民
間
直
接
投
資
額
は
三
億
五
千
五
百
万
ド

ル
（
一
九
二
九
年
に
は
三
鷹
三
千
二
百
万
ド
ル
）
で
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
米
国
の
投
資
額
四
十
七
億
ド
ル
（
こ
れ
は
米
国
の
世
界

投
資
額
百
十
七
億
ド
ル
の
約
四
割
に
当
る
）
の
七
％
に
当
る
。

　
そ
の
直
接
投
資
の
内
訳
は
農
・
鉱
業
六
千
七
百
万
ド
ル
、
製
造
工
業
一
億
六
千
百
万
ド
ル
、
運
輸
通
信
七
千
七
百
万
ド
ル
、
商
業
三
千
五

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

一45一



　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

百
万
ド
ル
、
金
融
保
険
八
百
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
Q
（
d
・
G
∩
・
U
o
嚇
暮
ヨ
Φ
昌
亀
∩
o
日
日
①
月
o
ρ
∪
貯
①
9
剛
註
く
暮
。
閃
。
器
皿
σ
q
昌
H
弓
Φ
。
。
同
国
窪
冨
亀

爵
①
d
巳
8
島
ω
訂
8
9
H
ゆ
凱
ω
）

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
に
対
す
る
外
部
よ
り
の
刺
戟
即
ち
、
外
国
よ
り
の
需
要
は
緩
漫
化
し
、
新
移
民
の
受
入
れ
を
続
け
る
こ
と
も
困
難
と

な
っ
た
。
伝
統
的
な
自
由
移
民
政
策
も
制
限
的
統
制
へ
と
転
換
し
た
。
同
時
に
輸
入
依
存
も
再
調
整
さ
れ
、
工
業
化
促
進
策
に
対
応
し
て
輸

入
品
の
構
成
は
変
化
し
、
工
業
は
拡
大
さ
れ
、
強
力
と
な
っ
た
。
そ
の
資
金
は
主
と
し
て
国
内
貯
蓄
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は

こ
の
不
況
期
に
は
外
国
資
本
の
投
下
は
低
水
準
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
不
況
期
以
来
、
為
替
管
理
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
最
初
は
一
時
的
な
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
後
に
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
、
工

業
を
保
護
し
、
国
際
牧
支
の
均
衡
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
化
は
一
九
三
〇
年
代
に
進
捗
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
は
こ
の
新
し
い
工
業
に
大
き
な
試
錬
を
与
え
た
。
工
業
は
試

錬
に
耐
え
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
は
外
国
の
経
済
変
動
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
弱

点
も
ま
た
表
面
化
し
、
燃
料
、
輸
送
、
鉄
鋼
、
機
械
及
び
部
分
品
、
化
学
品
そ
の
他
必
要
品
に
つ
い
て
は
重
大
な
不
足
が
生
じ
た
。
こ
の
危

機
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
商
船
隊
の
建
設
が
そ
れ
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
一
層
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
第
二
次
大
戦
中
巨
額
の
金
及
び
外
国
為
替
を
蓄
積
し
た
。
即
ち
、
中
央
銀
行
の
金
及
び
外
国
為
替
保
有
高
は
一
九
三
九

年
末
に
は
四
億
八
千
六
百
万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
五
年
末
に
は
十
六
皇
嗣
千
三
百
万
ド
ル
に
激
増
し
た
（
I
M
F
調
）
。
こ
の
資
金
は

工
業
化
の
速
か
な
進
行
を
は
か
り
、
外
債
を
償
還
し
、
生
活
水
準
を
上
昇
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
た
。
工
業
化
促
進
の
た
め
に
は
全
ゆ
る
方
法

が
と
ら
れ
た
。
即
ち
、
外
国
の
競
争
よ
り
保
護
す
る
こ
と
、
信
用
供
与
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
国
家
参
加
の
拡
大
、
資
本
財
輸
入
増
加
の
便

宜
の
供
与
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
戦
時
中
の
欝
積
し
た
需
要
を
充
た
す
た
め
に
輸
入
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
外
債
の
償
還
も
行
わ
れ
た
。
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外
債
素
立
は
戦
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
戦
後
は
こ
れ
が
大
規
模
に
行
わ
れ
た
。
（
四
五
頁
註
参
照
）
ま
た
一
億
五
千
万
ポ
ン

ド
を
以
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
英
国
が
所
有
し
て
い
た
鉄
道
を
買
取
り
、
鉄
道
の
国
有
化
と
い
う
年
来
の
宿
望
を
達
し
た
。

　
工
業
化
な
ど
経
済
開
発
投
資
が
進
む
程
、
国
際
至
楽
の
不
均
衡
と
い
う
傾
向
が
著
し
く
な
る
。
国
内
の
開
発
が
輸
入
能
力
の
増
加
と
平
行

的
に
行
わ
れ
な
い
限
り
は
国
際
牧
支
に
赤
字
を
生
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
今
日
輸
入
能
力
低
下
の
問
題
に
苦
し
ん
で

い
る
。
従
っ
て
輸
入
総
額
を
圧
縮
し
、
輸
入
構
成
を
変
化
し
、
輸
出
を
増
進
さ
せ
る
方
策
が
と
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
金
及
び
外
国
為

替
準
備
は
一
九
四
七
年
の
十
六
億
九
千
六
百
万
ド
ル
を
頂
上
と
し
て
減
少
に
転
じ
一
九
四
七
年
立
楽
七
千
百
万
ド
ル
、
四
八
年
八
億
八
百
万

ド
ル
、
四
九
年
七
億
四
千
七
百
万
ド
ル
、
五
〇
年
に
は
七
億
三
千
四
百
万
ド
ル
と
減
少
し
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
そ
の
経
済
開
発
計
画
の
速
度
を
早
く
し
ょ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
投
資
を
高
水
準
に
保
つ
必
要
が
あ
る
が
、
過
度
の
国
内

投
資
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
導
き
経
済
開
発
に
有
害
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
国
際
牧
支
を
悪
化
さ
せ
る
。
従
っ
て
開
発
速
度
が
適
度
で
あ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
国
際
悪
心
の
面
で
現
在
困
難
な
立
場
に
あ
る
が
、
過
去
の
経
験
を
顧
る
と
一
九
世
紀
の
七
〇
年
代
の
深
刻
な
恐
慌
の
と

き
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
外
国
か
ら
小
麦
を
輸
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、
関
税
保
護
の
下
に
国
内
で
小
麦
の
栽
培
を
は
じ
め
た
。

一
八
九
〇
年
代
の
恐
慌
の
と
き
に
は
工
業
化
へ
の
第
一
歩
が
踏
出
さ
れ
た
。
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
新
し
い
工
業
が
生
れ
、
こ
れ
は
大
不
況

及
び
そ
れ
に
つ
つ
く
戦
争
の
間
に
も
発
展
を
続
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
開
発
に
関
連
す
る
国
際
牧
支
の
危

機
は
よ
り
一
層
深
刻
で
あ
る
。
国
内
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
乏
し
い
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
工
業
化
に
必
要
な
燃
料
を
輸
入
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な

い
致
命
的
な
弱
点
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
八
七
五
年
よ
り
現
在
に
至
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
動
き
は
次
の
図
に
示
さ
れ
る
。
（
第
一
図
参
照
）

　
　
　
ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
軽
済
の
発
展

第一図　アルゼンチン経済の動き（1937＝100）

　　　　　　　（半対数図）

工業生
人口

←穀物及ビ牧草地面積

　　　　　．・’　　　　　ノ

　　　一．．J　一
　　　　　　　／r
　　　　　／名一一鉄道延長

　　　　／
　　　！
！　　　1

　　jt

　l
　’
　’
t

t

10r5　eo　90　1900　10　20　30　40　so
　　　　ECLA，　Economic　Survey，　1949．

1
0
四
年
に
は
百
八
十
一
万
人
と
五
倍
に
増
加
し
、
一
九
二
五
－
二
九
年
に
は
そ
の
約
二
倍
の
三
百
八
十
七
万
人
と
な
っ
た
。

万
人
を
突
破
し
た
が
、
増
加
率
は
低
下
し
て
い
る
。

　
鉄
道
延
長
は
一
九
〇
〇
1
一
九
〇
四
年
に
は
一
万
七
千
キ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
五
－
二
九
年
に
は
そ
の
二
倍
を
趣
え
る
三
万
六
千
キ

ロ
に
達
し
た
。
そ
の
後
も
鉄
道
の
延
長
は
増
加
し
て
い
る
が
、
増
加
率
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

　
輸
出
数
量
は
一
九
三
七
年
を
基
準
と
し
て
一
九
〇
〇
1
一
九
〇
四
年
に
は
三
五
・
四
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
1
二
四
年
置
は
七
三
・
四

と
二
倍
以
上
に
達
し
、
一
九
二
五
一
二
九
年
に
は
九
五
・
八
と
最
高
記
録
を
示
し
た
が
、
そ
の
後
は
減
少
に
転
じ
て
い
る
。

　
穀
物
及
び
牧
草
地
の
面
積
は
一
八
七
五
年
に
三
十
四
万
ヘ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
も
の
が
、
　
一
九
〇
〇
1
一
九
〇
四
年
に
は
七
百
六
十
万
ヘ
ク

タ
ー
と
二
十
倍
以
上
に
増
加
し
た
。
さ
ら
に
一
九
二
五
－
二
九
年
に
は
そ
の
三
倍
の
二
千
二
百
九
十
万
ヘ
ク
タ
ー
ま
で
増
加
し
、
更
に
増
加

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
発
展
を
数
字
的
に
之
を

，
見
れ
ば
人
口
は
一
八
七
五
年
に
二
百
十
六
万
人
で

あ
っ
た
が
、
一
九
〇
〇
1
一
九
〇
四
年
に
は
二
倍

の
四
百
八
十
六
万
人
と
な
り
、
更
に
二
十
年
後
の

一
九
二
〇
1
二
四
年
に
は
そ
の
二
倍
の
九
百
六
十

九
万
人
に
増
加
し
た
。
そ
の
後
も
人
口
の
増
加
は

続
い
て
い
る
が
、
増
加
率
は
幾
分
衰
え
て
い
る
。

　
移
民
の
累
計
数
（
純
計
）
も
一
八
七
五
年
に
は

三
十
六
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
一
九
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
後
干
百
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を
つ
ゴ
け
て
い
た
が
、
一
九
三
五
－
三
九
年
の
二
千
六
百
十
一
万
ヘ
ク
タ
ー
を
最
高
と
し
て
そ
の
後
は
減
少
に
転
じ
て
居
り
、
増
加
率
も
低

く
な
っ
て
い
る
。
（
第
一
表
A
及
び
B
参
照
）

　
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
不
況
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
発
展
の
時
期
が
劃
さ
れ
る
こ
と
は
さ
き
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の

1A．アノレゼンチン経済発展の指標

穀物及び
牧草地面積
（百万ヘクター）

O．　34

7．　67

10．　38

18．　43

21．　08

21．　13

22．　91

25．　44

26．　11

25．　t18

24．　oo（4）

輸出数量：
（1937＝一　100）

鉄　　道
（千キPt）

移民純累計
（百万人）

入　口
（百万人）

　35．　4

　50．　2

　53．　6

　55．　4

　73．　4

　95．　8

　88．　4

　85．　6

　65．　0

＊　69．0

＊　s6．4（3）

17．　7

22．　2

31．　1

33．　8

34．　0

36．　1

39．　6

40．　9

42．　9

43．　7（2）

O．　36

1．　81

2．　40

3．　16

3．　18

3．　37

3，　87

4．　15

4．　25

4．　34

4．　3s（1）

2，　16

4．　86

5．　80

7．　20

8．　57

9．　69

10．　96

12．　30

14．　02

15．　17

16．　23

18．　00

1　8　7　5

1900－1904

1905－1909

191O－1914

1915－1919

1920－1924

1925－1929

1930－1934

1935－1939

1940－1944

1945－1949

1950－1954

（資料）ECLA・Econ・mic　Survey・f　Lati皿America　1949及び国連統計月報より算出

　（註）（1）1945－47　（2）1941　（3）1950－53　（4）1945－47＊推定

　　　　　　1B．アルゼンチン経済の成長率（対前期増減率）　　　（％）

人　　口 移民純累計 鉄　　道 輸出数量 穀物及び
q草地面積

1900－1904 ，　，■　，　o　■ ●　●　9　●　■　● o　o　，　… ・　●　o　曹　・　」 ○．　●　■　9　．

1905－1909 十19 十33 十25 十42 十35
1010－1914 十24 十32 十43 十　7 十78
1915－1919 十19 十〇．6 十　9 十　3 十14
1920－1924 十13 十　6 十〇・6 十33 十〇．2

19254929 十13 十15 十　6 十31 十　9

1930－　34 十13 十　7 十10 一　8 十11
．1935－　39 十12 十　2 十　3 ＿　　3 十　3

1940－　44 十　8 十　2 十　5 ＿24 ＿　　3

1945－　49 十　7 十　1 十　2 十　6 ＿　6

1950－　54 十11 ●　・　●　．o　零 ●　●　・　．　幽　● ＿18 願　■　■　9　●　●

（1937＝＝一　100）2・アルゼソチy貿易の諸指数

輸入能力交易条件輸入価格輸出価格輸入数量輸出数量

59

T1

T3

W1

U1

V4

S6

T9

m
9
2
7
2
8
5
6
9
8
6
7
0
皿

72

ﾝ
莇
m
9
7
…
…
踊
蹴

79

S
m
9
7
6
6
8
6
㎜
澗

85

ng

77

110

75

85

46

82

54

T5

V4

X6

W8

W6

U5

T9

1910　一　14

1915　一　19

1920　一　24

1925　一　29

1930　一　34

1935　一　39

1940　一　44

1944　一　48

（資料）ECLA，　Economic　Survey，1949より算出
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

二
つ
の
時
期
は
外
国
貿
易
特
に
輸
出
入
数
量
の
動
き
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
（
第
二
表
参
照
）

　
即
ち
、
世
界
不
況
前
に
は
輸
出
入
の
数
量
が
増
加
し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
低
落
し
て
い
る
。

　
輸
出
数
量
は
】
九
三
七
年
を
基
準
と
し
て
】
九
一
〇
1
｝
四
年
に
は
五
四
で
あ
っ
た
が
、
］
九
二
五
一
こ
九
年
に
は
九
六
と
な
り
、

3・アルゼンチンの輸入能力及び一人当り輸入量　　（1925－29年＝100）

一人当り
輸入量：

leo．　0

60．　4

60．　3

30．　4

56．　2

人　ロ
100．　0

113．　2

127．　9

138．　3

146．　9

輸入数量

100．　0

68．　4

77．　1

42．　0

82．　5

輸入能力

100．　0

73．　3

89．　8

55．　1

89．　3

交易条件

loo．　a

79．　8

100．　1

8LO
116．　4

輸出数量

100．　0

92．　3

89．　4

67．　8

76．　2

1925　一　29

1930　一　34

1935　一　39

1940　一　44

1945　一　48

（資料）　　ECI・A，　EconOmic　Surve｝・，ユ949・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
の
後
は
下
落
し
て
い
る
。
輸
入
数
量
は
同
じ
く
一
九
三
七
年
を
基
準
と
し
て
一

九
一
〇
一
一
四
年
に
は
八
五
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
五
一
二
九
年
に
は
一
一
〇
に
増
加
し
、
こ
れ
を

絶
頂
と
し
て
そ
の
後
は
減
少
し
て
い
る
。

　
輸
出
入
価
格
は
第
二
次
大
戦
後
の
異
常
な
上
昇
を
除
け
ば
、
輸
出
価
格
は
一
九
一
五
－
一
九
年
、

輸
入
価
格
は
一
九
二
〇
1
二
四
年
に
最
高
を
示
し
た
。
交
易
条
件
は
一
九
一
〇
1
一
四
年
が
最
高
で

あ
っ
た
が
、
世
界
恐
慌
時
（
一
九
三
〇
1
三
四
年
V
に
は
輸
出
価
格
の
激
し
い
値
下
り
に
も
か
玉
わ

ら
ず
輸
入
価
格
は
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
か
っ
た
の
で
最
低
に
達
し
た
。

　
輸
入
能
力
指
数
（
輸
出
数
量
と
交
易
条
件
と
の
積
）
は
一
九
二
五
－
二
九
年
に
最
高
を
示
し
、
そ

の
後
は
下
降
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
輸
入
能
力
の
低
下
傾
向
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
に
つ
い
て

極
め
て
困
難
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
二
五
一
二
九
年
を
一
〇
〇
と
し
た
輸
入
能
力
及
び
一
人
当
り
輸
入
量
の
変
化
は
上
表
に
示
す

通
り
で
あ
る
が
、
（
第
三
表
参
照
）
一
九
四
九
年
以
後
は
更
に
低
落
を
示
し
て
い
る
。

　
工
業
の
発
展
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
一
九
三
五
年
以
前
に
は
工
業
生
産
の
年
々

の
公
式
統
計
が
な
い
か
ら
一
九
三
五
年
以
後
の
数
字
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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一
九
三
五
年
と
四
八
年
と
の
間
に
生
産
の
増
加
率
は
人
口
の
増
加
率
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
人
口
増
加
率
は
二
三
・
六
％
で
あ

っ
た
が
、
生
産
の
増
加
率
は
五
三
・
九
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
急
激
な
増
加
は
主
と
し
て
製
造
工
業
の
生
産
増
加
に
よ
る
。

4・アルゼンチンの生産数量

　　　　（1935年価格，百万ペソ）

1935－39 194044 1945＿48

農　　　業 1，096 1，280 1，140
（29％） （26％） （21％）

牧畜業 900 1，122 1，154
（24％） （23％） （22％）

鉱　　　業 124 191 199
（3％） （4％） （4％）

製造工業 1，496 2，106 2，418
（39％） （43％） （47％）

建設業 216 237 285
（6％） （5％） （5％）

合　　計
3，831

i100％）
4，932

i100％）
5，212

i100％）

（資料）ECLA，　Economic　Survey，1949。

が
、
全
生
産
額
に
占
め
る
割
合
は
二
四
％
よ
り
二
三
％
、

　
鉱
業
及
び
建
設
業
の
生
産
額
は
増
加
し
た
が
、
そ
の
全
生
産
額
に
占
め
る
割
合
は
殆
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
即
ち
、

三
九
年
の
一
億
二
千
四
百
万
ペ
ソ
か
ら
一
九
四
五
一
四
八
年
の
一
億
九
千
九
百
万
ペ
ソ
ま
で
約
一
倍
半
に
増
加
し
た
が
、

に
占
め
る
割
合
は
三
％
よ
り
四
％
へ
増
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
建
設
業
も
同
様
に
一
九
三
五
－
三
九
年
の
二
恩
一
千
六
百
万
ペ
ン
よ
り
、

九
四
五
－
四
八
年
の
二
面
八
千
五
百
万
ペ
ン
ま
で
如
露
割
方
増
加
し
た
が
、

落
し
た
。

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

　
　
各
産
業
部
門
の
生
産
高
の
動
き
は
第
四
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
九
三
五
一
三
九
年
に
は
工
業
の
生
産
高
ば
農
業
の
約
一
倍
半
で
あ
っ
た
が
、

　
一
九
四
五
－
四
八
年
に
は
二
倍
以
上
と
な
っ
た
。
農
業
生
産
は
一
九
三
五
－
三

九
年
と
一
九
四
五
－
四
八
年
と
の
間
で
は
途
中
に
上
昇
は
あ
っ
た
が
、
殆
ど
等

　
し
か
っ
た
の
に
反
し
て
工
業
は
こ
の
期
間
に
一
倍
半
以
上
に
増
加
し
た
。
全
生

産
額
に
占
め
る
割
合
は
こ
の
期
間
に
農
業
は
二
九
％
よ
り
二
一
％
へ
と
下
落
し

　
た
が
、
工
業
は
三
九
％
よ
り
四
七
％
へ
と
増
加
し
た
。

　
　
牧
畜
業
は
一
九
三
五
－
三
九
年
の
九
億
ペ
ソ
よ
り
一
九
四
〇
一
四
四
年
の
十

　
一
億
二
千
万
ペ
ソ
、
四
五
－
四
八
年
の
十
一
下
五
千
万
ペ
ソ
と
漸
増
し
て
い
た

二
二
％
と
少
し
つ
つ
低
下
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉱
業
は
一
九
三
五
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
生
産
高
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
全
生
産
額
に
占
め
る
割
合
は
こ
の
間
に
六
％
よ
り
五
％
へ
と
微
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

5・アルゼンチンの財の供給量

（1935年価格，百万ペソ）

生　　　産 輸　　　出 輸　　　入 供　　　給 輸入係数
C

（A） （B） （C） （A）十（B）十（C）

A十B－C
1925－29 3，118 1，582 1，758 3，294 53．6％

1930－34 3，098 1，460 1，203 2，840 42．3
o

1935－39 3，832 1，418 1，357 2，936 46．2

1940－44 4，924 1，073 738 4，597 16．0

1945－418 5，212 1，209 1，451 5，454 26．6

（資料）ECLA，　Economic　Survey，1949？

　
次
に
財
の
総
供
給
量
（
生
産
プ
ラ
ス
輸
入
マ
イ
ナ
ス
輸
出
）
を
見
れ
ば
一
九
二
五
一
二
九
年

に
比
べ
て
一
九
四
五
一
四
八
年
に
は
六
八
・
八
％
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
人
口
増
加
は
四

六
・
九
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
　
一
人
当
り
の
財
の
供
給
量
は
増
加
し
た
。
し
か
る
に
一
方
第
三
表

に
見
る
通
り
一
人
当
往
輸
入
量
は
減
少
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
財
の
供
給
増
加
は
国
内
生
産

特
に
工
業
生
産
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
財
の
供
給
量
に
於
け
る
輸
入
量
の
占
め
る
割
合
（
輸
入
係
数
）
を
見
れ
ば
こ
の
比
率
は

低
下
傾
向
に
あ
る
。
即
ち
、
一
九
二
五
一
二
九
年
の
五
三
・
六
％
よ
り
一
九
三
〇
一
三
四
年
の

四
二
・
三
％
に
減
少
し
、

6・アルゼンチンの生産と輸出及び輸入の割合

　年　　次
i五力田平均）

輸出高の生産高に対する割合

@　　　（％）

輸入高の生産高
ﾉ対する割合
@　　　（％）

ユ925－29 50．7 56．3

1930＿34 47．1 38．9

1935－39 37．0 35．4

1940＿44 21．8 15．0

1945＿48 23．2 28．0

一
九
三
五
－
三
九
年
に
は
四
六
・
二
％
と
幾
分
上
昇
し
た
が
、
第
二

　
次
大
戦
中
の
一
九
四
〇
1
四
四
年
に
は
一
六
％
へ
の
激
減
し
、

　
戦
後
は
二
六
・
六
％
と
若
干
回
復
し
た
が
、
戦
前
に
は
遙
か
に

　
及
ば
な
い
。
（
第
五
表
参
照
）

　
　
生
産
と
輸
出
及
び
生
産
と
輸
入
の
割
合
を
第
五
表
よ
り
算
出

　
す
れ
ば
、
こ
の
比
率
は
逐
年
低
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

　
　
第
二
次
大
戦
後
ペ
ロ
ン
政
府
は
経
済
開
発
の
た
め
の
第
一
次

　
五
力
年
計
画
（
一
九
四
七
－
五
一
年
）
及
び
第
二
次
五
力
年
計

　
画
（
一
九
五
三
一
五
七
年
）
を
発
表
し
た
。

　
　
第
｝
次
五
力
年
計
画
は
工
業
化
の
促
進
と
国
家
統
制
の
強
化
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と
を
主
要
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
は
d
巳
8
山
Z
巴
8
・
・
”
国
8
ぎ
ヨ
ざ
∪
。
＜
巴
。
層
重
三
言
Q
D
①
♂
9
巴
∩
。
葺
三
①
P

2
睾
肖
8
ぎ
ち
鳶
・
を
参
照
さ
れ
た
い
）

　
工
業
化
の
達
成
の
た
め
に
は
の
国
内
生
産
品
と
競
争
す
る
外
国
工
業
生
産
物
に
対
す
る
関
税
の
引
上
、
　
②
原
料
に
つ
い
て
、
及
び
国

内
工
業
の
進
歩
に
必
要
な
高
度
工
業
品
に
つ
い
て
は
関
税
を
引
下
げ
る
、
㈹
必
要
な
原
料
の
輸
入
に
は
為
替
を
有
利
に
す
る
。
（
外
貨
一
単

位
当
り
の
ペ
ソ
貨
支
払
を
低
く
す
る
）
、
④
工
業
製
品
の
輸
出
を
為
替
面
よ
り
有
利
と
す
る
（
外
貨
一
単
位
当
り
の
ペ
ソ
貨
受
取
り
を
多
く

す
る
）
、
㈲
工
場
生
産
物
の
価
格
を
世
界
市
場
価
格
よ
り
も
高
く
す
る
、
⑥
海
外
で
競
争
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
原
料

の
輸
出
を
阻
止
す
る
な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。

　
国
家
統
制
の
強
化
は
一
部
は
工
業
化
計
画
の
推
進
の
た
め
で
あ
る
が
、
一
部
は
他
の
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
即
ち
国
家
は
動
力
の
生

産
、
配
給
、
及
び
価
格
を
統
制
し
、
原
料
の
生
産
と
価
格
と
を
統
制
し
、
消
費
者
に
対
し
て
物
価
の
安
定
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
。
更
に
金

融
機
関
の
強
力
な
統
制
も
行
わ
れ
て
い
る
。
（
註
一
］
Z
。
諺
．
剛
）
・
］
≦
国
。
同
9
◎
P
．
．
〉
円
㎝
①
昌
江
昌
的
．
o
り
℃
o
ω
亨
ミ
僧
円
国
図
説
Φ
ユ
目
Φ
昌
併
ω
「
”
O
o
口
仲
H
o
一
　
　
　
〇
h
　
剴
撃
Ω
口
辺
帥
昌
σ
q
　
o
昌
畠
　
司
一
口
南
口
。
①
い
．
．
　
目
げ
①
　
切
9
口
犀
Φ
訓
　
寓
薗
図
博
H
O
直
ゆ
u
℃
。
H
卜
σ
刈
）

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
工
業
化
政
策
や
、
重
要
産
業
の
国
家
管
理
に
つ
い
て
は
政
府
は
物
価
問
題
に
充
分
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
労
働

者
優
遇
政
策
に
も
と
つ
く
社
会
保
障
面
の
増
加
や
工
業
化
促
進
の
た
め
の
補
給
金
、
巨
額
の
温
浴
な
ど
は
政
府
の
意
図
す
る
低
物
価
政
策
と

矛
盾
す
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
調
整
す
る
か
ゴ
問
題
と
さ
れ
た
。

　
ま
た
過
度
の
工
業
化
政
策
は
農
業
労
働
費
用
の
上
昇
と
農
地
面
積
の
減
少
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
政
府
は
一
九
五
〇
年
計
画
の
一
部
を
変
更

し
、
農
民
に
支
払
わ
れ
る
価
格
を
引
上
げ
、
増
産
を
奨
励
し
、
農
業
機
械
を
輸
入
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
。

　
第
一
次
五
個
年
計
画
は
諸
種
の
矛
盾
や
困
難
の
た
め
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
か
り
た
。
第
二
次
五
力
計
画
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
基
幹
産
業
は
農
業
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
農
業
の
振
興
に
注
意
が
払
わ
れ
た
。
第
二
次
五
力
試
計
画
は
一
九
五
三
年
か
ら
実
施
さ
れ

　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ソ
チ
y
経
済
の
発
　
肢

る
筈
で
あ
っ
た
が
、
一
力
年
延
期
さ
れ
一
九
五
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
x
な
っ
た
。

　
一
九
五
五
年
九
月
の
反
乱
に
よ
り
、
ぺ
p
ン
政
権
は
在
職
九
年
に
し
て
倒
れ
、
ロ
ナ
ル
デ
ィ
将
軍
を
首
班
と
す
る
新
し
い
政
権
が
生
れ
た
。

ペ
ロ
ン
独
裁
の
あ
と
、
新
政
権
は
ど
う
い
う
政
策
を
と
り
、
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
経
済
は
ど
う
変
貌
す
る
か
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

二
、
農

業

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
農
業
は
、
穀
物
、
肉
類
な
ど
の
生
産
を
主
と
す
る
温
帯
農
業
で
あ
っ
て
、
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
見
ら
れ
る

如
き
、
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
、
バ
ナ
ナ
な
ど
を
主
要
産
物
と
す
る
熱
帯
農
業
と
異
っ
て
い
る
。

　
世
界
恐
慌
ま
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
農
業
は
著
し
い
発
展
を
と
げ
た
。
こ
れ
は
大
規
模
農
業
に
好
適
の
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

広
大
且
つ
肥
沃
な
土
地
が
好
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
自
家
消
費
の
た
め
に
旧
式
の
伝
統
的
な
方
法
で
農
耕
を
行
っ
て
い
る
農
民
が
い
な

か
っ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
好
条
件
に
加
う
る
に
気
候
が
温
暖
で
あ
っ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
剰
人
ロ
の
国
か
ら
多
数

の
移
民
が
来
航
し
、
ま
た
外
国
投
資
に
と
っ
て
も
好
対
象
で
あ
っ
た
の
で
多
額
の
外
国
資
本
が
流
入
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
主
義
的
農
業
は
際
限
な
く
発
達
し
た
。
即
ち
、
作
物
栽
培
に
は
最
良
の
機
械
を
用
い
、
牧
畜
に
は
最
善
の
方
法
を

使
っ
た
・
更
に
世
界
市
場
向
け
の
生
産
に
於
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
適
当
な
条
件
を
も
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
世
界
市
揚
の
情
況
変
化
に
適
応
す

る
伸
縮
性
を
も
ち
、
生
産
要
素
の
移
動
性
も
大
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
常
に
物
価
の
変
動
や
利
潤
に
気
を
つ
け
て
い
て
、
企
業
家
は

家
畜
か
ら
作
物
、
作
物
か
ら
家
畜
へ
と
転
換
し
て
行
く
。
土
地
の
耕
作
に
労
働
力
を
多
く
投
入
す
る
か
と
思
え
ば
、
家
畜
、
肉
類
の
生
産
を

増
加
す
る
た
め
に
農
村
の
労
働
力
を
節
減
す
る
こ
と
が
あ
る
。
生
産
要
素
の
移
動
性
は
大
で
あ
り
、
労
働
者
は
土
地
に
し
っ
か
り
と
固
着
し

て
は
い
な
い
。
こ
の
労
働
力
の
移
動
性
は
国
内
経
済
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
国
際
経
済
の
部
面
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
。
即
ち
、
牧
穫
時
に
は
、
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特
に
第
一
次
大
戦
前
に
お
い
て
は
南
欧
か
ら
多
数
の
労
働
者
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
渡
航
し
、
農
場
で
働
き
、
多
額
の
貯
蓄
を
も
つ
て
帰
国
す

る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
好
条
件
の
下
に
、
農
業
生
産
の
拡
大
は
著
し
く
、
世
界
恐
慌
以
前
に
は
二
千
五
百
八
十
万
ヘ
ク
タ
ー
が
耕
作
さ
れ
て
い
た
。

今
世
紀
の
は
じ
め
に
は
僅
か
に
六
百
五
十
万
ヘ
ク
タ
ー
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
三
十
年
間
に
四
倍
と
な
っ
た
こ
と
x
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
外
国
需
要
の
増
大
す
る
刺
戟
に
い
つ
で
も
対
応
出
来
る
大
き
な
生
産
能
力
を
も
つ
て
い
た
。
し
か
し
、
大

恐
慌
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に
終
末
を
も
た
ら
し
た
　
今
ま
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
世
界
市
場
に
供
給
す
る
た
め
穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
能
力

を
不
断
に
増
加
し
て
来
て
い
た
が
、
今
後
は
生
産
が
以
前
の
比
率
で
増
加
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
到
達
し
た
生

産
能
力
は
労
働
力
に
於
て
も
土
地
に
点
て
も
世
界
の
需
要
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
過
剰
生
産
力
を
い
だ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
一
九
三
〇
年
代
の
不
況
期
に
お
い
て
、
農
業
か
ら
工
業
へ
と
重
点
の
推
移
が
見
ら
れ
、
工
業
化
の
過
程
に
力
が
注
が
れ
た
。
大
不
況
期
に

入
る
や
農
業
も
牧
畜
も
最
早
、
人
力
の
増
加
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
逆
に
人
力
の
一
部
を
節
減
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
理
由
は
播
種
面
積
の
減
少
と
機
械
力
の
増
加
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
工
業
は
農
業
か
ら
労
働
力
を
吸
魅
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し

か
し
、
戦
争
は
農
業
の
機
械
化
の
拡
大
を
中
断
し
、
戦
後
も
機
械
化
の
進
歩
は
緩
漫
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
農
業
人
口
が
工
業

や
そ
の
他
の
職
業
に
流
出
す
る
こ
と
が
、
農
業
に
と
っ
て
決
定
的
に
不
利
な
要
因
と
な
っ
た
。
　
（
一
九
三
七
年
と
四
七
年
と
の
間
に
工
業
の

雇
用
増
加
は
六
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
）

　
換
言
す
れ
ば
、
工
業
及
び
農
業
の
間
の
（
現
在
の
技
術
的
条
件
に
お
け
る
）
均
衡
状
態
は
既
に
到
達
さ
れ
た
。
従
っ
て
さ
ら
に
農
業
人
口

流
出
の
過
程
が
続
く
こ
と
は
農
業
生
産
に
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
重
大
な
不
均
衡
（
そ
れ
幡
農
業
人
ロ
の
過
大
に
も

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
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ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
）
を
是
正
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
工
業
化
及
び
こ
れ
に
伴
う
人
口
の
都
市
集
中
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

の
方
向
へ
の
不
均
衡
を
生
ぜ
し
め
た
。

各国都市人口の比率　（％）

63．　7

62．　7

62．　5

62．　1

37．　5

36．　5

35．　1

1Z　3

米　　国（1950）
ベルギー（1947）
アルゼンチン（1947）

カナダ（1951）
日本（1950）
フラジノレ（1950）

メキシコ（1940）
，イ　　　こ／　　　ド　　（1951）

農
業
人
口
の
過
小
と
い
う
反
対

（
註
）
　
一
九
四
ヒ
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
都
市
人
口
（
口
昏
碧
℃
。
℃
巳
臼
鼠
8
）
は
全
入
口
の
六
二
。

　
五
％
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
の
国
勢
調
査
で
は
こ
の
数
字
は
四
七
・
三
％
で
あ
っ
た
。
最
近
に
於
け
る
各
国
の
都

　
市
入
口
の
全
人
口
に
占
め
る
割
合
は
上
表
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
y
の
都
市
人
ロ
の
割
合
は
日
本
、
ブ
ラ

　
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
よ
り
は
大
き
く
、
米
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
に
匹
敵
す
る
。
　
（
q
巳
8
自
累
9
。
け
ざ
昌
9
∪
。
巨
。
・

αq

b
唱
ま
。
畷
三
野
8
r
H
o
い
ト
。
噌
Ψ
駐
参
照
）

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
方
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
資
本
財
を
輸
入
し
、

時
に
農
業
設
備
を
更
新
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、

を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
1
　
農
業
　
の
　
現
状

　
全
耕
地
面
積
（
穀
物
及
び
牧
草
地
）
は
一
九
四
八
年
に
は
約
二
千
百
七
十
万
ヘ
ク
タ
ー
、
一
九
五
二
年
に
は
二
千
五
百
十
六
万
ヘ
ク
タ
ー

と
見
積
ら
れ
る
。
一
九
三
九
年
に
は
二
千
八
百
四
十
万
ヘ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
戦
後
は
幾
分
減
少
し
て
い
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
農
務
省
は

耕
地
は
六
千
四
百
万
ヘ
ク
タ
ー
に
ま
で
拡
張
し
得
る
と
計
算
し
た
が
、
こ
の
増
加
は
既
に
牧
場
と
し
て
家
畜
の
飼
養
に
利
用
さ
れ
て
い
る
土

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
内
の
需
要
を
考
慮
す
る
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
過
度
に
工
業

　
化
し
た
と
結
論
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
。
反
対
に
国
民
の
生
活
水
準
、
を
改
善
し
、
そ
の
経
済
構
造

　
i
外
部
の
変
動
や
緊
急
事
態
に
対
し
て
弱
い
l
I
を
強
化
す
る
た
め
に
工
業
生
産
を
増
加
せ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輸
送
を
改
善
し
、
動
力
の
生
産
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。
同

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
の
現
実
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
ア
川
ぜ
ン
チ
ン
の
輸
入
能
力
が
限
ら

生
産
増
大
と
産
業
部
門
の
均
衡
と
い
う
要
請
を
充
た
す
た
め
に
必
要
品
の
重
点
的
輸
入
を
行
わ
ざ
る
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地
を
犠
牲
に
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

7．アルゼンチyの土地利用

　　　　　　　　　　（百万ヘクター）

土　地利　用 現在面積 可能面積 差　　額

農　業　用　地

w　　作　　地

Y　　　　場
X　　　　　林�

ｶ
産
的
土
地
一

144

Q2

P22

X0

S5

152

U4

W8

X0

R7

8
4
2
＿
3
4
一
弓

鋸　　　計 279 279
』

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949．

ー
ト
ル
で
あ
っ
て
灌
概
が
不
要
で
あ
る
こ
と
、

プ
に
よ
る
灌
概
が
行
わ
れ
て
い
る
。
）
　
他
方
に
お
い
て
或
地
方
で
は
排
水
作
業
も
必
要
で
あ
る
。

が
起
っ
て
農
業
に
重
大
な
損
害
を
与
え
て
い
る
。

外
で
あ
る
。
従
っ
て
家
畜
は
年
間
を
通
じ
て
野
外
に
於
て
グ
リ
ー
ン
・
フ
ォ
ッ
ダ
ー
で
飼
育
さ
れ
る
。

化
に
特
に
適
し
て
い
る
。
　
（
五
）
少
く
と
も
現
在
の
粗
放
農
業
の
段
階
で
は
肥
料
は
不
要
で
あ
る
。

畜
の
輸
作
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
が
栽
培
せ
ら
れ
、

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

船
倉
や
そ
の
他
の
改
良
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
新
し
い
土
地
は
少
な
か
っ
た
。
（
第
七
表
参
照
）

　
一
九
五
三
年
よ
り
五
七
年
に
至
る
第
二
次
五
力
年
計
画
で
は
一
九
五
七
年
の
播
種
面
積
を

三
千
五
百
三
十
三
万
ヘ
ク
タ
ー
と
予
定
し
て
い
る
。

　
上
表
に
よ
れ
ば
全
農
業
用
地
面
積
は
デ
億
四
千
四
百
六
十
万
ヘ
ク
タ
ー
と
見
積
ら
れ
る
。

こ
の
広
大
な
面
積
は
二
つ
の
異
っ
た
タ
イ
プ
の
農
業
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は

穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
で
大
過
洋
及
び
国
の
中
央
部
で
行
わ
れ
、
他
は
工
業
用
作
物
及
び
特

殊
作
物
の
生
産
で
あ
っ
て
国
の
北
部
地
方
及
び
ア
ン
デ
ス
の
附
近
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
農
産
物
輸
出
国
と
し
て
顕
著
な
地
位
に
つ
け
て
い
る
の
は
穀
物
及
び
肉

類
の
生
産
で
あ
る
。
穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
に
は
現
在
約
二
千
五
百
万
ヘ
ク
タ
ー
（
一
九
五
二

年
）
の
土
地
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
x
で
は
大
規
模
生
産
に
有
利
な
多
数
の
条
件
が
あ
る
。

即
ち
、
　
（
一
）
土
壌
が
肥
沃
で
深
い
こ
と
、
　
（
二
）
年
間
降
雨
量
が
六
百
乃
至
九
百
ミ
リ
メ

（
た
ゴ
し
、
都
市
の
近
辺
に
お
い
て
果
物
及
び
野
菜
の
生
産
を
行
っ
て
い
る
小
土
地
で
は
ボ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
も
か
x
わ
ら
ず
、
周
期
的
な
旱
越

　
（
例
え
ば
一
九
五
一
、
五
二
年
の
不
作
）
（
三
）
天
候
状
態
が
順
調
で
降
霜
が
あ
る
の
は
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
地
形
は
平
坦
で
あ
っ
て
機
械

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
壌
の
自
然
的
肥
沃
度
は
作
物
及
び
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
畜
の
飼
育
に
使
用
せ
ら
れ
る
土
地
は
数
年
後
に
は
農
作
物
に
利
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

用
さ
れ
る
。
　
（
六
）
土
地
の
侵
蝕
（
曾
9
巴
8
）
は
限
界
地
域
以
外
で
は
甚
だ
く
し
は
な
い
。
限
界
地
域
で
は
当
然
に
牧
畜
に
使
用
さ
れ
る

べ
き
土
地
が
農
作
物
の
価
格
の
高
い
た
め
と
か
、
経
験
の
な
い
た
め
に
耕
作
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
農
務
省
で
は
こ
の
よ
う
な
情
勢

を
改
め
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

　
人
口
の
三
分
の
二
は
こ
の
穀
物
及
び
肉
類
の
産
地
に
住
ん
で
居
り
、
鉄
道
や
道
路
も
こ
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。

　
特
殊
作
物
の
愈
愈
は
緯
度
、
風
土
及
び
土
地
の
形
状
の
異
る
に
従
っ
て
種
々
の
条
件
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
穀
物
や

肉
類
の
生
産
地
の
よ
う
な
有
利
な
条
件
は
少
い
。
或
い
は
雨
量
が
少
な
か
っ
た
り
、
気
温
の
差
が
は
げ
し
か
っ
た
り
、
沼
地
や
森
林
が
あ
る

な
ど
不
利
な
条
件
が
多
い
。
気
概
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
不
生
産
的
な
土
地
は
九
十
万
ヘ
ク
タ
ー
に
達
し
た
。
一
般
的
に
云

っ
て
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
生
産
方
法
は
集
約
的
で
あ
り
、
館
腰
地
で
は
肥
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
経
済
的
観
点
よ
り
見
れ
ば
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
農
業
（
穀
物
・
肉
類
の
生
産
と
特
殊
作
物
の
生
産
）
の
間
に
は
著
し
い
差
異
が
あ
る
。

穀
物
や
肉
類
の
粗
放
的
耕
作
は
主
と
し
て
外
国
の
需
要
か
ら
発
達
し
た
の
に
対
し
て
、
工
業
用
作
物
及
び
特
殊
作
物
の
生
産
は
国
内
市
場
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
世
界
恐
慌
後
穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
用
の
土
地
が
減
少
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
工
業
用
作
物
、

特
殊
作
物
の
土
地
が
増
加
し
た
こ
と
（
増
加
し
た
と
い
っ
て
も
全
耕
地
面
積
の
う
ち
で
は
小
部
分
に
過
ぎ
な
い
が
）
を
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
変
化
は
移
民
の
流
れ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
移
民
は
第
一
次
大
戦
前
ま
で
は
当
時
盛
大
で
あ
っ
た
穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
に
向

つ
た
が
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
工
業
用
作
物
の
生
産
に
向
っ
て
い
る
。

　
2
農
業
の
機
械
化

　
世
界
恐
慌
以
前
、
特
に
一
九
二
〇
年
代
に
は
輸
出
向
農
業
に
於
て
機
械
化
が
著
し
く
進
歩
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
械
化
の
発
達
に
は
多
数

の
有
利
な
条
件
が
あ
っ
た
。
　
（
一
）
土
地
が
平
坦
で
あ
る
こ
と
、
　
（
二
）
農
業
が
粗
放
的
で
あ
り
、
ま
た
農
作
物
の
需
要
が
多
い
の
で
出
来
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る
だ
け
広
い
土
地
を
耕
さ
う
と
す
る
こ
と
。
　
（
三
）
土
地
所
有
制
度
上
、
機
械
利
用
に
適
し
た
土
地
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
。
　
（
他
国
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
小
土
地
所
有
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
）
（
四
）
農
業
が
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
（
当
時
で
は
投
資
に
必
要
な
量
の

貯
蓄
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
。
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
機
械
化
農
業
は
有
利
で
あ
る
と
は
い
え
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
使
用
を
制
限
す
る
よ
う
な
経
済
的
要
因
も
あ
っ
た
。
第
一
に
数
年
以
前
ま
で
は

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
比
較
的
豊
富
低
廉
な
労
働
力
が
得
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
に
機
械
を
使
用
す
る
よ
り
も
馬
に
朝
か
せ
る
方
が
相
対
的
に
有

利
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
農
業
で
は
打
穀
機
、
収
穫
機
そ
の
他
の
機
械
に
比
べ
て
ト
ラ
ク

タ
ー
の
数
が
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
労
働
力
が
都
市
に
吸
収
さ
れ
る
た
め
に
農
場
賃
銀
が
上
昇
し
、
朝
畑
に
よ
る
方
法
は
不
経

済
と
な
り
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
燃
料
不
足
と
い
う
重
大
な
問
題
が
あ
る
。

馬
は
牧
草
地
の
生
産
す
る
低
コ
ス
ト
の
鴻
、
矛
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
が
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
運
行
に
は
（
国
内
の
増
産
が
な
い
限
り
）
燃
料
の
輸
入

を
必
要
と
す
る
。
他
方
、
馬
を
ト
ラ
ク
タ
ー
で
置
換
え
る
こ
と
は
馬
を
飼
養
し
て
い
る
牧
草
地
を
他
の
用
途
に
利
用
し
得
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
農
業
機
械
化
は
長
い
歴
史
を
も
つ
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
以
前
に
於
て
さ
え
も
牧
獲
機
は
最
初
は
濠
州
か
ら
、
次
に
米
国
か
ら
購
入
さ
れ

た
。
し
か
し
、
機
械
化
が
普
及
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
代
の
大
不
況
期
に
は
輸
入
は
非
常
に
少
く
な
っ
た
。
し
か
し
、

景
気
回
復
期
に
入
っ
て
農
産
物
価
格
が
改
善
さ
れ
る
と
機
械
の
輸
入
は
増
加
し
た
。
農
家
は
不
況
期
の
繁
栄
の
再
来
を
夢
み
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
一
九
三
五
一
三
九
年
に
は
農
業
機
械
の
輸
入
は
全
資
本
財
輸
入
の
七
・
七
％
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
こ
の
比
率
は
六

・
一
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
一
九
三
〇
年
の
不
況
の
後
に
さ
え
も
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
農
業
は
事
態
が
好
転
す
る
や
否
や
機
械
化
の
過
程
を
続
け
よ
う
と
し
た
。
実
際
に

一
九
三
三
年
は
恐
慌
中
最
悪
の
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
ト
ラ
ク
タ
ー
一
台
を
買
う
の
に
一
〇
ニ
ト
ン
の
穀
物
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ

　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

に
対
し
て
一
九
二
八
年
に
は
四
七
ト
ン
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七
年
に
は
こ
の
数
字
は
六
七
ト
ン
と
再
び
好
転
し
、
機
械
化
へ
の
刺
戟

が
復
活
し
た
。

　
第
二
次
大
戦
は
機
械
化
の
傾
向
を
阻
害
し
た
が
、
戦
後
は
農
産
物
輸
出
に
異
常
な
繁
栄
が
訪
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
穀
物
と
ト
ラ
ク
タ

ー
の
比
価
は
戦
前
よ
り
は
不
利
と
な
っ
た
。
即
ち
、
以
前
と
同
一
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を
買
入
れ
る
の
に
一
九
四
七
年
に
は
一
一
〇
ト
ン
、
　
一
九

五
〇
年
に
は
一
九
ミ
ト
ン
の
穀
物
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
農
家
の
八
五
％
は
コ
ム
パ
イ
ン
・
ハ
ー
ヅ
ェ
ス
タ
ー
を
、
三
〇
％
は
ト
ラ
ク
タ
ー
を
持
っ
て
い
る
と
見
積
ら
れ
る
。
し
か
し
、
機
械
の
大

部
分
は
長
期
聞
に
酷
使
さ
れ
て
い
る
の
で
能
率
は
甚
し
く
低
下
し
て
い
る
。
当
局
の
標
本
調
査
に
よ
れ
ば
ト
ラ
ク
タ
ー
の
三
分
の
二
は
戦
前

に
買
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鋤
に
つ
い
て
は
八
七
％
、
コ
ム
パ
イ
ン
・
ハ
ー
ヅ
エ
ス
タ
ー
も
同
様
の
割
合
で
あ
り
、
農
業
機
械
全
体
と
し
て

見
れ
ば
約
八
四
％
が
戦
前
に
買
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
部
分
品
が
不
足
し
て
い
る
の
で
こ
れ
が
機
械
の
陳
腐
化
と
相
侯
っ
て
農
業

機
械
化
の
能
率
を
低
下
し
て
い
る
。

　
国
産
の
機
械
は
ま
す
く
増
加
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
輸
入
不
足
を
補
う
に
は
今
の
と
こ
ろ
不
充
分
で
あ
る
。
そ
の
上
に
生
産
者
は
モ
ー

タ
ー
及
び
必
要
部
分
品
を
輸
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
不
利
な
状
態
を
是
正
す
る
た
め
に
、
最
近
、
国
家
は
二
つ
の
方
法
を
と
っ
た
。
即
ち
、
（
一
）
農
産
物
の
海
外
販
売
に
お
け
る
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謙
）

の
利
潤
を
犠
牲
に
し
て
農
家
に
麦
払
う
価
格
を
引
上
げ
た
。
　
（
二
）
最
も
緊
急
に
需
要
さ
れ
る
機
械
及
び
部
分
品
を
輸
入
す
る
た
め
に
二
千

七
百
万
ド
ル
に
達
す
る
輸
入
許
可
を
与
え
た
。

　
（
註
）
　
後
述
す
る
如
く
ア
ル
ゼ
y
チ
ン
で
は
外
国
貿
易
は
貿
易
促
進
本
部
I
A
P
I
（
謬
ω
§
口
ざ
≧
α
q
。
気
早
。
山
。
中
。
ヨ
9
ま
昌
鳥
。
＝
三
。
3
9
目
げ
ご
）
に
よ
っ
て
国
産
品
の
大

　
　
量
売
却
（
び
ロ
洋
。
・
。
岳
轟
）
及
び
輸
入
品
の
大
量
買
付
げ
巳
評
ぴ
ξ
ぎ
α
Q
）
の
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
農
業
機
械
化
に
は
著
し
く
巨
額
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
四
九
－
五
〇
年
に
鞭
て
、
約
二
三
七
千
の
ト
ラ
ク
タ
ー

（
一
九
五
三
年
に
は
五
万
台
）
及
び
四
万
の
コ
ム
パ
イ
ン
・
ハ
ー
ヅ
ェ
ス
タ
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
十
年
間
に
四
万
の
ト
ラ
ク
タ

ー
が
必
要
で
あ
り
、
更
に
そ
の
補
完
品
と
↓
て
鋤
、
耕
転
機
、
グ
レ
イ
ン
・
ド
リ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
に
一
万
五
千
乃
至
二
身
の
コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
8・耕地面積とトラクター数の変化’

ハ
ー
ヅ
ェ
ス
タ
i
、

1919－20 23．0 253 797 90，909

1929－30 26．7 16，220 28，656 1，646

1939－40 28．4 23，540 42，729 1，206

1945＿50 23．7 27，000
40000　　， 878

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949，

ア
ル
ゼ
y
チ
ン
経
済
の
発
展

一
万
乃
至
一
万
五
千
の
玉
蜀
黍
ハ
ー
ヅ
ェ
ス
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
械
を
輸
入
す
る
の
に
は

三
億
乃
至
三
億
五
千
万
ド
ル
を
要
す
る
。

　
国
産
機
械
の
増
産
が
企
て
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
需
要
の
八
％
を
充
足
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
増
産
が
成
功
す
れ
ば
輸
入
の
多
く
を
削
減
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　
ト
ラ
ク
タ
ー
の
輸
入
計
画
が
成
功
す
れ
ぽ
ト
ラ
ク
タ
ー
一
台
当
り
の
耕
地
面
積
は
現
在
（
一
九
四
九

－
五
〇
年
）
の
八
七
八
ヘ
ク
タ
ー
よ
り
三
五
〇
乃
至
四
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
に
低
下
す
る
で
あ
ら
う
。
米
国

で
は
ト
ラ
ク
タ
ー
一
台
当
り
八
○
ヘ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　
玉
蜀
黍
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
タ
ー
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
試
験
的
に
使
用
さ
れ
、
牧
穫
は
手
で
行
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
専
門
家
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
労
働
力
不
足
を
考
慮
す
る
と
、
玉
蜀
黍
輸
出
を
継
続
す
る

た
め
に
は
機
械
の
使
用
を
つ
§
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
機
械
使
用
に
は
二
つ
の
難
点
が

あ
る
。
　
一
は
こ
の
機
械
は
米
国
で
高
牧
量
の
混
合
種
（
ξ
び
巳
）
玉
蜀
黍
を
牧
穫
す
る
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
二
は
米
国
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
り
は
列
の
間
隔

が
広
い
の
で
、
適
当
な
シ
ー
ド
・
ド
リ
ル
と
耕
転
機
が
必
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
大
規
模
な

機
械
化
を
行
う
た
め
に
は
混
合
種
の
玉
蜀
黍
の
普
及
と
耕
作
方
法
の
変
更
が
必
要
と
な
る
。
玉
蜀
黍
ハ
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ー
ヅ
ェ
ス
タ
ー
の
使
用
に
よ
っ
て
一
ヘ
ク
タ
ー
当
り
牧
穫
二
千
五
百
キ
ロ
の
揚
合
は
五
〇
％
の
牧
穫
費
用
が
減
少
出
来
る
。
そ
し
て
収
穫
量

が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
節
約
率
も
高
い
。
最
近
国
産
の
収
穫
機
で
実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
満
足
な
結
果
を
お
さ
め
た
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
綿
花
の
収
穫
は
玉
蜀
黍
の
場
合
と
同
じ
く
、
手
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
労
働
力
不
足
の
た
め
に
最
近
は
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
綿

摘
み
機
械
の
使
用
の
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
労
働
力
を
節
約
す
る
こ
と
が
大
き
い
で
あ
ら
う
。

　
3
農
業
生
産
の
発
展

（
A
）
　
穀
物
の
生
産
（
亜
麻
仁
及
び
向
日
葵
種
子
を
含
む
）

　
農
業
生
産
の
発
展
を
分
析
す
る
癒
合
に
、
一
方
に
重
て
主
と
し
て
海
外
市
場
の
需
要
に
応
ず
る
穀
物
及
び
肉
類
の
生
産
と
他
方
に
於
て
主

と
し
て
国
内
市
場
の
需
要
を
賄
う
工
業
作
物
と
の
間
に
区
別
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
穀
物
の
生
産
発
展
の
変
化
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
の
播
種
面
積
は
第
一
次
大
戦
ま
で
著
し
く
増
加
し
た
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
こ
の
増
加
の

勢
は
一
時
中
断
さ
れ
た
。
戦
後
一
九
二
〇
年
代
に
は
再
び
増
加
し
た
が
、
世
界
大
不
況
に
よ
っ
て
こ
れ
が
再
び
中
断
さ
れ
た
。

　
播
種
面
積
の
増
加
は
作
物
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
た
。
世
界
大
不
況
ま
で
各
種
作
物
の
播
種
面
積
は
増
加
し
た
が
、
不
況
後
、
玉
蜀
黍
は
暫

く
増
勢
を
保
つ
た
が
、
小
麦
は
そ
れ
以
前
に
世
界
的
に
生
産
が
過
剰
と
な
っ
た
の
で
大
不
況
後
直
ち
に
下
落
し
た
。
亜
麻
も
同
様
で
あ
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
の
後
半
に
は
米
国
の
旱
魅
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
一
般
的
回
復
の
結
果
、
反
騰
が
起
つ
た
が
、
こ
れ
は
一
時
的
で
あ
っ
て

一
九
四
〇
年
代
に
は
持
続
的
な
下
落
が
あ
っ
た
。

　
三
大
作
物
即
ち
、
小
麦
、
玉
蜀
黍
及
び
亜
麻
の
播
種
面
積
は
減
少
し
た
け
れ
ど
も
、
飼
料
作
物
、
即
ち
、
燕
麦
、
大
麦
及
び
ラ
イ
麦
の
面

積
は
増
加
し
た
。
こ
れ
は
牧
畜
業
や
酪
農
業
の
発
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
向
日
葵
の
作
付
も
増
加
し
た
。
向
日
葵
は
今
世
紀
の
は
じ

め
ロ
シ
ヤ
移
民
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
が
、
現
在
そ
の
油
は
国
内
で
食
用
油
と
し
て
広
く
需
要
さ
れ
る
こ
と
x
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
新
し
い
作
物
の
拡
大
は
農
業
の
多
様
化
を
促
進
し
、
気
候
的
、
経
済
的
要
因
に
対
す
る
抵
抗
力
を
増
し
、
同
時
に
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
国
内
の
需
要
を
充
足
す
る
の
に
貢
献
し
た
。

　
全
穀
物
（
採
油
用
種
子
を
含
め
て
）
の
播
種
面
積
は
一
九
三
〇
年
代
に
は
二
千
百
万
ヘ
ク
タ
ー
強
に
達
し
た
が
、
一
九
四
八
年
に
は
一
千
六

百
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
に
減
少
し
、
一
九
五
二
年
に
も
一
千
六
百
五
十
万
ヘ
ク
タ
i
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。
第
二
次
五
力
年
計
画
で
は
一
九
五

七
年
に
は
二
千
五
百
十
七
万
周
差
タ
ー
（
一
九
三
四
－
三
八
年
平
均
で
は
二
千
四
十
三
万
ヘ
ク
タ
i
）
に
増
加
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
大
不
況
以
前
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
特
徴
は
そ
の
余
剰
穀
物
の
世
界
市
揚
へ
の
大
量
輸
出
で
あ
っ
た
。
大
不
況
と
第
二
次
大
戦
は
売
残
り
の

堆
積
と
い
う
重
大
な
問
題
を
生
ぜ
し
め
た
。
国
家
は
余
剰
穀
物
の
輸
出
叉
は
国
内
消
費
へ
の
転
用
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
牧
穫
物
を
買
取
つ

9・アルゼソチyの穀物収量

　　　　　　　　　（一ヘクター当りkg）

1945　一　471935　一　391925　一　29

1，　125

1，　982

　688

　759

　942

1，　760

　626

　885

　883
1，　987

　718

麦
黍
仁
葵

　
蜀
麻
日

小
玉
亜
向

（資料）前表に同じ。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

た
。
戦
時
中
の
重
大
な
燃
料
不
足
を
緩
和
す
る
た
め
に
大
量
の
玉
蜀
黍
及
び
小
麦
の
余
剰
は
燃
料
と

し
て
使
用
さ
れ
た
。

　
農
産
物
の
一
部
が
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
程
度
に
つ
い
て
は
O
。
巨
＄
〉
贔
①
昌
二
琴
山
。
訂
国
昌
，

①
贔
貯
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
一
九
四
三
年
に
は
十
万
ト
ン
の
玉
蜀
黍
、
百
七
十
万
ト
ン
の
小
麦
、

百
五
十
万
ト
ン
の
亜
麻
仁
が
燃
料
と
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
中
に
発
電
所
で
は
三
百
万
ト
ソ
の
穀
物
、

六
十
万
ト
ン
の
亜
麻
及
び
亜
麻
仁
、
十
五
万
ト
ン
の
亜
麻
仁
油
を
使
用
し
た
。

　
生
産
の
数
字
は
天
候
の
変
化
よ
り
生
じ
る
変
化
を
除
け
ば
播
種
面
積
の
数
字
と
同
じ
傾
向
を
示
し

て
い
る
。
　
一
九
二
五
i
二
九
年
に
比
べ
て
ヘ
ク
タ
i
当
り
牧
量
の
増
加
し
て
い
る
の
は
小
麦
だ
け
で

あ
る
。
（
面
外
蒸
礪
覆
編
簗
縫
崖
需
呼
椌
智
姻
灘
蕪
艦
雲
二
二
銘
磁
ハ
励
砺

罫
響
擁
）
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ア
ル
ゼ
ン
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ン
経
済
の
発
展

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
農
業
は
第
二
次
大
戦
終
戦
以
来
国
際
市
場
の
非
常
な
好
転
か
ら
刺
戟
を
う
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

農
産
物
に
麦
払
わ
れ
る
国
内
価
格
が
比
較
的
に
低
か
っ
た
の
で
、
農
業
は
労
働
者
を
確
保
す
る
競
争
に
於
て
工
業
に
敗
れ
、
ま
た
労
働
力
を
．

機
械
力
で
お
き
か
え
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
国
家
は
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
の
振
興
を
は
か
る
た
め
に
農
業
生
産
の
三
五
％
増
加
を
提

唱
し
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
穀
物
の
買
入
れ
価
格
を
二
〇
乃
至
三
〇
％
引
上
げ
、
信
用
の
供
与
を
奨
励
し
、
既
述
の
如
く
農
業
機

械
輸
入
に
外
貨
を
供
与
し
た
が
、
そ
の
効
果
は
未
だ
表
わ
れ
な
い
。

（
B
）
肉
類
の
生
産

　
一
九
四
〇
年
代
に
於
て
穀
物
生
産
に
使
用
さ
れ
な
く
な
か
っ
た
土
地
は
牧
畜
業
に
使
用
さ
れ
、
一
部
は
ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
そ
の
他
、
飼
料

作
物
が
播
種
さ
れ
た
。
そ
れ
故
穀
物
の
播
種
面
積
が
減
少
し
て
牧
草
地
が
増
加
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
x
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
の
栽
培
面
積
の
増
加
は
、
穀
物
の
栽
培
面
積
の
減
少
を
相
殺
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
土
地
の
一
部
が
天
然
草
　
6
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

（
冨
ε
邑
α
q
鑓
ω
ω
）
叉
は
統
計
に
含
ま
れ
な
い
飼
料
作
物
の
栽
培
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
一
九
三
七
－
四
七
年
の
間
に
牛
の
頭
数
は
二
四
％
、
羊
の
頭
数
は
一
六
％
増
加
し
た
が
、
他
方
に
煮
て
豚
の
頭
数
は
二
五
％
減
少
し
た
。

こ
の
十
力
年
間
の
初
期
に
は
玉
蜀
黍
の
価
格
が
安
い
と
い
う
好
条
件
に
刺
戟
さ
れ
て
豚
の
飼
養
は
非
常
に
増
加
し
た
が
、
一
九
四
五
、
四
六

年
に
は
情
勢
が
逆
転
し
た
の
で
豚
の
頭
数
は
減
少
し
た
。
最
近
は
豚
の
頭
数
は
回
復
の
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
回
復
傾
向
は
海
外
需
要
の

減
退
に
も
と
つ
く
価
格
下
落
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
。

　
一
九
三
六
－
三
七
年
よ
り
一
九
四
四
－
四
七
年
ま
で
に
牛
の
頭
数
は
約
七
百
四
十
万
頭
増
加
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
牛
を
飼
養
す
る
た
め

に
相
当
広
い
土
地
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
耕
作
地
は
一
九
三
六
－
三
七
年
の
、
二
千
五
百
七
十
万
ヘ
ク
タ
ー
よ
り
、
一
九
四
六
一
四
七
年

の
千
八
百
五
十
万
ヘ
ク
タ
ー
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
耕
作
地
の
減
少
ば
継
続
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
減
少
が
、
牧
畜
頭
数
の
増
加
に
よ



10・アノレゼンチンの家畜頭数

　　　　　　　　（単位　百万頭）

牛 羊 豚

一　　1922
37．1 36．2 1．4

1930 32．2 44．4 3．8

1937 33．2 43．9 4．0

1942 31．5 50．9 5．7

1947 41．3 50．9 3．0

1952 45．3 44．7 4．0

1957（目標） 42．0 52．0 4．5

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949，1951－52．

封
度
で
あ
っ
た
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
一
二
五
封
度
で
あ
っ
た
）

lLパンパ地方の家畜頭数と
　　耕作地面積

家畜頭数1耕作地
（百万ヘクターノ
　　　　　17．　1

　　　　　11．　6

　　　　　11，　O

百万頭）
24．　1

3L　5

32．　0

1937

1947

1952

（資料） ECLA，　Economic　Survey，

1953．

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
自
然
的
条
件
は
、

で
あ
っ
た
。

民
一
人
当
り
の
家
畜
頭
数
は
一
八
九
五
年
に
は
五
・
四
頭
で
あ
っ
た
が
、

頭
、
三
〇
年
に
は
二
・
九
頭
、

　
セ
ン
サ
ス
の
数
字
に
よ
れ
ば
肉
牛
の
増
加
は
殆
ど
全
く
パ
ム
パ
地
域
で
達
成
さ
れ
て
い
る
が
、

れ
は
農
作
物
の
栽
培
に
害
が
あ
っ
た
。

は
減
少
し
た
。 つ

て
ど
の
程
度
ま
で
償
わ
れ
た
か
を
確
め
る
数
字
は
な
い
。
一
九
四
七
年
の
牛
の
頭
数
四

千
百
三
十
万
頭
は
六
十
年
前
の
第
一
回
セ
ン
ナ
ス
以
来
最
高
の
数
字
を
示
し
た
。

　
牛
及
び
羊
の
増
加
し
た
結
果
、
畜
産
物
（
肉
類
、
皮
革
、
羊
毛
な
ど
）
の
生
産
と
輸
出

が
増
加
し
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
畜
産
業
の
問
題
点

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
畜
産
業
は
一
九
五
〇
年
の
法
律
に
よ
っ
て
、
牛
の
飼
養
か
ら
肉
類
の

製
造
配
給
に
至
る
ま
で
b
贔
・
巳
ぎ
。
冒
く
Φ
・
・
8
爵
冒
・
・
§
巳
Φ
を
通
じ
て
国
家
の
管
理
下
に

あ
る
。
一
九
五
三
年
に
は
屠
殺
数
の
八
七
％
（
一
九
三
七
年
に
は
六
六
％
）
が
国
内
で
消

費
さ
れ
、
一
人
当
り
の
肉
類
消
費
量
は
世
界
一
三
位
（
一
九
五
一
年
に
米
国
で
は
二
二
八

　
　
　
　
　
　
　
を
占
め
て
い
る
。
（
G
∩
け
9
Φ
ω
8
き
、
。
。
図
①
鴛
び
。
鼻
・
H
ゆ
誤
”
．
娼
G
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
に
パ
ム
。
ハ
に
於
て
は
、
低
い
コ
ス
ト
の
肉
類
生
産
に
有
利

　
し
か
し
、
家
畜
頭
数
の
増
加
率
は
一
八
九
五
年
以
来
、
人
口
増
加
率
よ
り
も
低
い
。
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
二
年
に
は
三
・
九

　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
年
は
に
二
・
四
頭
、
五
二
年
に
は
二
・
三
頭
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
、
家
畜
頭
数
の
増
加
と
は
反
対
に
農
作
物
の
播
種
面
積
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展



　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

　
こ
x
で
問
題
と
な
る
の
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
肉
類
増
産
が
穀
物
の
生
産
に
害
を
与
え
ず
に
達
成
さ
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
専
門
家
ば
牧
畜
方
法
を
改
善
し
、
現
在
使
用
中
の
飼
養
面
積
の
生
産
能
力
を
高
め
る
べ
き
種
々
の
方
策
を
主
張
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
策
が
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
か
ど
う
か
ま
た
そ
れ
が
迅
速
に
実
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

　
肥
沃
な
パ
ン
。
ハ
地
方
に
於
け
る
家
畜
の
生
産
性
（
土
地
面
積
当
り
の
家
畜
頭
数
）
が
世
界
の
他
地
域
と
比
べ
て
低
し
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
後
進
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
F
A
O
な
ど
国
際
使
節
団
の
専
門
家
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
牧
畜
業
を
視
察
し
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
で
一
頭
の
家
畜
を
飼
養
し
て
い
る
面
積
で
他
国
な
ら
ば
同
様
の
状
態
の
下
で
は
六
頭
の
家
畜
が
飼
養
出
来
よ
う
と
言
明
し
た
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
は
家
畜
の
質
的
方
面
に
つ
い
て
は
最
高
限
度
に
達
し
て
い
る
が
、
量
的
方
面
で
は
牧
畜
方
法
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
旨
の
勧
告
が
行

わ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
専
門
家
の
指
摘
し
た
緊
急
的
な
問
題
点
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

　
（
a
）
　
大
多
数
の
牧
揚
は
天
然
草
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
栄
養
価
値
が
低
く
、
牧
量
も
少
い
。
こ
れ
ら
の
草
地
を
改
善
す
る
た
め
の
牧

　
　
草
の
種
類
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
種
エ
」
を
増
加
す
る
施
設
が
少
い
。

（
h
）

（
c
）

（
d
）

（
e
）

（
f
）

（
g
）

無
統
制
な
放
牧
方
法
で
は
牧
量
の
増
加
を
期
待
出
来
な
い
。

牧
場
の
面
積
が
広
大
に
過
ぎ
て
管
理
が
充
分
に
出
来
な
い
。

雑
草
や
有
毒
植
物
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
新
し
い
管
理
制
度
や
牧
場
経
営
法
が
充
分
に
普
及
し
て
い
な
い
。

一
①
。
Q
自
日
①
の
使
用
が
充
分
に
教
え
ら
れ
て
い
な
い
．
．

作
物
と
牧
草
と
の
輪
作
が
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
多
く
の
地
方
で
は
こ
れ
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

営
養
素
が
土
壌
に
返
さ
れ
ず
、
草
地
が
肥
沃
化
さ
れ
な
い
。
家
畜
生
産
に
於
け
る
化
学
肥
料
の
経
済
的
効
果
に
つ
い
て
の
研
究
が

一一　66　一



（千ヘクター）

1952 1957
（目標）

12・工業作物の播種面積

1934－38 1945－481905－09 1925－29

醐
三
脚
鋤
舛
犯

1，　446

　586

　161

　276

　177

　　64

　　42

1，　306

　　391．　5

　　173．　7

　　248．　8

　　155．　8

　　66．　0

　　　25．　8

1，　060．　8

釣
“
鵬
即
駆
正

94．エ

55．　2

127．　8

127．　6

20．　7

　7．　9

2．1

13．　8

69．　1

67．　7

0．1

13．　5

花
生
蕪
萄
’
e
コ

花
　
轡

　
　
　
　
曲

綿
三
二
葡
梅
タ

899430．　4166．　3

合計
（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949，1951－52．

フ
ル
ゼ
ン
チ
y
経
済
の
発
展

　
　
不
充
分
で
あ
り
、
　
一
方
天
然
肥
料
の
使
用
も
適
当
で
な
い
。

　
（
h
）
　
粗
鋼
や
牧
草
の
利
用
に
つ
い
て
の
農
業
拡
張
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
「
が
十
分
で
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
諸
点
が
解
決
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
肉
類
の
生
産
増
加
の
程
度
が
決
定

す
る
で
あ
ろ
う
。

（
C
）
　
工
業
用
作
物
の
生
産

　
穀
物
生
産
と
対
照
的
に
、
主
と
し
て
国
内
の
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
工
業
用
作
物
は
著
し
く

増
加
し
た
。
こ
れ
ら
の
工
業
用
作
物
は
落
花
生
、
綿
花
、
タ
バ
コ
、
甘
蕨
、
団
9
訂
竃
9
ひ
、

葡
萄
な
ど
で
あ
る
。

　
一
九
五
二
年
現
在
で
播
種
面
積
は
綿
花
、
甘
藤
、
葡
萄
、
落
花
生
、
図
・
島
曽
冒
9
邸
、
タ
バ

コ
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
綿
花
の
栽
培
面
積
は
工
業
用
作
物
の
栽
培
面
積
の
約

半
分
を
占
め
て
い
る
。

（
D
）
　
そ
の
他
の
国
内
消
費
用
作
物

　
そ
の
他
の
作
物
即
ち
、
馬
鈴
薯
、
果
物
、
ト
マ
ト
、
豆
類
な
ど
は
国
内
至
る
と
こ
ろ
に
生

産
さ
れ
て
い
る
。

　
4
　
農
産
物
の
輸
出
と
国
内
消
費

　
一
九
二
五
－
二
九
年
に
比
べ
る
と
一
九
四
五
一
四
八
年
に
は
穀
物
の
生
産
は
著
し
く
減
少

し
た
。
し
か
し
輸
出
は
も
っ
と
減
少
し
た
の
で
、
国
内
消
費
は
約
二
倍
に
増
大
し
た
の
は
第

一67一



　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

十
三
表
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

　
即
ち
、
一
九
二
五
－
二
九
年
と
一
九
四
五
一
四
八
年
と
の
間
で
穀
物
の
国
内
消
費
は
一

13．アノレゼソチソの穀物播種面積生産及び消費

　　　　　　　　　（金額百万ペソ　1937年価格）

・92謝 ｢9454・ 1948

播種面積千（一クター）

ｶ　　産（百万ペソ）

A　　出（〃　）

ﾁ　　費（〃　）

17，096　　17，635

P，759　　　1，458

P，269　　　　575

@476．6　　1，036

16，110

P，774

@582
P，191

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949．

14．農産物及び畜産物の生産と消費

　　　　　　　　（百万ペソ，1937年価格）

1925－29 1945－48 1948

農産及畜産物
1

生　　　　産 亀0221 3，180 3，503

輸　　　　出 　　i墲X051・ 1，342 1，381

　　消　　　　費

_　　産　　物

1・104i

@　i
1，191 2，122

生　　　　産

A　　　　出

1，944

P，239

1　　1，788　　　654
2，115

@631

消　　　　費 602 1，287 1，484

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949．

　
　
一
七
・
四
％
増
加
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
穀
物
消

費
の
中
に
は
向
日
葵
が
含
ま
れ
て
居
り
、
（
こ
れ
は
他

の
輸
入
油
に
代
替
す
る
食
料
油
を
つ
く
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
て
居
る
）
ま
た
、
輸
入
米
に
代
替
す
る
米
が
含
ま

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
品
目
を
除
外
す
る
と
国
内

消
費
の
増
加
は
八
二
・
一
％
に
達
す
る
。

　
肉
類
に
つ
い
て
は
国
内
消
費
の
増
加
は
輸
出
を
犠
牲

と
し
て
行
わ
れ
た
。

　
工
業
作
物
の
消
費
の
増
加
は
生
産
の
増
加
を
下
廻
っ

た
が
、
こ
れ
は
綿
花
及
び
落
花
生
の
輸
出
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
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三
、
燃
料
及
び
動
力

　
　
　
1
、
燃
料
の
消
費
状
況

（
a
）
消
費
・
見
積

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
二
つ
の
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
（
一
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
が
常
に
国
内
生
産
よ
り
大



で
あ
る
こ
と
、
　
（
二
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
現
在
及
び
可
能
的
な
源
泉
は
主
要
消
費
中
心
地
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

　
一
九
四
四
－
四
八
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
は
石
油
で
表
示
す
れ
ば
平
均
一
千
二
百
九
十
五
万
五
千
ト
ン
で
あ
り
、
一
九
二
五
一
二
九
年

に
比
べ
て
七
〇
・
六
％
の
増
加
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
人
口
増
加
は
四
五
・
九
％
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
六
－
四
九
年
に
於
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
面
掛
〇
％
は
輸
入
燃
料
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

に
不
足
し
て
居
り
、
過
去
二
十
五
年
間
に
そ
の
消
費
量
の
四
〇
乃
至
五
〇
％
は
輸
入
に
仰
い
で
い
た
。
た
§
し
、
世
界
不
況
の
最
中
と
戦
争

中
は
例
外
で
あ
り
、
こ
の
時
に
は
輸
入
を
削
減
し
、
自
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
集
約
的
に
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（千トン）

15・アルゼンチンの燃料消費

　　　　　　　（石油換算）

国内生産 輸　　入 合　　計 比　率 （％）

国　内 輸　入

1925 3，943 2，711 6，654 59．2 40．8

1930 4，178 3，877 8，055 51．8 48．2

1935 5，191 3，342 8，533 60．8 39．2

1940 6，140 3，342 9，482 64．7 35．3

エ944 11，660 814 12，474 93．5 6．5

1948 7，200 6，300 13，500 53．6 46．1

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949。

　
第
二
次
大
戦
中
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
国
内
生
産
で
消
費
の
殆
ど
全
部
を
賄
っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
平
時
で
は
不
経
済
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
泉
に
依
存
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、

メ
ン
ド
ー
サ
州
の
騨
。
ω
嘗
聾
8
や
、
輸
出
が
不
能
と
な
っ
た
余
剰
穀
物
や
採
油
用
種
子
な
ど

を
燃
料
に
使
用
し
た
。
薪
の
使
用
も
増
加
し
た
が
、
こ
れ
は
既
に
減
少
し
て
い
た
森
林
保
蔵

（h

n
同
①
ω
臼
　
同
①
ω
①
月
く
O
）
に
害
が
あ
っ
た
。

　
植
物
燃
料
を
以
て
石
炭
や
石
油
に
か
え
る
こ
と
は
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
望
ま
し
く
な

い
の
で
正
常
状
態
に
復
帰
す
る
と
直
ち
に
輸
入
が
再
開
さ
れ
た
。
燃
料
の
輸
入
は
国
際
牧
支

に
不
利
な
影
響
を
与
え
る
の
で
政
府
は
輸
入
燃
料
節
減
の
問
題
を
第
一
に
考
慮
し
、
経
済
計

画
で
も
優
先
的
に
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
（
b
）
他
国
と
の
比
較

　
米
国
国
務
省
刊
行
の
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
（
国
器
お
図
測
①
ω
。
員
8
。
。
9
夢
Φ
零
8
一
山
）
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ア
ル
ゼ
ン
チ
γ
経
済
の
発
展

に
よ
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
一
九
三
七
年
に
於
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
（
薪
、
木
炭
、
屑
物
な
ど
を
除
く
）
は
一
七
、
四
五
五
百
万
K
W
H

で
、
こ
れ
は
石
油
換
算
で
七
百
十
万
ト
ン
に
当
る
。
　
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
側
の
信
頼
す
べ
き
見
積
り
に
よ
れ
ば
九
百
三
十
万
ト
ン
と
な
っ
て
い

る
）
。
　
ア
ル
ぜ
ン
の
エ
、
矛
ル
ギ
ー
消
費
は
世
界
の
消
費
（
三
、
五
〇
〇
、
0
0
0
百
万
K
W
H
）
の
0
・
五
％
に
当
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

一
人
当
り
エ
、
矛
ル
ギ
i
消
費
は
一
、
三
六
六
K
W
H
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
側
の
計
算
で
は
一
、
六
三
〇
K
W
H
）
と
な
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

南
米
で
は
高
い
地
位
に
あ
る
が
、
こ
れ
を
米
国
（
一
〇
、
二
三
六
K
W
H
）
、
カ
ナ
ダ
（
八
、
二
六
三
K
W
H
）
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
著
し

く
低
く
、
フ
ラ
ン
ス
（
三
、
六
四
二
K
W
H
）
、
ス
イ
ス
（
三
、
〇
九
K
W
H
）
と
比
べ
て
も
可
成
り
低
い
。

　
前
記
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
見
積
は
生
物
工
、
矛
ル
ギ
ー
i
即
ち
生
産
に
従
事
す
る
人
間
及
び
動
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
…
の
消
費
見
積
を
も

行
っ
て
い
る
。
一
九
三
七
年
に
於
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
こ
の
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
消
費
は
六
、
七
三
六
百
万
K
W
H
と
見
積
ら
れ
る
。

生
産
的
目
的
に
使
用
さ
れ
る
エ
、
矛
ル
素
量
の
合
計
は
二
〇
、
四
二
三
百
万
K
W
H
（
そ
の
う
ち
無
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
二
二
、
六
八
七
百
万

K
W
H
）
で
あ
る
。
一
人
当
り
の
消
費
は
一
、
六
〇
〇
K
W
H
、
そ
の
う
ち
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
五
二
八
K
W
H
（
三
三
％
）
、
無
生
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
一
、
〇
七
二
K
W
H
（
六
七
％
）
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
七
年
に
お
け
る
世
界
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
一
人
当
り
一
、
二
五
〇
K
W
H
（
そ
の
う
ち
無
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
八
七
・
六
％
）
で

あ
っ
た
。
尚
、
米
国
で
は
一
人
当
り
六
、
九
九
六
K
W
H
（
そ
の
う
ち
無
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
九
七
・
六
％
）
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
数
字
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
け
る
機
械
化
の
程
度
が
比
較
的
低
い
こ
と
を
示
し
、
無
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
お
け
る
進
歩

の
余
地
が
極
め
て
多
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
（
c
）
消
費
燃
料
の
種
類

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
消
費
燃
料
は
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
即
ち
（
一
）
液
体
鉱
物
燃
料
、
（
二
）
固
形
鉱
物
燃
料
、
（
三
）
植
物
燃
料
、
（
四
）
ガ
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ス
及
び
（
五
）
水
力
電
気
に
分
れ
る
。

　
一
九
二
五
年
以
来
一
九
四
八
年
ま
で
の
傾
向
を
見
る
と
液
体
鉱
物
燃
料
（
石
油
及
び
そ
の
製
品
）

加
し
て
い
る
。
他
方
に
於
て
固
形
鉱
物
燃
料
（
石
炭
及
び
コ
ー
ク
ス
）
の
消
費
は
減
少
し
て
い
る
。

16・アノレゼンチソのエネノレギー消費の内訳（％）

液体燃料 固形燃料 植物性
R　　料 ガ　ス 永力電気

1925 23．4 30．5 4〈LO 2．1 o　．　●　o　■　o

1930 37．4 26．6 33．6 2．4 ●　■　●　o　■　●

1935 39．4 22．2 33．i 5．3 ●　●　，　o　o，

1940 49．6 15．1 31．2 4．1 ●　・　◎　，　り　．

1944 28．1 6．0 60．7 4．8 0．4

1948 62．0 7．0 26．0 5．0 0・5（推定）

（資1料）　ECI、A，　Eco皿omic　Surveア，1949．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
消
費
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
傾
向
は
政
策
の
結
果
で
は
な
く
、

反
対
に
全
ゆ
る
機
会
に
石
油
消
費
の
節
減
へ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
石
油
消
費
は
増
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
次
大
戦
前
十
力
年
に
於
て
石
炭
と
石
油
の
消
費
割
合
は
世
界
平
均
で
は
石
炭
三
・
五
に
対

し
て
石
油
一
で
あ
っ
た
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
石
炭
○
・
五
に
対
し
て
石
油
一
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
鉄
道
及
び
工
業
に
お
い
て
燃
料
油
の
使
用
が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
国
家
的
見
地

か
ら
は
石
炭
及
び
植
物
性
燃
料
の
使
用
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
専
門
家
が
考
え
る
揚
合
で
も
石

油
が
使
用
さ
れ
た
。
他
方
に
お
い
て
燃
料
油
と
ザ
ソ
リ
ン
と
の
比
率
は
過
去
十
年
聞
に
五
・
一
よ

り
二
・
七
へ
と
低
落
し
た
。
他
の
消
費
財
で
は
平
均
は
三
乃
至
仁
で
あ
っ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
燃
料
油
が
多
く
使
用
せ
ら
れ
る
の
は
燃
料
の
使
用
及
び
貯
蔵
が
容
易
で
あ
る

こ
と
の
外
に
後
述
す
る
よ
う
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
経
済
的
に
採
掘
し
得
る
石
炭
資
源
が
少
い
こ

と
に
よ
る
。
し
か
も
燃
料
油
の
輸
入
は
石
炭
よ
り
も
便
利
で
あ
る
。
こ
れ
が
燃
料
輸
入
政
策
に
於

て
決
定
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
2
燃
料
消
費
の
配
分

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
け
る
用
途
別
の
燃
料
消
費
の
配
分
に
つ
い
て
完
全
な
統
計
は
な
い
。

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

し
か
し
部
分
的
な
見
積
は
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
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ア
ル
ゼ
γ
チ
γ
経
済
の
発
展

よ
つ
て
配
分
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
九
二
五
年
忌
は
冒
。
・
葺
三
。
留
陶
。
・
さ
象
8
国
。
。
昌
。
巨
8
ω
自
巴
早
聾
昭
。
詳
①
に
よ
れ
ば
全

消
費
量
の
う
ち
、
鉄
道
二
三
・
二
％
、
道
路
運
送
四
・
四
％
、
残
り
は
工
業
及
び
家
庭
用
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
三
五
年
及
び
三
七
年
に

は
鉄
道
は
両
年
と
も
に
一
八
・
二
％
、
自
動
車
輸
送
は
そ
れ
ぐ
七
・
八
及
び
八
・
七
％
、
発
電
所
ぼ
七
・
七
％
及
び
八
・
三
％
、
工
業
用

は
一
六
・
四
％
及
び
一
七
・
二
％
、
家
庭
用
そ
の
他
は
四
四
・
六
％
及
び
四
三
・
六
％
と
な
っ
て
い
た
。

　
一
九
四
二
年
の
実
績
及
び
一
九
五
五
年
の
予
想
は
第
十
七
表
の
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
推
論
し
得
る
こ
と
は
農
業
、
工
業
な
ど
物
資
の
生
産
活
動
に
於

17．アルゼンチンの燃料消費内訳

1955
（予想）

　14．　6

　14．　4

　11．　4

　5．5

　4．　6

　9．　3

　22，　1

　12．　1

　6．　0

1942

18．　1

8．1

12．　6

4．　1

6．3

3．6

25．　0

15．　0

7．2

道
車
力
行
所
業
業
庭
他

　
　
　
　
　
油
　
　
農

　
　
　
　
　
精
　
び

動
晒
設
瓢
の

鉄
自
回
航
油
建
工
家
そ

100．　0 100．　0

（資料）　ECLA，　Ecollomic　Survey，1949．

て
燃
料
の
消
費
が
最
大
で
あ
り
、
鉄
道
、
自
動
車
な
ど
輸
送
部
門
に
於
け
る
消
費

は
そ
の
次
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
3
　
石
　
　
　
　
油

　
（
a
）
生
　
　
　
　
産

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
原
油
生
産
量
は
年
間
約
三
百
五
十
万
ト
ン
（
一
九
五
二
年
）

に
達
し
（
日
本
の
約
十
倍
）
、
　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
ヅ
ェ
ネ
ズ
ユ
ラ
　
（
九
千

四
百
万
ト
ン
）
、
メ
キ
シ
コ
　
（
一
千
百
万
ト
ン
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
（
五
百
四
十
万
ト

ン
）
に
つ
い
で
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
じ
め
て
石
油
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
七
年
で
あ
っ
た
。
埋
蔵
地
は
b
9
。
訂
σ
q
o
昌
ご
の
O
o
琶
。
山
自
。
切
冒
巴
臼
玉
9
に

あ
り
、
こ
の
地
方
は
現
在
で
も
主
要
な
油
田
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
新
し
い
油
田
が
2
①
骨
面
富
里
ω
駈
け
9
。
Ψ
臼
＆
ロ
図
及
び
竃
Φ
民
。
鍔
で

発
見
さ
れ
た
。
証
明
さ
れ
た
埋
蔵
量
は
五
千
万
立
方
米
で
あ
る
が
、
権
威
筋
の
一
九
四
二
年
の
見
積
に
よ
る
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
石
油
資
源
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は
九
億
五
千
五
百
万
立
方
米
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
か
ら
、
既
に
一
九
四
〇
年
ま
で
に
採
掘
さ
れ
た
量
を
減
ず
る
と
、
残
り
は
九
億
二
千
万

立
方
米
と
な
る
。

　
石
油
生
産
は
一
九
四
三
年
ま
で
絶
え
ず
増
加
し
た
。
こ
の
年
以
後
、
機
械
設
備
が
入
手
困
難
に
な
っ
た
の
で
生
産
は
減
退
し
た
。
し
か
し
、

終
戦
後
は
再
び
上
昇
し
た
。
現
在
で
は
生
産
の
七
割
は
国
営
企
業
で
あ
る
網
碧
ぎ
δ
三
。
。
・
国
①
訂
。
年
Φ
同
8
コ
ω
。
巴
①
。
。
（
ド
即
閏
・
）
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
私
企
業
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
幾
ら
か
に
は
外
国
資
本
が
参
加
し
て
い
る
。
石
油
採
掘
に
於
け
る
国
家
の
占
め
る

割
合
は
一
九
三
四
年
に
は
五
八
・
四
％
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
増
加
し
て
い
る
。

　
Y
・
P
・
F
は
当
初
の
資
本
金
は
八
百
六
十
万
ペ
ソ
で
あ
る
が
、
三
瀬
五
千
四
百
万
ペ
ソ
の
利
潤
を
再
投
資
し
、
八
面
ペ
ソ
以
上
の
準
備

を
も
つ
こ
と
が
出
来
た
。
採
掘
し
た
油
井
の
数
は
四
、
四
一
七
、
そ
の
う
ち
二
、
六
九
五
は
石
油
を
生
産
し
、
一
五
は
ザ
ス
、
一
、
〇
二
三

は
放
棄
さ
れ
叉
は
放
棄
さ
れ
よ
う
と
し
て
居
り
、
残
り
は
試
掘
叉
は
調
査
さ
れ
て
い
る
。
試
掘
の
速
度
を
あ
げ
る
た
め
に
Y
・
P
・
F
は

∪
邑
＝
昌
σ
q
国
円
蓋
。
冨
島
8
0
。
ヨ
二
塁
。
h
乞
①
＜
巴
9
を
契
約
し
、
最
低
四
〇
の
油
井
（
三
千
五
百
米
の
深
さ
）
の
試
掘
を
す
る
こ
と
要
し
た
。

　
（
b
）
輸
入
及
び
消
費

　
原
油
の
輸
入
は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
戦
争
中
に
は
輸
送
の
欠
乏
の
た
め
、
戦
後
は
外
国
為
替
の
欠
乏
の
た
め
に
輸
入
が
円
滑
に
行

わ
れ
な
か
っ
た
。

　
輸
入
原
油
は
国
内
産
の
原
油
と
共
に
Y
・
P
・
F
の
精
油
所
や
民
聞
会
社
の
精
油
所
で
精
製
さ
れ
る
。
Y
・
P
・
F
の
精
油
所
の
精
油
能

力
は
一
九
四
三
年
に
は
日
産
八
千
立
方
米
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
一
万
立
方
米
に
増
加
し
、
一
九
五
〇
年
の
央
ぽ
に
は
一
万
七
千
立
方
米
、

五
一
年
初
に
は
二
万
二
千
立
方
米
と
な
る
筈
で
あ
る
。
民
間
会
社
の
精
油
所
も
考
慮
に
入
れ
る
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
精
油
能
力
は
一
九
五
一

年
に
は
年
間
八
百
五
十
万
立
方
米
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
能
力
に
達
す
る
ま
で
一
現
在
は
六
百
五
十
万
立
方
米
で
あ
る
が
ー
ア
ル
ぜ
ン
チ

　
　
　
ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
γ
チ
シ
経
済
の
発
展

ン
は
増
大
す
る
消
費
を
賄
う
た
め
に
多
量
の
石
油
生
産
物
を
輸
入
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

18・アルゼンチンの原油輸入高

　　　　　　　　（千立方米）

　294

　350

　664

　376

1，　176

1925　一　29

1930　一　34

1935　一　39

1940　一　44

1945　一　48

（資料） ECLA，　Economic
Suryey，　1949．

　
一
九
四
九
年
ま
で
は
石
油
及
び
石
油
生
産
物
の
輸
入
は
∪
9
島
諺
昌
け
巳
①
p
ヅ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
コ

P
ン
ビ
ヤ
、
「
ペ
ル
ー
、
米
国
及
び
ア
ラ
ビ
ア
よ
り
輸
入
さ
れ
、
　
一
般
に
ド
ル
で
支
払
わ
れ
た
。
そ
の

後
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
協
定
調
印
後
は
輸
入
は
近
東
（
イ
ラ
ン
及
び
イ
ラ
ク
）
か
ら
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

れ
、
麦
払
は
ポ
ン
ド
で
行
わ
れ
る
こ
と
x
な
っ
た
。
こ
れ
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
ポ
ン
ド
為
替
の
余
剰
を
も
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

技
術
的
見
地
か
ら
見
れ
ば
近
東
の
石
油
は
硫
黄
分
が
一
・
四
％
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
石
油
の
一
・
0

％
に
比
べ
て
多
い
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
は
こ
の
困
難
を
除
去
す
る
た
め
に
高
硫
黄
分
を
も
つ
原
油
の
精
製
に
特
に
適
し
た
精
油
設
備
（
日

産
四
千
立
方
米
）
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
石
油
生
産
は
現
在
消
費
需
要
の
四
〇
％
を
カ
バ
ー
す
る
だ
け
で
あ
り
、
生
産
増
加
率
は
年
々
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

る
に
一
九
四
六
年
以
来
消
費
は
年
々
十
二
％
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
石
油
の
輸
入
は
外
国
為
替
を
甚
だ
し
く
流
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
理
由
及
び
一
九
五
一
年
の
英
国
と
の
通
商
協
定
に
定
め
ら
れ
た
イ
ラ
ン
の
石
油
の
入
手
が
国
有
化
問
題
の
紛
糾
の
た
め
困
難
と
な

っ
た
の
で
、
一
九
五
二
年
に
は
燃
料
の
配
給
制
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
石
油
生
産
の
増
大
は
一
九
五
二
年
に
全
生
産
の
七
八
％
を
占
め
た
Y
・
P
・
F
が
探
鉱
計
画
に
必
要
な
設
備
を
所
有
し

て
い
な
い
の
で
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
民
間
会
社
の
生
産
は
下
降
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
初
に
は
政
府
は
探
鉱
及
び

穿
孔
に
必
要
な
設
備
を
買
入
れ
る
た
め
四
千
万
ド
ル
を
支
出
し
た
。

　
一
九
五
三
－
五
七
年
の
第
二
次
五
力
年
計
画
は
石
油
産
業
開
発
の
た
め
五
聖
一
千
万
ド
ル
（
一
ド
ル
を
五
ペ
ソ
と
換
算
）
の
投
資
を
行
い
、
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天
然
ガ
ス
に
つ
い
て
は
二
億
六
千
万
ド
ル
の
投
資
を
行
う
こ
と
X
し
た
。
一
九
五
七
年
に
は
原
油
六
百
六
十
万
立
方
米
（
一
九
五
二
年
置
は

三
百
八
十
五
万
立
方
米
）
の
生
産
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
増
加
の
大
部
分
は
一
九
五
〇
年
に
ω
即
犀
三
州
に
発
見
さ
れ
現
在
最
高
の
産
出

を
見
て
い
る
∪
霞
碧
の
油
田
か
ら
得
ら
れ
る
。
馳

　
原
油
を
加
き
日
。
器
濤
。
に
運
ぶ
た
め
の
一
、
　
一
二
〇
キ
ロ
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
敷
設
さ
れ
、
2
Φ
繭
＝
ひ
＝
油
田
に
達
す
る
四
〇
〇
キ
ロ
の
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。
精
油
能
力
も
年
産
二
百
万
立
方
米
だ
け
拡
大
さ
れ
、
タ
ン
カ
ー
も
著
し
く
増
加
さ
れ
る
こ
と
x
な
っ
て

い
る
。

　
天
然
ガ
ス
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
一
、
五
三
〇
キ
ロ
）
が
∪
唱
画
き
油
田
か
ら
野
Φ
昌
。
。
。
と
円
①
。
。
ま
で
敷
設
さ
れ
、
現
在
の
∩
。
目
。
畠
。
円
。
空
，

＜
巴
磐
冨
と
合
せ
て
原
油
に
し
て
一
五
〇
万
立
方
米
に
等
し
い
熱
量
の
天
然
ず
ス
が
一
九
五
七
年
ま
で
に
利
用
出
来
る
こ
と
Σ
な
る
。
O
。
ヨ
。
・

山
。
当
風
泣
落
p
話
　
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
一
、
五
〇
〇
キ
ロ
）
は
一
九
五
〇
年
以
来
使
用
さ
れ
、
現
在
で
は
年
々
原
油
十
五
万
立
方
米
に
等
し
い

天
然
ず
ス
を
運
ん
で
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
第
二
次
五
力
心
計
画
の
う
ち
に
石
油
に
関
す
る
計
画
は
さ
き
に
の
べ
た
が
、
こ
の
事
大
な
計
画
に
も
不
拘
、
五
力
年
後

の
産
出
量
は
そ
の
時
の
需
要
の
六
六
％
を
み
た
す
に
過
ぎ
な
い
だ
ら
う
。
そ
れ
で
も
現
在
の
需
要
充
足
率
四
二
％
に
比
べ
れ
ば
著
し
い
改
善

・
な
る
。
〔
滞
難
薙
職
譲
離
職
驚
肱
臨
姓
碓
藻
罐
つ
の
稽
範
甚
勲
鯨
舞
に
玖
鵜
鍬
．
藤
そ
〕

　
一
九
五
三
年
に
は
原
油
生
産
高
は
四
百
五
十
万
立
方
米
で
あ
っ
て
前
年
に
比
し
て
一
五
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　
過
去
三
年
間
∩
鋤
ヨ
℃
。
∪
貫
磐
（
G
。
ゆ
一
鼠
州
）
の
採
掘
成
績
は
良
好
で
あ
り
、
　
一
油
井
当
り
二
五
〇
立
方
米
産
出
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
採
掘

期
間
の
短
い
割
に
は
好
成
績
で
あ
る
。
最
近
で
は
ま
た
6
p
唐
℃
。
∪
豪
き
か
ら
十
五
キ
ロ
離
れ
た
0
9
ヨ
草
山
Φ
冒
巴
層
①
す
器
。
・
に
有
望
な
油

田
が
発
見
さ
れ
た
。

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
y
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
y
チ
y
経
済
の
発
展

．
ま
た
竃
二
号
豊
州
で
は
日
産
一
二
五
立
方
米
の
油
井
が
稼
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
油
田
か
ら
の
産
出
量
が
増
加
し
た
の
で
輸
送
に

困
難
を
生
じ
、
鉄
道
に
接
続
す
る
短
い
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
設
備
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
石
油
は
一
千
キ
ロ
に
離
れ
た
G
∩
§
U
。
お
目
。
の
精
油

所
に
運
ば
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
五
三
年
央
に
9
8
℃
。
∪
二
戸
か
ら
Q
。
§
い
。
お
葭
。
精
油
所
に
至
る
．
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
及
び
O
p
白
℃
。
∪
弩
§

か
ら
銀
器
昌
8
と
お
ω
に
至
る
天
然
ガ
ス
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
競
売
に
附
さ
れ
た
。
天
然
ガ
ス
の
新
し
い
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
設
備
さ
れ
、

O
。
唐
巳
。
8
切
貯
巴
鶏
こ
か
ら
聞
口
窪
。
。
・
》
マ
Φ
。
。
に
至
る
沿
線
の
内
陸
地
方
の
消
費
者
の
数
が
増
加
し
た
。

　
石
油
産
業
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
問
題
は
一
九
五
三
年
末
に
通
過
し
た
法
律
第
一
四
、
二
二
二
号
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
石
油
産
業

へ
の
外
国
資
本
の
参
加
に
つ
い
て
基
本
的
な
規
則
を
定
め
た
。
Y
・
P
・
F
の
活
動
に
関
連
す
る
外
国
資
本
の
活
動
に
つ
い
て
は
未
だ
充
分

に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
外
国
会
社
は
下
受
契
約
者
（
ω
口
げ
l
O
O
昌
臼
層
缶
O
臼
O
同
）
と
し
て
活
動
し
、
開
発
活
動
に
含
ま
れ
る
危
険
を

負
担
し
、
全
生
産
物
を
Y
．
P
・
F
に
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
諒
解
さ
れ
て
い
た
。
Y
・
P
・
F
は
依
然
と
し
て
配
給
及
び
販
売
を
担
当

す
る
こ
と
x
な
っ
て
い
た
。
こ
の
法
律
は
ま
た
資
本
の
八
％
に
等
し
い
外
国
為
替
利
潤
を
持
去
り
、
十
年
後
に
は
投
資
を
漸
次
に
本
国
に
引

揚
げ
る
権
限
を
投
資
者
に
認
め
て
い
る
。

　
液
体
燃
料
の
現
在
の
供
給
に
つ
い
て
は
一
九
五
三
年
八
月
に
ン
連
と
新
し
い
協
定
が
調
節
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
に
よ
り
、
ソ
連
は
五
十
万

ド
ル
に
相
当
す
る
原
油
及
び
航
空
機
用
ガ
ソ
リ
ン
五
〇
万
立
方
豪
強
を
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
供
給
す
る
こ
と
x
な
っ
た
。
こ
の
協
定
は
有
効
期

間
は
一
力
年
で
あ
る
が
、
ソ
連
の
穿
孔
設
備
の
多
数
が
買
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ソ
連
の
石
油
輸
入
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
燃
料

輸
入
に
占
め
る
割
合
は
不
明
で
あ
る
が
、
ド
ル
払
い
の
石
油
輸
入
の
相
当
量
を
置
換
え
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ア
川
ぜ
ン
チ
ン

の
輸
入
石
油
の
三
分
の
二
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
か
ら
購
入
さ
れ
て
い
る
が
、
残
り
は
硬
貨
払
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
2
　
そ
の
他
の
燃
．
料
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（
a
）
固
形
鉱
物
燃
料

　
固
形
鉱
物
燃
料
、
特
に
石
炭
に
関
し
て
は
一
九
五
三
年
に
射
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
生
産
は
僅
か
に
十
二
万
ト
ン
で
、
そ
の
状
態
は
石
油
よ

り
も
一
層
不
利
で
あ
る
。
殆
ど
全
消
費
量
は
（
英
国
そ
の
他
よ
り
の
）
輸
入
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
五
－
二
九
年
聞
に
於
て
平

均
一
年
当
り
輸
入
量
は
約
二
百
万
ト
ン
で
あ
り
、
全
燃
料
消
費
の
二
五
％
を
占
め
た
。
そ
れ
以
前
に
は
石
炭
は
も
っ
と
重
要
な
地
位
を
占
め

て
居
り
、
一
九
＝
二
年
の
輸
入
量
は
コ
ー
ク
ス
を
含
め
て
三
百
八
十
万
ト
ン
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
中
に
石
炭
の
輸
入
は
減
少
し
、
一
九

一
七
年
に
は
六
十
二
万
六
千
五
百
ト
ン
に
低
落
し
た
。
一
九
二
八
年
以
後
、
輸
入
は
増
加
し
、
一
九
二
七
年
半
は
最
高
に
達
し
、
三
百
三
十

万
ト
ソ
を
数
え
た
。
世
界
不
況
の
結
果
、
一
九
三
二
年
に
は
輸
入
量
は
二
百
三
十
万
ト
ン
に
減
じ
た
が
、
そ
の
後
回
復
し
て
一
九
三
七
年
に

は
三
百
万
ト
ン
の
水
準
を
突
破
し
た
。
第
二
次
大
戦
中
、
海
外
か
ら
の
供
給
は
減
少
し
、
　
一
九
四
二
年
に
は
五
六
万
ト
ン
に
低
下
し
た
。

　
海
外
か
ら
の
供
給
が
こ
の
よ
う
に
少
く
な
っ
た
の
で
国
内
埋
蔵
資
源
の
採
掘
が
経
済
的
考
慮
を
無
視
し
て
始
め
ら
れ
た
。
　
2
⑦
諸
ロ
曾
及

蜜
Φ
巳
。
母
で
は
小
炭
鉱
や
三
岡
9
田
8
鉱
山
が
稼
行
さ
れ
た
。
石
炭
の
産
額
は
一
九
四
二
年
の
五
万
六
千
四
百
ト
ン
が
最
高
で
そ
の
後
は
下

降
し
て
一
九
四
六
年
に
は
二
千
五
百
ト
ソ
ま
で
下
っ
た
が
四
六
年
に
は
一
万
三
千
九
百
ト
ン
、
五
〇
年
に
は
二
万
六
千
ト
ン
、
五
一
年
に
は

三
万
九
千
ト
ン
、
五
二
年
に
は
十
一
万
三
千
ト
ン
、
五
三
年
に
は
十
二
万
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
消
費
は
民
約
二
百
万
ト
ン

と
見
積
ら
れ
て
い
る
。

　
石
炭
の
輸
入
は
戦
後
再
開
さ
れ
た
が
、
戦
前
水
準
に
は
達
し
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
の
輸
入
量
は
百
二
十
万
ト
ン
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
協
定
で
は
石
炭
の
輸
入
量
は
一
九
四
七
年
七
月
よ
り
五
〇
年
七
月
に
至
る
間
に
於
て
百
五
十
万
ト
ン
と
定
め
ら
れ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
重
要
な
炭
田
は
遠
く
南
西
部
チ
リ
と
の
国
境
に
近
い
空
。
目
∈
ぼ
。
に
あ
る
。
炭
田
は
五
乃
至
二
十
五
度
に
わ
た
る
象
℃

を
も
つ
西
つ
の
鉱
床
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
鉱
床
に
は
い
ろ
く
の
厚
さ
の
粘
土
の
巨
訂
琶
8
が
あ
る
が
、
最
低
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
y
経
済
の
発
展
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（千1・の19・ラテン・アメリカの石炭産出量
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1，956

P，968

P，944

Q，000

2，094

P，988

Q，208

Q，138

1，010

P，050

P，050

P，050

　　912

P，104

P，317

P，475

196

P86

Q24

Q23

6，194

U，355

U，743

U，931

（註）1953年の数字はチリを除き推定。
（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1953．

厚
さ
の
。
｝
Φ
き
8
巴
が
各
層
の
中
に
あ
る
。
全
埋
蔵
量
は
三
宿
五
千
万
ト
ソ
と
見
積
ら
れ
る
が
、
そ
の

う
ち
一
九
五
〇
年
（
こ
の
年
に
大
規
模
開
発
が
認
め
ら
れ
た
）
ま
で
に
証
明
さ
れ
た
も
の
は
一
億
八
千

万
ト
ン
で
あ
る
。
石
炭
は
ω
β
Ψ
玄
ξ
略
読
。
霧
ξ
℃
①
切
で
あ
り
、
非
粘
結
性
で
あ
る
。
五
千
七
百
乃
至

六
千
三
百
カ
ロ
リ
ー
で
一
一
％
の
灰
分
と
一
・
一
％
の
硫
黄
を
含
ん
で
い
る
。

　
空
。
目
詰
ぽ
。
の
他
に
石
炭
の
露
頭
は
東
部
ア
ン
デ
ス
の
各
地
に
見
ら
れ
、
少
く
と
も
七
つ
の
小
炭
田

が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
埋
蔵
量
は
い
つ
れ
も
百
万
ト
ン
を
超
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
石
炭
は
地
方
的
消

費
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
更
に
南
部
竃
①
昌
山
。
蟹
及
び
北
部
Z
。
ロ
名
器
に
9
。
。
℃
げ
巴
里
Φ
の
埋
蔵
（
約
五
十
万
ト
ン
と
推
定
）
が

発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
毎
。
目
母
ぼ
。
炭
の
粘
結
性
を
改
善
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
切
ざ
目
霞
ぼ
。
に
つ
い
て
い
え
ば
一
九
四
八
年
に
お
け
る
鉱
山
設
備
費
は
二
百
二
十
万
ド
ル
に
達
し

た
。
設
備
の
中
に
は
o
o
ヨ
窟
。
。
・
・
。
o
が
ヨ
①
o
冨
三
8
一
げ
毬
①
ひ
雷
昌
畠
霞
占
g
詳
①
♪
o
o
昌
く
①
図
。
円
ぴ
巴
辟
9
岳
Φ
。
。
巴

一
。
8
巳
。
鼠
く
①
。
・
“
日
ぼ
Φ
8
窃
が
含
ま
れ
て
い
る
。
炭
鉱
の
動
力
は
現
在
二
つ
の
発
電
所
に
よ
っ
て
供
給

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
能
力
は
合
計
五
千
K
W
で
あ
る
。
炭
鉱
の
最
終
的
開
発
計
画
で
は
完
全
な
機
械
化
と

三
富
K
W
の
発
電
所
の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
切
§
6
h
・
巨
ぎ
Φ
8
巴
は
平
均
十
八
％
の
灰
分
を
有

し
て
い
る
が
、
洗
炭
に
よ
っ
て
こ
れ
は
九
乃
至
一
一
％
に
ま
で
減
少
出
来
る
。
一
時
間
五
百
ト
ン
の
洗

炭
場
が
建
設
中
で
あ
る
。
中
央
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
市
場
ま
で
石
炭
を
搬
出
す
る
た
め
に
七
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
・
ゲ
ー
ジ
の
軌
道
（
全
長
二
五
七
キ
ロ
）
が
炭
鉱
か
ら
空
。
O
聾
Φ
σ
q
。
。
。
の
港
ま
で
通
じ
て
い
る
。
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九
五
二
年
の
出
炭
量
は
十
一
万
三
千
ト
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
漸
次
に
増
加
し
て
年
産
四
十
万
ト
ン
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
港

湾
設
備
の
取
扱
能
力
で
は
四
十
万
ト
ン
が
最
高
限
度
で
あ
る
。
生
産
増
加
の
割
合
は
人
員
の
訓
練
と
住
宅
建
設
の
如
何
に
よ
る
が
、
現
在
計

画
さ
れ
て
い
る
震
O
O
巴
げ
G
q
。
。
。
港
の
設
備
改
良
が
完
成
し
た
な
ら
ば
、
炭
鉱
の
年
産
量
は
二
百
万
ト
ン
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
見
積
ら
れ

る
。
（
国
6
目
跨
噸
　
酎
o
o
嵩
。
已
断
。
　
Q
α
q
『
＜
o
団
り
　
H
り
顛
q
ゆ
．
℃
．
H
や
O
）

　
一
九
五
四
年
以
来
鉱
業
は
国
家
管
理
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
（
し
。
＄
8
ω
巨
導
。
。
。
嘱
①
胃
げ
。
。
ぎ
ド
O
誤
》
℃
●
刈
O
q
）

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
最
近
に
お
け
る
石
炭
生
産
高
を
比
較
す
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
産
出
量
は
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
、
メ
キ
シ
コ
な

ど
の
十
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
（
第
十
九
表
参
照
）

　
（
b
）
植
物
性
燃
料

　
植
物
性
燃
料
に
は
薪
、
木
炭
及
び
屑
（
甘
蕪
の
搾
殻
、
ふ
す
ま
、
ケ
ブ
ラ
チ
ョ
の
鋸
屑
、
落
花
生
の
殻
、
向
日
葵
の
殻
、
靱
殻
な
ど
）
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
外
に
戦
時
中
な
ど
里
ハ
例
的
な
富
合
に
は
小
麦
、
玉
蜀
黍
、
亜
麻
仁
油
が
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　
薪
は
北
部
及
び
北
東
部
の
森
林
地
帯
か
ら
得
ら
れ
る
。
利
用
し
得
る
森
林
の
面
積
は
三
千
二
百
万
ヘ
ク
タ
ー
と
見
積
ら
れ
、
七
億
ト
ン
の

薪
の
採
取
が
可
能
で
あ
る
。
合
理
的
な
伐
採
と
植
林
と
に
よ
っ
て
年
間
千
三
百
万
ト
ン
の
薪
が
得
ら
れ
る
め

　
年
問
の
消
費
量
は
こ
の
数
字
は
近
い
が
、
伐
採
は
植
林
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
。
戦
争
中
で
あ
っ
た
一
九
四
二
年
に
は
薪
及
び
木
炭
一
千

百
七
十
万
ト
ン
（
木
炭
は
薪
に
換
算
）
を
消
費
し
た
。
こ
の
た
め
に
得
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
全
消
費
の
三
一
・
二
％
を
占
め
た
。
一
九
四

三
に
は
薪
炭
消
費
量
は
一
千
六
百
五
十
万
ト
ン
、
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
三
七
・
二
％
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
に
は
薪
炭
消
費
量
は
九

百
五
＋
万
ト
ソ
に
減
じ
た
。

　
正
常
な
年
に
於
て
薪
の
消
費
が
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
二
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。
一
は
輸
送
問
題
、
二
は
森
林
保
存
問
題
で
あ

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
γ
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

る
。
こ
の
問
題
の
重
要
性
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
も
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
。

　
屑
物
は
地
方
的
に
消
費
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
燃
料
消
費
の
六
分
の
一
に
達
し
、
石
油
百
二
十
万
ト
ン
分
に
等
し
い
。

　
今
一
つ
の
植
物
性
燃
料
で
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
は
政
府
の
生
産
及
び
使
用
の
奨
励
に
よ
っ
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
消
費

量
は
左
程
多
く
は
な
い
　
（
最
高
は
一
九
四
一
年
で
一
万
五
千
二
百
五
ト
ン
即
ち
石
油
換
算
九
千
百
ト
ン
）
。
政
府
は
ア
ル
コ
ー
ル
燃
料
の
使

用
．
を
普
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
の
一
つ
は
玉
蜀
黍
か
ら
エ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造
で
あ
る
。
ザ
ン
リ
ン
に
混
合
し
て
（
二

〇
％
）
使
用
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
動
車
燃
料
の
輸
入
を
減
少
す
る
た
め
に
二
億
五
千
万
リ
ッ
ト
ル
の
エ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
を
製
造
す
る

こ
と
が
希
望
さ
れ
て
い
る
。
米
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
欧
州
の
諸
会
社
が
参
加
し
た
国
際
入
札
に
よ
っ
て
五
つ
の
蒸
鱈
所
の
建
設
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
玉
船
所
の
費
用
は
三
宮
二
千
万
ペ
ソ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
っ
て
毎
年
ザ
ソ

リ
ソ
輸
入
に
費
さ
れ
る
外
貨
を
六
千
六
百
万
ペ
ソ
だ
け
節
約
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
c
）
　
ガ
　
　
ス
　
燃
　
　
料

　
天
然
ガ
ス
は
燃
料
消
費
の
約
四
％
を
占
め
て
い
る
。
天
然
ガ
ス
と
は
別
に
石
油
蒸
鱈
か
ら
得
ら
れ
る
残
澤
ガ
ヌ
（
お
ω
達
＝
巴
σ
q
9
ω
）
、
液
体

ガ
ス
、
人
工
ガ
ス
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ガ
ス
は
燃
料
消
費
の
五
乃
至
六
％
を
占
め
て
い
る
。

　
国
家
が
ガ
ス
の
生
産
、
配
給
を
行
っ
て
い
る
各
種
の
会
社
を
管
理
し
て
以
来
、
私
的
使
用
者
へ
の
販
売
は
増
加
し
た
。
連
邦
首
府
だ
け
で

も
消
費
者
は
一
九
四
五
年
（
こ
の
年
に
英
国
の
ガ
ス
会
社
が
収
用
さ
れ
た
）
の
十
五
万
五
千
に
対
し
て
三
八
万
六
千
に
増
加
し
た
。

　
ガ
ス
利
用
の
最
初
の
方
法
の
一
は
い
四
℃
訂
討
と
じ
d
ロ
窪
。
。
。
匿
お
。
。
の
聞
、
及
び
目
口
℃
ロ
轟
9
8
と
罎
窪
山
。
母
の
間
に
短
い
ガ
ス
パ
イ
プ

を
設
け
て
石
油
蒸
艦
よ
り
得
ら
れ
る
ガ
ス
を
消
費
地
ま
で
輸
送
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
重
要
な
仕
事
は
天
然
ず
ス
を
毎
日
三
十
五

万
立
方
米
輸
送
す
る
た
め
に
6
。
ヨ
＆
。
巳
空
く
p
号
く
こ
か
ら
切
導
出
ω
匿
お
。
・
ま
で
ガ
ス
．
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
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の
天
然
ガ
ス
は
以
前
は
地
方
的
に
消
費
さ
れ
る
か
、
或
は
利
用
さ
れ
ず
に
い
た
。
こ
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
長
さ
は
約
一
千
六
百
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
で
一
つ
の
再
加
圧
工
手
が
あ
り
、
日
々
三
十
四
万
立
方
米
を
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
。
十
五
の
中
間
再
加
圧
工
場
が
設
置
さ
れ
る
と
、
能

力
は
日
々
百
二
十
万
立
方
米
と
な
る
。

　
公
式
見
積
に
よ
れ
ば
一
九
五
一
年
に
は
一
億
八
千
八
百
万
立
方
米
即
ち
十
八
億
カ
ロ
リ
ー
が
配
給
さ
れ
、
燈
油
、
木
炭
、
薪
及
び
電
気
な

ど
の
家
庭
用
燃
料
を
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
二
％
の
節
約
が
出
来
る
こ
と
と
な
る
。

　
家
庭
消
費
に
於
て
同
一
の
熱
価
値
を
得
る
た
め
た
は
天
然
ガ
ス
一
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
、
人
造
ガ
ス
一
六
七
カ
ロ
リ
ー
↓
ケ
ロ
ジ
ン
ニ
三
八
カ

ロ
リ
ー
、
木
炭
四
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
、
電
気
四
八
五
カ
ロ
リ
ー
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
　
　
4
　
電
　
　
　
　
　
力

　
（
a
）
水
　
力
　
電
　
気

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
水
力
電
気
の
面
で
は
余
り
進
歩
し
て
い
な
い
。
ず
っ
と
以
前
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
水
力
電
気
の
潜
在
力
は
二
千
万
K
W

と
計
算
さ
れ
た
。
こ
の
数
字
は
新
し
い
調
査
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
た
。
そ
の
分
布
内
訳
は
北
部
二
百
五
十
万
K
W
、
西
部
三
百
二
十
万
K

W
、
河
川
地
方
三
百
八
十
万
K
W
、
中
央
地
方
五
十
万
K
W
、
南
部
一
千
万
K
W
と
な
っ
て
い
て
、
南
部
が
半
ば
を
占
め
て
い
る
。

　
勿
論
こ
れ
は
理
論
的
潜
在
力
で
あ
る
。
水
流
の
状
態
を
考
慮
す
る
と
潜
在
力
は
三
百
万
K
W
に
ま
で
減
少
す
る
。
一
年
に
四
千
時
間
使
用

さ
れ
る
と
百
二
十
億
K
W
H
と
な
り
、
石
油
換
算
で
四
百
二
十
万
ト
ン
と
な
る
。
米
国
国
務
省
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
水
力
資
源
を
完
全
に
利

用
す
れ
ば
三
百
二
十
二
億
四
千
万
K
W
H
に
達
す
る
と
見
積
っ
て
い
る
。

　
専
門
家
の
意
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
困
難
な
く
利
用
出
来
る
の
は
百
万
K
W
で
あ
っ
て
、
四
十
億
（
四
千
時
間
と
し
て
）
K
W
H

が
生
産
さ
れ
る
と
見
積
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
き
な
資
源
を
も
つ
て
い
な
が
ら
、
一
九
四
五
年
現
在
の
設
備
能
力
は
四
万
六
千
K
W
で

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
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ン
経
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の
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

あ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
即
ち
、
（
一
）
主
要
な
爆
布
（
置
岳
N
炉
諺
甘
℃
少
G
。
巴
8
0
引
臼
巳
①
）
は
人
口
の
中
心
地
か
ら
比
較
的

に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
送
電
線
を
敷
設
す
る
の
に
費
用
が
か
か
る
こ
と
、
　
（
二
）
発
電
設
備
に
は
巨
額
の
資
本
投
下
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
っ
と
緊
急
な
要
求
を
延
期
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

　
政
府
は
五
力
年
計
画
に
お
い
て
い
ろ
く
の
発
電
計
画
を
も
つ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
八
月
ま
で
に
完
成
叉
は
工
事
中
の
も
の
は
十
五
万

九
千
五
百
K
W
に
達
す
る
。
そ
の
他
計
画
中
の
も
の
を
合
せ
れ
ば
五
十
九
万
五
千
K
W
と
な
る
。
そ
の
電
力
生
産
量
は
前
者
の
葺
合
で
七
億

一
千
百
万
K
W
H
、
後
者
の
揚
合
は
二
十
億
八
千
四
百
万
K
W
H
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
は
石
炭
に
換
算
す
れ
ば
百
四
十
万
ト
ン
に

等
し
く
、
年
に
一
億
二
千
五
百
八
十
万
ペ
ソ
の
節
約
と
な
る
。

　
（
b
）
火
力
発
電

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
水
力
電
気
は
余
り
重
要
で
は
な
い
。
火
力
発
電
は
燃
料
に
含
ま
れ
た
エ
、
矛
ル

20。アルゼンチンの電力生産量

　　　　　　　　　　　（百万KWH）

年次1 生産　量
対前期又は前年増加率％

1925－29 1，128 ■　o　軍　「　6　●

1930－34 1，563 7．7

1935－39 2，171 7．8

1940－44 2，803 5．8

194548 3，460 5．8

1947 3，576 9．6

1948 3，711 9．4

1949 4，121 5．4

1950 4，430 7．5

1951 4，718 6．5

1952 4，710 ＿0．2

1953 4，910 4．0

1954 5，328 8．5

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，1949．

　　1951－52・1953及び国連統計月報

ギ
ー
の
変
形
で
あ
る
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
こ
の
火
力
発
電
が
支
配

的
（
全
電
力
生
産
の
九
割
以
上
）
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
第
一
次
大
戦
末
ま
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
電
化
は
殆
ど
進
ま
な
か
っ

た
。
一
九
〇
〇
年
に
は
電
力
の
総
生
産
量
は
三
千
万
K
W
H
と
見
積
ら

れ
た
。
こ
れ
は
一
人
当
り
六
・
五
K
W
H
に
当
る
。
　
一
九
一
〇
年
に
は

電
力
生
産
は
二
才
K
W
H
、
（
一
人
当
り
三
〇
K
W
H
）
、
　
一
九
二
〇
年

に
は
五
億
二
千
万
K
W
H
、
（
一
人
当
り
六
一
K
W
H
）
と
な
っ
た
。
そ

れ
以
後
電
力
生
産
量
は
急
速
に
増
加
し
た
。
（
上
表
参
照
）

一82一



　
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
発
電
所
用
燃
料
の
輸
入
が
困
難
と
な
り
、
電
力
生
産
の
増
加
が
妨
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
以
来
、
電

力
生
産
は
増
加
に
転
じ
た
。
一
九
四
九
年
に
は
電
力
生
産
は
四
十
一
億
二
千
五
百
万
K
W
H
と
見
積
ら
れ
、
一
九
三
六
年
の
生
産
量
の
二
倍

と
な
っ
た
。

　
公
共
発
電
の
外
に
民
聞
の
自
家
用
の
た
め
の
発
電
も
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
家
用
発
電
は
工
業
に
於
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
一
九

三
七
年
の
工
業
セ
ン
ナ
ス
に
よ
れ
ば
製
造
工
業
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
力
は
自
家
発
電
三
十
八
千
五
百
六
十
万
K
W
H
、
（
四
三
％
）
、
公

共
事
業
よ
り
買
入
五
重
一
千
万
K
W
H
（
五
七
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
比
率
は
可
成
り
安
定
的
で
あ
り
、
一
九
四
一
年
に
は
自
家
発
電

五
億
九
千
三
百
万
K
W
H
（
四
七
％
）
、
購
入
六
億
七
千
万
K
W
H
（
五
三
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
の
資
料
は
入
手
出
来
な
い
が
、
自
家
用
発
電
の
割
合
が
増
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
五
三
年
現
在
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
発
電
設
備
能
力
は
百
八
十
六
万
二
千
K
W
（
そ
の
う
ち
、
自
家
用
四
十
万
K
W
）
、
電
力
生
産
量

は
四
十
九
億
一
千
万
K
W
H
と
な
っ
て
い
る
。
出
力
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
第
二
位
を
占
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
（
二
百
二
十
三
万
七
千
K
W
）

に
次
ぎ
、
メ
キ
シ
コ
（
百
六
十
七
万
八
千
K
W
）
の
上
位
に
あ
る
が
、
電
力
生
産
量
で
は
ブ
ラ
ジ
ル
（
一
〇
三
億
K
W
H
）
、
メ
キ
シ
コ
（
五

十
七
億
二
千
万
K
W
H
）
に
つ
ぎ
第
三
位
に
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
電
力
生
産
量
の
九
三
％
は
火
力
発
電
に
よ
る
。
従
っ
て
外
国
為
替
事
情
の
悪
化
に
よ
り
燃
料
輸
入
の
制
限
さ
れ
た
一

九
五
二
年
に
は
電
力
の
消
費
規
制
が
行
わ
れ
た
。
一
九
五
三
年
に
は
外
貨
事
情
が
好
転
し
、
燃
料
（
石
炭
、
石
油
）
の
輸
入
が
増
大
し
た
の

で
電
力
の
消
費
規
制
も
緩
和
さ
れ
た
。

　
一
九
五
三
年
に
は
国
有
水
力
発
電
所
の
若
干
（
出
力
合
計
六
万
二
千
K
W
）
が
完
成
し
た
。
そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
出
力
五
万
K

W
の
ド
。
ω
冨
巳
営
。
ω
ダ
ム
（
6
0
回
・
畠
O
げ
曽
）
　
の
発
電
所
で
あ
る
。

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
y
経
済
の
発
展

　
第
二
次
五
力
年
計
画
で
は
一
九
五
三
－
五
七
年
間
に
水
力
発
電
所
三
十
一
、
火
力
発
電
所
九
（
水
火
力
合
計
七
十
五
万
九
千
K
W
）
を
完

成
す
る
こ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
も
の
は
し
∩
碧
2
ぎ
巳
粉
火
力
発
電
所
（
出
力
三
十
万
K
W
）
で
大
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ

レ
ス
（
O
層
0
9
臼
O
同
　
b
d
鎧
①
昌
O
o
o
　
㌧
r
一
同
①
q
摩
）
に
電
力
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
九
五
四
一
五
五
年
に
完
成
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
5
　
将
　
来
　
の
　
展
　
望

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
見
通
し
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
、
一
九
五
五
年
ま
で
に
全
消
費
量
は
石
油
換
算
で
一
千
六
百
万
日
目
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
二
、
　
一
九
五
五
年
の
燃
料
輸
入
は
石
油
換
算
で
六
百
万
至
仁
百
万
ト
ン
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
三
、
輸
入
燃
料
を
節
約
す
る
た
め
に
水
力
電
気
の
開
発
が
政
府
に
よ
っ
て
推
進
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
四
、
燃
料
消
費
の
合
理
化
に
よ
っ
て
石
油
換
算
で
二
百
五
十
六
万
五
千
ト
ン
が
節
約
さ
れ
る
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
商
工
省
で
は
見
て
い
る
。

　
　
こ
の
方
法
と
し
て
は
機
関
車
の
更
新
と
近
代
化
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
次
の
よ
う
な
方
法
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
a
）

（
b
）

（
c
）

（
d
）

（
e
）

（
f
）

（
g
）

運
搬
能
力
五
ト
ソ
以
上
の
車
輔
に
は
ガ
ソ
リ
ン
の
代
り
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
・
オ
イ
ル
を
使
用
す
る
。

輸
送
に
利
用
す
る
電
気
の
使
用
を
合
理
化
し
、
鉄
道
の
近
代
化
を
行
う
。

沿
岸
に
近
い
地
方
で
は
鉄
道
輸
送
に
代
え
る
に
河
川
輸
送
を
以
て
す
る
。

木
炭
ガ
ス
発
生
機
の
設
備
を
奨
励
す
る
。

固
形
燃
料
、
植
物
燃
料
、
屑
燃
料
の
い
つ
れ
に
も
用
い
ら
れ
る
蒸
気
発
生
機
や
そ
の
他
の
バ
ー
ナ
ー
の
設
備
を
奨
励
す
る
。

全
て
の
新
建
築
物
は
ガ
ス
配
給
系
統
と
結
び
つ
い
た
こ
の
種
の
蒸
気
発
生
機
を
設
備
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

再
植
林
を
す
る
こ
と
。
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（
h
）
　
国
内
自
動
車
燃
料
（
ガ
ソ
リ
ン
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
混
合
）
の
使
用
を
強
制
す
る
。

　
（
i
）
　
大
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
於
て
水
力
発
電
所
の
相
互
連
結
（
拙
妻
ぎ
単
品
）
を
行
う
。

（
五
）
　
全
燃
料
に
お
い
て
石
油
の
使
用
が
圧
倒
的
優
勢
で
あ
り
、
水
力
電
気
も
、
ガ
ス
燃
料
も
、
全
需
要
の
八
％
を
満
た
す
の
が
最
高
で

　
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
少
く
と
も
来
る
十
年
聞
は
燃
料
、
動
力
政
策
の
目
標
は
主
と
し
て
石
油
供
給
を
増
加
す
る
こ
と
（
国
内
生
産
及

　
び
）
輸
入
に
あ
る
だ
ろ
う
。

四
、
工

業

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
に
著
し
い
発
展
が
見
ら
れ
た
の
は
一
九
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
　
一
九
三
一
年
に
関
税
が
甚
だ
し
く
山
鼠
め
ら
れ
、
保

護
政
策
が
強
化
さ
れ
、
更
に
一
九
三
三
年
末
に
為
替
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
工
業
生
産
を
刺
戟
す
る
有
力
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
は
三
〇
年
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
発
達
し
た
と
見
る
の
は
誤
で
あ
っ
て
、
一
九
一
四
年
の
国
勢
調
査

アルゼンチyの産業別人口
　（1947年国勢調査）（千人）

農牧水産業 1，622

鉱　　　　業 32

製造工業 1，426

建　　設　　業 338

電気・ガ　ス 31

商　　　　業 855

輸　　　　　送 387

サ　　一　　ビ　ス 1，374

そ　　の　　他 201

失　　　　業 178

合　　　計 6，446

世
界
不
況
に
よ
っ
て
輸
出
が
激
減
し
、

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

（資料） Year－book　of　Labour

Statistics，　1954．

交
易
条
件
が
不
利
と
な
り
、

で
は
約
三
十
六
万
二
千
三
百
人
が
工
業
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
数
は
一
九
三
五

年
に
は
二
八
％
増
加
し
て
四
十
六
万
三
千
人
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
一
九
三
五
年

よ
り
四
〇
年
に
至
る
僅
か
五
力
年
間
に
は
工
業
人
口
は
五
三
％
増
加
し
て
七
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

万
四
百
人
と
な
っ
た
。
こ
の
数
は
一
九
四
七
年
に
は
百
四
十
万
人
を
超
え
た
。

　
（
註
）
　
一
九
四
七
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
y
の
産
業
別
人
ロ
の
分
布
は
上
の
通
り

　
　
と
な
っ
て
い
る
。
農
牧
業
、
製
造
工
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
の
人
口
が
重
要
な
割
合
を
占
め
て
い

　
　
る
Q

　
　
　
　
　
工
業
製
品
の
輸
入
を
節
減
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
工
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ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
経
済
の
発
展

業
化
を
促
進
せ
し
め
た
が
、
　
一
九
三
学
年
代
に
工
業
が
著
し
く
発
展
し
た
の
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
或
程
度
の
工
業
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
（
註
ー
ア
ル
ゼ
ン
チ
y
工
業
化
の
詳
細
に
つ
い
て
は
図
。
ざ
ゲ
ρ
国
ご
出
島
窪
冨
民
・
野
Φ
曲
9
県
費
α
Q
　
目
画
奪
象
弩
芭
互
霞
毎
㎝
》
品
曾
訟
巳
。
ロ
。
・
噸
匿
・
剖
H
o
笛
ω
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
次
に
工
業
発
展
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
が
不
況
対
策
と
し
て
農
作
物
買
入
政
策
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
先
進
国
で
は
不
況
対
策
と
し
て
公
共
土
木
事
業
が
行
わ
れ
た
。
）
国
際
市
場
の
情
勢
が
不
利
な
た
め
に
主
要
穀
物
の
輸
出
が
妨
げ
ら
れ
た
と

き
は
、
（
一
九
三
〇
年
代
及
び
第
二
次
大
戦
中
）
、
政
府
は
よ
り
有
利
な
時
機
を
見
て
転
売
す
る
た
め
、
或
い
は
こ
れ
を
国
内
市
揚
に
ふ
り
向

け
る
た
め
に
作
物
を
買
入
れ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
玉
蜀
黍
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
が
、
戦
争
中
は
輸
出
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
燃
料
及
び

家
畜
の
飼
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
内
購
冒
ハ
カ
が
維
持
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
新
し
く
発
展
し
つ
瓦
あ

工
業
は
国
内
需
要
の
縮
少
に
よ
っ
て
甚
だ
し
く
不
利
な
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
工
業
化
の
過
程
に
は
新
し
い
刺
戟
が
与
え
ら
れ
た
。
海
外
か
ら
工
業
製
品
の
輸
入
が
杜
絶
し
た
こ
と
は
そ
の
一
つ

で
あ
り
、
各
種
の
技
術
を
も
つ
た
避
難
民
が
多
数
入
国
し
、
技
術
的
に
貴
重
な
寄
与
を
し
た
こ
と
は
そ
の
二
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
移
民
は
自

ら
持
参
し
た
設
備
を
以
て
新
し
い
工
揚
の
建
設
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
四
六
年
に
於
て
十
年
以
前
の
二
倍
に
当
る
約
十
万
の
工
揚
が

あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

　
更
に
戦
後
に
於
て
は
保
護
政
策
に
よ
っ
て
支
援
せ
ら
れ
た
こ
と
や
、
農
産
物
輸
出
売
上
高
の
一
部
を
工
業
化
へ
の
投
資
に
振
向
け
た
こ
と

な
ど
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
の
発
展
を
促
進
す
る
有
力
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
鉱
工
業
生
産
指
数
（
総
合
）
を
見
れ
ば
、
一
九
四
八
年
を
一
〇
〇
と
し
て
一
九
三
七
年
五
六
、
三
九
年
六
一
、
四
一
年

六
四
、
四
三
年
六
八
、
四
四
年
七
七
、
四
五
年
七
七
、
四
六
年
八
六
、
四
七
年
九
八
、
と
古
年
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
後
は
、
四
九
年

九
七
、
五
〇
年
一
〇
〇
、
五
一
年
一
〇
三
、
五
二
年
九
七
、
五
三
年
九
六
、
五
四
年
一
〇
三
と
幾
分
停
溝
気
味
で
あ
る
。
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（1948　＝一　IOO）21・アノレゼンチソの鉱・工業生産指数

金属
研
冊
㎜
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　　　42
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100

100

82

79

70

100

114

89

81

食料品
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　　　100
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　　　113
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55

78

100
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117

123

製造工業鉱業総　合

駈
符
㎜
囎
％
兜
卯

η
m
㎜
鵬
鵬
m
塒

駈
π
㎜
鵬
卯
％
鵬

1937
1944
1948
1951
1952
1953
1954

ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
経
済
の
発
展

（資料）国連統計年報及び月報。ECLA・Ec・n・mic　Survey・1951－52・1953

22・アルゼソチyの工場及び労働者 　
　
こ
れ
を
各
部
門
別
に
見
れ
ば
、
部
門
に
よ
っ
て
発
展
の
程
度
が
異
っ
て
い
る
。
最
近
の
傾

　
向
で
は
鉱
業
、
ガ
ス
、
電
気
な
ど
は
増
加
が
目
立
っ
て
い
る
が
、
製
造
工
業
は
保
護
奨
励
に

　
も
不
拘
、
減
少
乃
至
停
滞
的
で
あ
る
。
た
ぼ
し
、
　
一
九
三
七
－
四
四
年
の
間
を
と
っ
て
見
る

　
と
総
合
、
製
造
工
業
全
体
及
び
ず
ス
・
電
気
で
は
約
四
〇
％
の
増
加
で
あ
る
が
、
繊
維
は
八

　
O
％
、
鉱
業
は
六
〇
％
と
著
し
い
増
加
率
を
見
せ
て
い
る
の
に
反
し
、
食
料
品
は
三
〇
％
、

　
戦
後
急
増
し
た
金
属
は
僅
か
五
％
の
増
加
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
一
九
四
一
年
の
工
業
統
計
に
よ
れ
ば
、
約
六
万
の
事
業
所
の
う
ち
、
七
〇
％
は
所
有
者
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
か
叉
は
従
業
者
五
人
以
下
の
小
工
場
で
あ
る
。

㌦
　
　
　
　
．
そ
の
他
の
工
揚
の
従
業
姦
は
全
従
業
姦
の

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
1

雇用労働者数 工場数 ％
労働者数
@（千人）

6－　25入 11，987 72．8 134．6

26－　　50 2，163 13．1 76．7

51－　100 1，197 7．3 83．8

101－　250 773 4．7 118．9

251＿　500 211 1．3 73．6

501－1，000 90 0．5 60．9

1001以上 56 α3 113．5

合　　　計 16，477 100．0 662．0

（資料）　ECLA，　Eco遼omic　Surveア，194

九
割
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
工
業
労
働
者
の
約
四
〇
％
は
食
料
品
及
び
衣

料
関
係
に
従
事
し
、
こ
れ
等
産
業
の
総
生
産
額

は
工
業
生
産
全
額
の
五
五
％
に
達
し
て
い
る
。

従
業
具
数
及
び
生
産
金
額
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の

産
業
に
次
ぐ
も
の
は
金
属
工
業
及
び
車
輔
工
業

で
あ
る
。
　
一
九
四
一
年
以
来
、
各
産
業
の
重
要
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

性
は
ど
の
程
度
変
化
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
金
属
、
機
械
、
化
学
製
品
の
工
場
が
増
加
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
現
在
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
設
備
が
フ
ル
に
稼
働
し
は
じ
め
る
と
き
は
食
料
品
工
業
の
相
対
的
地
位
が
低
下
し
、
繊
維
そ
の
他
の
工
業
の

重
要
性
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
工
業
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
鉱
工
業
に
対
す
る
外
国
投
資
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
。
外
国
投
資
関
僚
委
員
会
は
主
要
工
業
グ
ル
ー
プ
の

リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
こ
の
種
の
工
業
に
は
新
し
い
資
本
の
投
下
が
奨
励
さ
れ
、
第
二
次
五
力
年
計
画
に
於
て
も
優
先
順
位
が
与
え
ら
れ
て

居
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
法
律
が
実
際
上
の
効
果
を
生
じ
る
の
に
は
未
だ
時
間
が
不
足
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
法
律
は
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
及
び
海
外
の
工
業
界
に
大
き
な
期
待
を
生
ぜ
し
め
た
。

　
　
　
A
　
繊
　
維
　
工
　
業

　
（
a
）
　
綿
　
　
　
　
業

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
綿
業
は
第
一
次
大
戦
の
ず
っ
と
以
前
に
確
立
さ
れ
た
。
当
時
は
輸
入
さ
れ
た
綿
糸
を
以
て
巴
窟
嶺
魯
窃
（
O
葭
コ
く
鋤
◎
D
q
D
⇔
＝
亀
9
一
）

用
の
粗
布
を
織
っ
た
り
、
蝋
燭
の
芯
を
つ
く
っ
て
い
た
。
後
に
他
の
種
の
織
物
も
製
造
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
次
大
戦
中
に
は
輸
入

杜
絶
に
対
処
す
る
た
め
に
最
初
の
紡
績
工
揚
が
建
設
さ
れ
た
。
綿
紡
績
は
一
九
二
〇
年
代
に
発
展
し
、
．
世
界
不
況
の
初
期
に
は
五
つ
の
紡
績

工
揚
が
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
発
展
の
速
度
は
お
そ
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
三
〇
年
に
国
内
の
織
物
生
産
は
消
費
の
八
・
八
％
を
充

足
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
不
況
が
深
刻
化
す
る
と
同
時
に
発
展
の
速
度
は
早
め
ら
れ
た
。
第
二
次
大
戦
以
前
に
は
紡
績
工
場
の
数
は
二
十
二
を
超
え
、

更
に
十
工
揚
が
戦
時
中
に
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
全
消
費
の
う
ち
、
一
九
四
〇
年
に
は
五
六
・
九
％
、
一
九
四
五
年
に
は
八
六
・
四
％

が
国
内
生
産
に
よ
っ
て
充
足
せ
ら
れ
た
。
一
九
五
〇
年
ま
で
に
若
干
の
細
糸
製
品
（
三
十
番
手
以
上
）
を
除
い
て
は
織
物
の
需
要
は
国
内
生
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産
に
よ
っ
て
全
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
最
近
に
至
っ
て
綿
業
は
急
激
な
発
展
の
段
階
を
終
え
て
緩
漫
な
発
展
の
段
階
に
入
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
紡
錘
数
は
一
九
三
五
年
目
二

十
一
万
五
千
錘
よ
り
一
九
四
七
年
の
四
十
八
万
錘
へ
増
加
し
、
織
機
は
一
九
三
五
年
の
三
千
六
百
五
十
台
よ
り
一
九
四
五
年
の
一
万
四
千
二

百
五
十
台
に
増
加
し
た
。

　
綿
糸
の
生
産
量
は
一
九
四
六
年
に
六
万
三
千
ト
ン
と
見
積
ら
れ
る
が
、
政
府
は
第
一
次
五
三
年
計
画
で
こ
れ
を
一
九
五
一
年
に
は
八
万
ト

ン
に
増
加
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
目
標
は
達
成
さ
れ
、
一
九
五
一
年
の
綿
糸
生
産
量
は
九
万
一
千
ト
ン
に
達
し
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
綿
業
の
発
達
が
急
速
で
あ
っ
た
の
で
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
異
り
、
設
備
の
陳
腐
化
の
問
題
を
有
し
て
い

な
い
。
何
故
な
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
紡
錘
の
九
〇
％
は
一
九
三
〇
年
以
後
に
設
備
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
自
動
機
械
と
非
自
動
機
械
の
割
合
は
一
九
三
九
年
に
は
五
四
・
二
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
五
に
は
三
二
・
九
％
と
な
っ
た
。

　
一
万
錘
以
下
の
小
紡
績
工
場
は
全
紡
績
工
場
の
半
分
を
占
め
る
が
、
生
産
量
で
は
一
八
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
織
布
で
は
小
工
場
は

全
織
…
丁
田
場
数
の
九
七
・
六
％
を
占
め
る
が
、
そ
の
生
産
量
は
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
、
残
り
三
分
の
二
は
全
織
布
工
場
の
二
．
四
％
に

過
ぎ
な
い
大
工
場
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
。

　
労
働
の
生
産
性
に
つ
い
て
い
え
ば
一
九
三
九
年
と
一
九
四
七
年
と
の
間
で
は
約
二
〇
％
の
低
下
が
見
ら
れ
る
。

　
（
D
）
羊
　
毛
　
工
　
業

　
一
九
三
五
年
に
は
十
四
万
六
千
五
百
錘
で
あ
っ
た
も
の
が
、
四
五
年
に
は
二
十
一
万
一
千
錘
と
な
っ
た
。
一
九
四
七
年
に
は
二
十
八
万
錘
と

な
り
、
輸
入
機
械
が
全
部
到
着
す
れ
ぽ
五
十
四
万
錘
に
達
す
る
。
羊
毛
工
業
は
非
常
に
細
い
糸
（
こ
れ
は
英
国
よ
り
輸
入
さ
れ
る
）
を
除
い

て
は
需
要
の
大
部
分
を
充
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
次
大
戦
ま
で
は
羊
毛
工
業
の
主
要
生
産
物
は
紡
毛
織
物
（
8
巳
巴
萄
，

　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
y
チ
ン
経
済
の
発
展

専
一
8
）
で
あ
っ
た
。
今
後
流
毛
織
物
（
O
O
ヨ
ぴ
O
山
　
h
O
げ
同
一
〇
ω
）
が
発
達
す
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
羊
毛
工
業
は
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
c
）
人
　
絹
　
工
　
業

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
人
絹
工
業
は
輸
入
糸
を
使
っ
て
世
界
不
況
の
前
に
始
め
ら
れ
た
。
人
絹
糸
の
製
造
は
一
九
三
〇
年
代
の
後
半
に
於
て
企

て
ら
れ
た
。
一
九
三
七
年
に
最
初
の
ア
セ
テ
ー
ト
糸
の
工
揚
が
操
業
を
開
始
し
た
。
一
九
三
八
年
に
は
ヅ
ィ
ス
コ
ー
ス
糸
の
工
場
が
輸
入
原
料

を
使
用
し
て
操
業
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
勃
発
に
よ
っ
て
必
要
な
原
料
の
輸
入
が
困
難
と
な
っ
た
の
で
苦
境
に
陥
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
際
に
製
紙
業
が
援
助
．
の
手
を
差
し
の
べ
た
。
即
ち
、
コ
ッ
ト
ン
シ
ー
ド
・
リ
ン
タ
ー
か
ら
の
け
ば
（
山
。
ω
ω
）
で
ヅ
ィ
ス
コ
ー
ス
糸
製
造
の

23・アルゼンチyの繊維生産量
　　　　　（月平均）　　（千トン）

綿　　　糸 人　絹　糸

1948 2．03 0．10

1948 5．83 0．40

1959 6．39 0．58

1951 7．61 0．62

1952 6．84 0．58

1953 6．34 0．55

1954（8，月） 7．56 ・　畠　●　■　●　●

（資料）国連統計，月報

（参考）　1953年の卸本の綿糸生産量は月

　　　平均34・5千トy，人絹糸の生産
　　　量は．月平均6・1アトンであった。

た
め
の
セ
ル
ロ
ー
ズ
を
つ
く
る
こ
と
を
企
て
た
。
セ
ル
ロ
ー
ズ
の
生
産
量
は
四
千
二

百
ト
ン
に
達
し
た
が
、
こ
れ
で
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。

　
現
在
で
は
ヅ
ィ
ス
コ
ー
ス
糸
工
揚
の
能
力
は
拡
大
さ
れ
、
六
千
ト
ン
に
及
ん
で
い

る
。
ナ
イ
ロ
ン
及
び
セ
ロ
フ
ァ
ン
の
生
産
も
企
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
一
九
四
七
年
に
於
け
る
人
絹
織
物
の
消
費
は
八
千
ト
ン
弱
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
十
年
前
に
比
べ
て
二
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
。
戦
争
に
よ
る
困
難
の
た
め
こ
の
増

加
は
余
り
著
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
潜
在
的
市
場
は
甚
だ
大
き
い
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
一
人
当
り
人
絹
消
費
量
は
他
の
ラ
テ
ン

一90一

・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
量
と
比
較
す
れ
ば
甚
だ
低
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
B
　
金
　
属
　
工
　
業

（
a
）
　
鉄
　
　
　
鋼
　
　
　
業



　
第
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
鉄
鋼
の
年
間
消
費
量
は
百
万
ト
ン
で
あ
り
、
そ
の
半
分
は
直
接
、
間
接
に
原
材
料
と
し
て
用

い
ら
れ
る
圧
延
鋼
、
三
〇
％
は
圧
延
鋼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
製
品
、
二
〇
％
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
製
品
及
び
機
械
で
あ
っ
た
。

　
第
二
次
大
戦
中
の
輸
入
の
激
減
は
重
大
な
供
給
不
足
を
生
じ
た
。
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
既
に
鉄
鋼
業
の
経
験
を
有
し
て
い
た
。
即

ち
一
九
三
〇
年
代
の
輸
入
制
限
に
よ
つ
て
小
工
場
が
多
数
設
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
小
工
場
の
技
術
及
び
労
働
者
の
訓
練
は
漸
進
的
に
進

め
ら
れ
て
来
た
。
大
量
の
屑
鉄
は
国
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
輸
出
は
先
見
の
明
あ
る
措
置
に
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
第
二

次
大
戦
に
よ
っ
て
屑
鉄
の
不
足
が
生
じ
た
と
き
に
は
こ
れ
ら
の
ス
ト
ッ
ク
が
利
用
さ
れ
た
。

　
圧
延
鋼
の
全
生
産
量
は
一
九
三
九
年
に
は
一
万
八
千
ト
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
四
年
に
は
十
五
万
ト
ン
に
増
加
し
た
。
こ
れ
は
専
ら
屑

鉄
の
ス
ト
ッ
ク
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
に
は
圧
延
鋼
生
産
量
は
概
算
で
二
十
五

万
ト
ン
に
達
し
た
。
戦
後
、
二
つ
の
近
代
的
圧
延
工
場
が
操
業
を
開
始
し
た
。
こ
の
外
に
引
き
抜
き
鉄
線
、
シ
ー
ム
レ
ス
鋼
管
な
ど
を
加
・
兄

る
と
鉄
鋼
類
の
生
産
竺
九
五
二
乃
至
五
三
年
に
は
五
〇
万
・
ン
を
超
え
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
（
註
娃
姦
仁
甥
塾
ハ
矧
嫉
蜷
葱
呼

誓
汗
窮
墾
蒲
謂
誘
五
）

　
こ
の
よ
う
に
鉄
鋼
業
の
進
歩
は
著
し
い
け
れ
ど
も
、
重
大
な
困
難
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
こ
の
困
難
に
対
す
る
方
針
は
「
鉄
鋼
計
画
」
に

示
さ
れ
て
い
る
。
鉄
鋼
計
画
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
鉄
鋼
業
の
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
銑
鉄
の
生
産
が
計
画
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
鉄
鉱
資
源
の
調
査
は
度
々
行
わ
れ
た
。
特
に
第
二
次
大
戦
勃
発
直
前
に
お
い
て
翻
り
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於

け
る
鉄
鉱
埋
整
つ
い
て
は
全
の
馨
が
悲
観
撃
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
圧
延
の
・
う
な
第
二
次
的
な
産
叢
有
利
・
見
ら
れ
た
。
・
れ

は
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
量
が
可
成
り
あ
る
の
を
利
用
し
て
、
液
体
燃
料
の
国
内
生
産
や
鉄
イ
ン
ゴ
ッ
ト
の
輸
入
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
Σ

な
っ
た
。
軍
・
の
製
鋼
工
揚
肉
9
訂
ざ
9
護
雲
母
号
レ
8
宕
ω
は
こ
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
建
設
さ
れ
、
圧
延
工
業
は
そ
の
後
、
拡
大
し
は
じ

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

め
た
。

　
（
註
）
　
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四
九
年
八
月
に
℃
⇔
雷
σ
Q
。
ロ
貯
に
有
望
な
鉄
鉱
埋
藏
が
発
見
さ
れ
た
と
報
ぜ
ら
れ
、
ま
た
空
。
宕
①
鵯
。
に
も
鉄
鉱
脈
が
発
見
さ
れ
た
と
報
ぜ

　
　
ら
れ
て
い
る
Q
（
。
。
§
①
。
・
目
碧
．
。
・
ぽ
串
げ
8
r
H
O
鋒
℃
．
刈
O
ω
）

　
圧
延
工
業
の
発
達
と
共
に
銑
鉄
の
供
給
増
加
が
、
更
に
一
層
重
要
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
コ
ス
ト
の
如
何
を
顧
み
ず
軍
需
工
業
総
本
部

（】

j
一
層
①
O
O
一
ひ
昌
　
〔
｝
O
昌
Φ
同
世
一
　
画
①
　
］
周
㊤
げ
層
一
〇
暫
O
一
〇
富
Φ
q
D
　
冒
一
一
一
け
㊤
同
㊦
ω
）
は
O
O
霞
O
鐵
Φ
N
缶
℃
鼠
（
旨
寡
男
）
に
発
見
さ
れ
た
鉱
山
を
開
発
す
る
こ
と
を
推
進
し

た
。
そ
し
て
採
掘
は
一
九
四
五
年
に
開
始
さ
れ
た
。
石
炭
以
外
の
必
要
な
原
料
は
近
辺
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
。
燃
料
の
問
題
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
実
験
に
成
功
し
た
方
法
－
即
ち
、
附
近
の
森
林
か
ら
の
木
炭
を
利
用
す
る
一
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。

　
N
巴
鳴
地
方
に
建
設
さ
れ
た
熔
鉱
炉
の
年
生
産
能
力
（
公
称
）
は
銑
鉄
二
恩
五
千
ト
ン
（
実
際
は
二
万
ト
ン
）
で
あ
っ
た
が
、
銑
鉄
の
輸
入

量
は
年
間
十
万
こ
口
（
一
九
四
九
年
）
と
見
積
ら
れ
た
。
近
く
、
同
様
の
熔
鉱
炉
が
二
心
増
設
さ
れ
、
生
産
量
は
三
倍
と
な
ら
う
。
そ
れ
に

も
か
x
わ
ら
ず
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
「
鉄
鋼
計
画
」
で
は
こ
の
熔
鉱
炉
は
単
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
と
見
て
い
る
。
即
ち
、

鉄
鋼
計
画
に
も
と
づ
い
て
後
に
Q
D
臼
乱
暴
。
。
鑓
。
。
（
勺
円
O
＜
一
】
P
O
①
　
O
h
　
国
篇
①
富
○
ω
　
♪
一
同
①
Q
D
）
に
建
設
さ
れ
る
鉄
鋼
産
業
の
先
駆
老
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
鉄
鋼
計
画
は
根
本
的
に
は
三
つ
の
部
分
よ
り
成
立
っ
て
い
る
。

　
（
一
）
　
銑
鉄
の
生
産
（
熔
解
用
鋳
塊
）

　
（
二
）
　
鋼
鉄
（
半
成
品
）
の
生
産
（
当
初
は
年
間
三
十
一
万
五
千
ト
ン
で
あ
る
が
、
漸
次
増
加
し
て
六
〇
万
ト
ン
に
達
し
、
最
終
的
に
は

　
　
　
一
〇
〇
万
ト
ン
を
目
標
と
す
る
。
第
一
段
階
で
は
四
民
の
シ
ー
メ
ン
ス
・
マ
ル
チ
ィ
ン
炉
を
建
設
す
る
。
）

　
（
三
）
　
鋼
鉄
半
成
品
の
加
工
（
建
築
用
棒
鋼
、
板
、
パ
イ
プ
、
ブ
リ
キ
な
ど
主
と
し
て
民
間
企
業
に
依
存
す
る
。
）

　
な
お
、
生
産
費
と
売
価
と
の
差
額
を
補
償
す
る
た
め
に
補
給
金
が
支
払
は
れ
る
が
、
そ
の
金
額
は
十
年
間
に
八
千
五
百
万
ペ
ン
に
達
す
る
。
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鉄
鋼
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
は
製
鉄
、
製
鋼
会
社
と
A
R
M
C
O
（
技
術
的
勧
告
及
び
設
備
を
供
与
す
る
米
国
の
会
社
）
の
合
併
会
社
が

設
け
ら
れ
、
そ
の
資
本
の
五
一
％
は
∪
マ
Φ
。
9
9
0
窪
零
巴
亀
①
国
㊤
げ
巳
紹
9
8
Φ
。
。
冨
旨
富
8
ω
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
銑
鉄
生
産
の
将
来
の
見
通
し
は
前
頁
の
註
に
示
し
た
如
く
、
新
し
い
鉱
床
が
海
に
近
い
し
∩
δ
崔
⇔
O
冨
巳
①
（
O
o
げ
角
冒
9
－

9
8
画
①
切
一
〇
2
①
σ
q
同
。
）
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
改
善
せ
ら
れ
た
。

　
一
九
四
〇
年
に
二
つ
の
シ
ー
メ
ン
ス
・
マ
ル
チ
ィ
ン
炉
（
各
能
力
二
〇
ト
ン
）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
は
例

外
的
な
事
情
の
下
に
設
立
さ
れ
た
二
つ
の
圧
延
会
社
が
あ
っ
た
。
　
一
つ
は
一
九
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
、
専
ら
山
8
露
①
肖
型
の
圧
延
を
行
っ

て
居
り
、
九
ト
ン
の
熔
鉱
炉
を
も
ち
、
高
関
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
。
他
は
守
穿
ぎ
g
寓
白
鼠
腎
蔚
》
。
臼
。
ω
で
あ
っ
て
十
ニ
ト
ン

の
熔
鉱
炉
を
持
ち
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
陸
軍
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
一
九
三
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。

　
一
九
四
一
年
に
至
っ
て
今
一
つ
の
シ
ー
メ
ン
ス
・
マ
ル
チ
ィ
ン
炉
（
十
五
ト
ン
）
が
そ
の
圧
延
設
備
と
一
緒
に
操
業
を
開
始
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
工
揚
の
設
備
を
整
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
設
備
の
一
部
は
辛
じ
て
輸
入
に
よ
っ
て
入
手
し
た
が
、
他
は
ブ
ラ
ジ
ル
や
チ
リ

か
ら
部
分
品
を
買
集
め
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
組
立
て
た
。

　
戦
前
の
年
間
圧
延
鉄
鋼
平
均
需
要
量
は
気
高
〇
万
ト
ソ
と
見
積
ら
れ
る
。
内
訳
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
十
八
万
ト
ン
、
鋼
板
十
一

万
ト
ン
、
針
金
用
棒
鋼
七
万
五
千
ト
ン
、
種
々
の
建
築
用
二
六
万
七
千
ト
ン
、
そ
の
他
六
万
八
千
ト
ン
と
な
っ
て
い
た
。

　
右
の
よ
う
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
が
も
重
最
要
な
品
目
と
な
っ
て
居
り
、
　
（
初
期
に
お
い
て
・
は
鉄
鋼
業
の
主
要
目
的
は
こ
の
品
目

の
生
産
に
あ
っ
た
。
）
　
そ
の
他
の
建
築
用
の
鋼
材
を
合
計
す
る
と
全
需
要
の
三
分
の
二
は
建
築
業
に
関
係
が
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
圧
延
工
場
は
今
尚
そ
の
能
力
を
増
大
し
つ
x
あ
る
。
新
し
い
企
業
の
設
立
は
計
画
さ
れ
て
い
な
い
が
、
終
戦
以
来
殆
ど

全
て
の
圧
延
工
場
は
そ
の
設
備
を
更
新
し
、
近
代
化
し
た
。
最
も
著
し
い
例
は
二
つ
の
企
業
に
見
ら
れ
る
。
　
一
つ
は
三
〇
ト
ン
の
シ
ー
メ
ン

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
γ
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

ス
・
マ
ル
て
イ
ン
炉
を
設
け
、
他
は
二
十
五
ト
ン
炉
を
三
五
ト
ン
炉
に
能
力
を
拡
大
し
て
い
る
。
更
に
二
つ
の
同
能
力
の
炉
の
建
設
が
考
慮

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
設
備
拡
張
を
考
慮
す
る
と
一
九
五
二
年
ま
で
に
能
力
は
三
五
％
増
加
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
．

　
第
二
次
五
ケ
年
計
画
で
は
鉄
鋼
業
の
大
規
模
な
拡
張
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
九
五
七
年
半
は
銑
鉄
生
産
量
は
六
十
四
万
ト
ン
を

目
標
と
し
、
鉄
鋼
カ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
現
在
十
二
万
ト
ン
の
一
〇
〇
％
増
、
圧
延
及
び
引
抜
用
鋼
の
生
産
は
現
在
の
五
〇
〇
％
増
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
方
向
へ
の
第
一
歩
は
日
産
二
千
ト
ン
の
コ
ー
ク
ス
工
場
（
Q
∩
き
2
ざ
。
叔
ω
）
の
建
設
契
約
に
よ
っ
て
踏
出
さ
れ
た
。
圧
延
製
品

（
一
九
四
八
年
－
五
一
年
間
に
八
O
％
増
加
し
て
二
八
万
ト
ン
と
な
っ
た
）
と
引
抜
製
品
の
合
計
は
百
万
ト
ン
と
な
る
計
画
で
あ
る
。
シ
ー

ム
レ
ス
鋼
管
の
生
産
は
年
間
需
要
四
万
ト
ン
を
充
た
す
こ
と
x
な
ら
う
。
（
国
9
｝
国
8
ぎ
巨
。
ω
霞
く
。
￥
H
O
部
占
卜
。
ら
．
H
。
。
ω
）

　
（
b
）
そ
の
他
の
金
属

　
鉄
鋼
の
他
に
銅
の
圧
延
及
び
銅
の
針
金
の
製
造
が
外
国
よ
り
の
輸
入
原
料
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
。
ま
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
工
場
が
最
近
設

立
せ
ら
れ
、
六
千
ト
ン
に
達
す
る
国
内
需
要
を
充
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
更
に
現
在
一
万
五
千
ト
ン
に
及
ぶ
亜
鉛
の
需
要
は
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
の
原
料
を
用
い
る
国
内
の
生
産
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
x
な
る
で
あ
ら
う
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
属
工
業
は
輸
入
原
料
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
外
国
貿
易
の
動
き
に
対
し
て
特
に
敏
感
で
あ
る
。
輸
入
原
料
が
全

需
要
量
に
占
め
る
割
合
は
一
九
四
一
年
に
於
て
、
食
料
品
工
業
五
・
0
％
、
繊
維
工
業
二
八
・
八
％
、
金
属
工
業
六
二
・
八
％
と
な
っ
て
居

り
、
金
属
工
業
の
輸
入
原
料
依
存
度
が
著
し
く
高
い
。

　
　
　
c
　
機
　
械
　
工
　
業

　
第
二
次
大
戦
の
初
期
に
当
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
機
械
工
業
は
簡
単
な
機
械
の
製
造
、
修
理
、
及
び
部
分
品
の
製
造
が
出
来
る
程
度
の

進
歩
を
し
て
い
た
。
刈
取
機
や
そ
の
他
の
農
業
機
械
の
生
産
は
輸
入
さ
れ
た
モ
ー
タ
ー
や
多
数
の
部
分
品
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
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よ
う
な
機
械
工
業
の
経
験
の
あ
っ
た
こ
と
が
戦
争
中
の
輸
入
杜
絶
の
と
き
に
外
国
機
械
を
模
倣
し
、
工
業
や
輸
送
の
需
要
に
適
す
る
よ
う
に

既
存
設
備
を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
　
・

　
こ
の
よ
う
な
技
術
の
経
験
は
繊
維
機
械
、
電
気
モ
ー
タ
ー
（
三
〇
馬
力
ま
で
）
、
旋
盤
、
そ
の
他
の
単
純
な
工
作
機
械
の
分
野
で
活
用
せ

ら
れ
た
。

　
こ
の
他
に
戦
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
機
械
工
業
、
例
え
ば
製
粉
、
穀
物
エ
レ
ヅ
ェ
ー
拳
万
、
。
ハ
ン
焼
、
製
糖
、
醸
造
、
シ
ガ
レ
ッ
ト
、
植

物
油
な
ど
に
関
す
る
機
械
の
製
造
も
進
歩
し
た
。
エ
レ
ヅ
ェ
ー
タ
i
、
ポ
ン
プ
、
内
燃
機
関
、
衡
器
な
ど
の
製
造
も
進
歩
し
た
。

　
な
お
、
最
近
は
自
動
車
の
製
造
が
政
府
の
会
社
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
、
年
産
五
千
台
の
自
動
車
の
他
に
モ
ー
タ
ー

・
サ
イ
ク
ル
ニ
千
五
百
台
が
生
産
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
ト
ラ
ク
タ
ー
は
国
内
需
要
の
半
分
を
充
た
す
に
足
る
生
産
が
始
め
ら
れ
て
い

る
。
ζ
①
巳
。
鑓
で
は
年
産
百
台
の
能
力
を
も
つ
機
関
車
工
場
が
建
設
中
で
あ
る
。
そ
の
他
に
目
蔭
げ
9
σ
q
窪
目
9
8
の
製
造
を
行
う
会
社
も
設

立
さ
れ
た
。
（
国
O
い
諺
”
国
o
o
昌
。
舅
一
〇
　
Q
Q
賃
同
く
①
図
噂
　
H
O
α
Q
p
“
b
●
団
H
O
）

　
　
　
D
　
セ
メ
ン
　
ト
工
業

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
大
規
模
な
セ
メ
ン
ト
工
場
が
建
設
さ
れ
た
の
は
一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
工
場
は
米
国
の
会
社
の
支
社
と

し
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
セ
メ
ン
ト
工
業
は
発
展
を
つ
ゴ
け
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
国
内
需
要
の
大
部
分
を
充
た
す
に
至
っ
た
。
現
在
で

は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
は
六
つ
の
セ
メ
ン
ト
会
社
が
あ
り
、
六
つ
の
州
に
十
一
の
工
場
を
も
つ
て
い
る
。

　
セ
メ
ン
ト
の
生
産
量
は
一
九
三
〇
年
に
四
十
一
万
ト
ン
で
あ
っ
た
が
、
三
七
年
に
は
百
万
ト
ン
を
突
破
し
、
そ
れ
以
来
、
四
三
年
に
は
一

時
九
六
万
ト
ン
と
百
万
ト
ン
を
割
っ
た
が
、
そ
の
他
の
年
で
は
常
に
百
万
ト
ン
を
突
破
し
、
四
九
年
に
は
百
四
十
四
万
ト
ン
、
五
〇
年
に
は
．

百
五
十
六
万
ト
ン
、
五
四
年
に
は
百
六
十
九
万
ト
ン
の
生
産
を
挙
げ
て
い
た
。

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

　
一
九
三
〇
年
代
に
於
て
は
セ
メ
ン
ト
の
輸
入
は
関
税
に
よ
っ
て
完
全
に
阻
止
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
九
一
四
六
年
に
於
て
は
ア
ル
ぜ
ン

の
セ
メ
ン
ト
需
要
は
同
国
産
の
セ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
完
全
に
充
た
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
は
国
内
生
産
が
需
要
に
追
付
け
ず
、
比
較

的
多
量
の
セ
メ
ン
ト
が
輸
入
さ
れ
た
。
現
在
で
は
需
要
は
年
間
百
八
十
万
乃
至
二
百
万
ト
ン
と
見
積
ら
れ
て
い
る
が
、
供
給
は
こ
れ
に
及
ば

な
い
。

　
セ
メ
ン
ト
の
需
要
は
公
共
土
木
事
業
や
工
業
建
設
の
多
い
こ
と
、
戦
時
中
の
ベ
ン
ト
・
ア
ッ
プ
・
デ
マ
ン
ド
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て

旺
盛
で
あ
る
が
、
一
方
、
セ
メ
ン
ト
の
最
高
価
格
が
低
く
き
め
ら
れ
た
の
で
生
産
が
刺
戟
さ
れ
ず
供
給
が
増
加
し
な
か
っ
た
の
で
、
不
足
分

は
輸
入
に
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
面
も
あ
る
。

　
セ
メ
ン
ト
の
生
産
能
力
は
一
九
四
〇
年
以
来
、
二
百
万
ト
ン
程
度
に
停
滞
し
て
い
る
。
五
十
万
ト
ン
拡
張
計
画
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

だ
け
で
は
最
近
の
年
間
四
〇
万
ト
ン
に
及
ぶ
輸
入
を
排
除
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

24．アノレゼソチンのセメントの

　　生産と消費　　　　（千トン）

消 費

　　755

　　752

1，　050

1，　084

1，　120

1，　481

1，　593

1，　538

2，　017

1，　972

2，　022

生 産

　412

　722

1，　049

1，　096

1．　150

1．　353

1，　251

1，　446

1，　558

1，　543

1，　539

1，　656

1，　692

1930

1935

1940

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

（資料）　ECLA，　Economic　Survey，

　　　及び国連統計月報

　
セ
メ
ン
ト
の
生
産
量
及
び
消
費
量
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
最
近

で
は
そ
の
差
が
大
き
く
な
っ
て
居
り
、
こ
れ
は
輸
入
に
よ
っ
て
補
わ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
E
　
製
　
　
　
紙
　
　
　
業

　
製
紙
業
の
歴
史
は
古
く
、
包
装
紙
及
び
厚
紙
の
生
産
は
一
九
世
紀
の

終
頃
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
。
製
紙
業
は
は
じ
め
最
終
駿
階
の
加
工
だ

け
を
や
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
原
料
の
生
産
を
は
じ
め
た
。
従

一96一

来
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
製
紙
業
は
原
料
と
し
て
屑
紙
を
利
用
し
て
い
た
。



　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
製
紙
業
は
関
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
関
税
の
保
護
は
下
級
の
紙
及
び
厚
紙
の
生
産
の
発
展
に
有
利
で
あ
っ
た
。

何
故
な
ら
ば
関
税
の
負
担
は
低
級
品
に
つ
い
て
大
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
製
紙
業
は
外
国
の
競
争
な
し
に
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
一
九
一
七
年
に
新
聞
用
紙
に
対
し
て

行
わ
れ
た
免
税
の
結
果
、
大
量
の
紙
が
輸
入
さ
れ
、
新
聞
用
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
に
、
商
業
通
路
を
通
じ
て
包
装
紙
と
し
て
売
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
カ
ル

　
第
二
次
大
戦
中
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
製
紙
業
は
根
を
下
し
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
競
争
に
も
耐
え
て
拡
大
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
機
械
的
及
び

ケ
ミ
カ
ル

化
学
的
パ
ル
プ
の
生
産
は
製
紙
業
よ
り
は
ず
っ
と
後
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
①
。
・
窟
詳
。
σ
q
冨
ω
ω
か
ら
．
ハ
ル
プ
を
つ
く
る
試
み
は
最

初
の
包
装
紙
工
場
が
設
立
さ
れ
た
時
に
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
試
み
は
一
八
九
一
年
に
断
念
せ
ら
れ
た
。
一
九
三
一
年
に
小
麦
の
董
と

そ
の
他
の
国
内
産
原
料
を
使
用
し
て
イ
タ
リ
ヤ
の
方
法
に
よ
っ
て
パ
ル
プ
を
つ
く
る
こ
と
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
柳
や
ポ
プ
ラ
の
木
を
使
用
し

て
機
械
的
に
パ
ル
プ
を
つ
く
る
こ
と
は
一
九
二
二
年
か
ら
は
じ
め
ら
た
。
第
一
次
大
戦
で
中
断
さ
れ
た
後
、
一
九
一
七
年
に
第
二
回
の
試
み

が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
失
敗
し
、
工
場
は
解
体
さ
れ
て
、
チ
リ
に
売
却
さ
れ
た
。
現
在
で
は
メ
カ
ニ
〃
カ
ル
・
パ
ル
プ
の
製
造
は
ケ
ミ
カ

ル
・
パ
ル
プ
と
結
合
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
パ
ル
プ
の
生
産
が
増
加
し
た
の
は
一
九
三
一
年
以
来
著
し
く
高
い
関
税
に
よ
っ
て
ウ

ッ
ド
・
．
ハ
ル
プ
の
輸
入
が
阻
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　
紙
の
生
産
は
十
八
万
四
千
ト
ン
、
輸
入
は
十
六
万
六
千
ト
ン
、
消
費
は
三
十
五
万
ト
ン
と
見
積
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
新
聞
用
紙
は
大
部

分
が
輸
入
さ
れ
、
生
産
七
千
ト
ン
、
輸
入
十
二
万
三
千
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。
印
刷
用
紙
は
生
産
四
万
二
千
ト
ン
、
輸
入
一
万
八
千
ト
ン
、

包
装
用
紙
は
生
産
七
万
二
千
ト
ン
、
輸
入
八
千
ト
ン
、
厚
紙
は
生
産
五
罪
五
千
ト
ン
、
輸
入
五
千
ト
ン
、
特
級
紙
は
生
産
八
千
ト
ン
、
輸
入

一
万
二
千
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
曝
〃

　
包
装
紙
及
び
厚
紙
は
国
内
生
産
が
消
費
需
要
の
大
き
な
割
合
を
充
足
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
新
聞
用
紙
は
前
記
の
通
り
、
輸
入
に
仰

ぐ
量
が
多
く
、
一
九
四
七
年
に
は
輸
入
量
は
十
五
万
三
千
ト
ン
に
達
し
た
。
一
九
四
九
年
に
は
外
国
為
替
不
足
の
た
め
に
新
聞
用
紙
の
輸
入

は
十
万
ト
ン
強
に
ま
で
低
下
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
政
府
は
新
聞
用
紙
の
国
内
生
産
の
可
能
性
を
研
究
す
る
こ
と

と
な
り
、
現
在
で
は
甘
蕉
の
搾
り
粕
な
ど
を
原
料
と
す
る
製
紙
の
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
政
府
の
計
画
に
よ
れ
ば
新
聞
用
紙
の
生
産
を
千
万
ト
ン
（
現
在
の
一
〇
八
％
増
）
に
上
昇
せ
し
め
、
一
九
五
一
年
に
十
万
九
千
ト
ン
に
達

し
た
消
費
の
一
部
を
カ
バ
ー
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
紙
の
生
産
は
二
十
三
万
ト
ン
（
一
九
五
一
年
の
五
一
％
増
）
、
厚
紙

及
び
嚇
雪
①
き
8
巳
の
生
産
は
十
二
万
五
千
ト
ン
（
一
九
五
一
年
の
四
七
％
増
）
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
厚
紙
と
窟
ω
瞬

げ
。
胃
画
の
消
費
は
合
計
で
三
十
二
万
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
パ
ル
プ
に
つ
い
て
は
現
在
七
千
ト
ソ
の
メ
カ
ニ
カ
ル
・
パ
ル
プ
を
五
宝
ト
ン
に
、
三
田
四
千
ト
ン
の
ケ
ミ
カ
ル
・
パ
ル
プ
を
十
三
万
五
千

ト
ン
に
増
加
す
る
計
画
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
輸
入
を
排
除
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
さ
き
に
の
べ
た
紙
の
生
産

に
は
七
万
六
千
ト
ン
の
メ
カ
ニ
カ
ル
・
．
ハ
ル
プ
と
二
十
万
二
千
ト
ン
の
ケ
ミ
カ
ル
・
パ
ル
プ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
象
。
。
。
・
巳
く
ぎ
0
9
℃
三
℃
の
生
産
を
現
在
の
五
千
五
百
ト
ン
か
ら
一
万
八
千
ト
ン
へ
と
増
加
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
実
現
す
れ
ば
現

在
の
人
絹
工
業
及
び
そ
の
拡
張
計
画
の
需
要
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
N
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
F
　
化
学
及
び
薬
品
工
業

　
全
体
と
し
て
見
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
化
学
工
業
は
石
鹸
、
蝋
燭
、
マ
ッ
チ
、
塗
料
、
な
ど
家
庭
用
品
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

産
業
の
多
く
は
十
九
世
紀
に
設
立
さ
れ
た
。
多
く
の
場
合
に
原
料
は
輸
入
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
産
業
の
発
展
に
従
っ
て
原
料
の
国
内

生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
は
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
化
学
工
業
の
発
達
を
促
進
し
た
。
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し
か
し
、
或
種
の
化
学
工
業
で
は
原
料
の
海
外
依
存
は
特
に
甚
だ
し
か
っ
た
。
化
学
工
業
全
体
と
し
て
見
て
も
、
第
二
次
大
戦
前
に
は
原
料

の
三
分
の
一
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
。

　
基
礎
的
化
学
製
品
の
う
ち
で
、
硫
酸
の
生
産
が
注
目
せ
ら
れ
、
ア
ル
カ
リ
の
中
で
は
苛
性
ソ
ー
ダ
が
重
要
で
あ
る
。

　
硫
酸
の
生
産
は
硫
黄
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
。
国
内
の
硫
黄
は
供
給
不
充
分
で
あ
り
、
そ
の
上
埋
蔵
地
が
消
費
中
心
地
よ
り
遠
距
離
に

位
置
し
て
い
る
の
で
コ
ス
ト
が
高
く
つ
く
。
し
か
し
、
国
内
産
硫
黄
の
不
足
は
国
内
産
の
亜
鉛
を
蝦
焼
（
同
O
㊤
q
。
爵
）
す
る
と
き
に
生
ず
る
副
産

物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
、
米
国
会
社
（
亜
鉛
鉱
山
所
有
）
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
資
本

に
よ
っ
て
会
社
が
設
立
さ
れ
、
こ
の
会
社
は
電
解
亜
鉛
を
生
産
し
、
そ
の
過
程
で
硫
酸
を
生
産
し
て
い
る
。
硫
酸
の
生
産
量
は
一
九
五
二
年

に
は
六
万
五
百
ト
ン
で
あ
っ
た
。

第二図　アルゼソチy貿易の動き

　　　　　　（1937言100）（半対数図）

←人ロ

VV．　A

　　　輸出数量

交易条傑

f　’　／

ゆ

罷を輸入能力

輸入数量h

t910 15　20　25　30　35　40　45

ECLA，　Economic　Survey，　1949

　
苛
性
ソ
ー
ダ
も
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
電
解
法
に
よ

っ
て
生
産
さ
れ
る
。
電
力
を
可
成
り
消
費
す
る
の
で

コ
ス
ト
が
高
い
上
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る

漂
白
粉
（
O
げ
一
〇
月
一
幽
Φ
）
の
需
要
が
少
い
の
で
苛
性
ソ
ー

ダ
の
生
産
増
加
は
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
国
内
生

産
は
一
九
四
九
年
の
苛
性
ソ
ー
ダ
消
費
量
四
万
ト
ジ

の
う
ち
三
分
の
一
を
充
た
す
に
過
ぎ
な
い
。
既
存
の

苛
性
ソ
ー
ダ
工
揚
の
拡
大
及
び
新
工
学
の
設
立
の
計

画
が
あ
る
。
新
工
揚
と
し
て
は
一
は
ヒ
d
ロ
2
0
ω
諺
ぱ
①
。
・
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ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
経
済
の
発
展

二
は
O
。
a
。
三
州
の
水
力
発
電
所
の
附
近
、
三
は
O
。
げ
①
目
8
ざ
昌
脅
空
。
Z
。
σ
q
δ
及
び
四
は
日
＝
8
巨
導
昌
州
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
x
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
計
画
が
実
行
さ
れ
れ
ば
、
間
も
な
く
国
内
生
産
が
需
要
を
充
た
す
こ
と
と
期
待
さ
れ
る
。

　
一
九
五
二
年
の
苛
性
ソ
ー
ダ
生
産
量
は
二
重
七
千
ト
ン
で
あ
っ
た
。
年
産
二
丈
ト
ン
の
能
力
を
も
つ
帯
揚
が
近
く
イ
タ
リ
ャ
よ
り
輸
入
さ

れ
る
の
で
、
こ
れ
が
生
産
を
開
始
す
れ
ば
需
給
状
況
は
好
転
し
よ
う
。

薬
品
の
生
産
も
著
し
く
拡
大
さ
れ
、
消
費
の
可
成
り
の
部
分
を
充
た
す
も
の
と
見
積
ら
れ
て
い
る
。
最
近
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
生
産
が
は
じ
め

ら
れ
、
現
在
で
は
国
内
需
要
を
全
部
充
た
し
て
い
る
。

　
こ
の
他
に
最
近
で
は
高
度
に
精
製
さ
れ
た
パ
ラ
フ
ィ
ン
、
ワ
セ
リ
ン
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
・
オ
イ
ル
の
生
産
が
こ
の
種
の
工
揚
と
し
て
は
南

米
最
初
の
工
場
で
生
産
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
外
国
為
替
三
百
万
ド
ル
の
節
約
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
貿

易

b一　100　一

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
貿
易
．
諸
指
数
の
動
き
は
第
二
表
及
び
第
二
図
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
貿
易
商
品
構
成
に
つ
い
て
そ
の
変
化
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
（
註
）

輸
出
商
品
構
成
で
は
小
麦
、
玉
蜀
黍
、
肉
類
、
羊
毛
、
皮
革
、
亜
麻
仁
（
叉
は
亜
麻
仁
油
）
な
ど
が
重
要
な
割
合
を
占
め
て
い
る
の
は
恐
慌

前
も
第
二
次
大
戦
後
の
現
在
も
大
差
は
な
い
。
た
§
最
近
は
畜
産
品
の
比
重
が
幾
分
大
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
註
）
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
商
品
構
成
は
、
他
の
ラ
テ
ン
．
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
石
油
、
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
、
バ
ナ
・
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
の
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
に
分

　
　
散
し
て
い
る
。
亜
麻
仁
は
戦
後
加
工
し
て
亜
麻
仁
油
と
し
て
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

　
輸
入
商
品
構
成
は
変
化
し
資
本
財
の
占
め
る
割
合
が
特
に
第
二
次
大
戦
後
は
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
工
業
化
政
策
の
進
展
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。



25・アルゼンチンの輸出商品構成　（％）

1928 1937 1948 1952 1953

小　　　麦 24 21 25 1 17

玉蜀黍 22 26 15 8 5

肉　　　類 10 14 12 15 13

羊　　　毛 8 7 7 16 16

皮　　9革 8 6 8 9 6

グブラチョ 2 2 2 7 5

亜麻仁
12 12

○　，　， g　o　，

亜麻仁油 雪　．　， ．　，　o
2 1 2

油　　　粕 ■　陰　o ，　o　●
6 4

（資料）　IMF：International　Financial　Statistics，

（註）　1952年の小麦の輸出は凶作のため激減した。

26．アルゼンチン’の

　資本財輸入割合（％）

25

P8

Q1

P3

Q9

S2

S7

S1

S2

R7

R5

1925　一　29

1930　一　34

1935　一　39

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

（資料）

ECLA，　Economic　Survey，　1949，

　　　　　1951－1952，　1953．

　
個
々
の
輸
入
商
品
群
に
つ
い
て
戦
前
、
戦
後
の
比
較
を
行
う
た
め
に
、
一

九
二
〇
年
代
最
高
の
一
九
二
九
年
と
一
九
三
〇
年
代
最
高
の
一
九
三
七
年
、

戦
後
最
高
の
一
九
四
七
年
（
ド
ル
表
示
の
名
目
額
で
は
一
九
四
八
年
の
方
が

高
い
が
、
　
一
九
五
〇
年
の
恒
常
価
格
で
示
せ
ば
一
九
四
七
年
は
百
十
一
億
九

千
万
ペ
ソ
、
一
九
四
八
年
は
九
十
七
億
二
千
万
ペ
ン
で
、
一
九
四
七
年
の
方

が
高
い
）
を
比
較
す
れ
ば
、
飲
食
物
、
タ
バ
コ
、
繊
維
類
は
減
少
し
て
い
る

が
、
化
学
品
、
薬
品
、
金
属
及
び
同
製
品
、
紙
、
パ
ル
プ
燃
料
、
ゴ
ム
な
ど

は
増
加
し
て
い
る
。
特
に
金
属
及
同
製
品
、
ゴ
ム
、
紙
、
。
ハ
ル
プ
の
輸
入
増

加
率
が
大
で
あ
る
。
燃
料
及
び
潤
滑
油
は
増
加
率
は
大
き
く
な
い
が
、
金
額

は
大
き
く
、
輸
入
品
目
中
の
三
割
以
上
（
一
九
四
七
年
）
を
占
め
て
い
る
。

　
貿
易
方
向
を
見
る
と
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
対
欧
貿
易
が
主
要
な
割
合
を
占

め
て
い
る
が
、
戦
後
は
対
米
貿
易
の
比
重
が
増
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
こ
と
x
な
っ
た
の

は
戦
後
の
著
し
い
変
化
の
一
つ
で
あ
る
。

　
次
に
貿
易
差
額
を
見
れ
ば
戦
前
は
出
超
を
常
と
し
て
い
た
が
、
戦
後
は
入

超
を
記
録
す
る
年
も
あ
り
、
（
例
え
ば
一
九
四
九
年
、
一
九
五
一
年
、
一
九
五

二
年
の
如
き
）
出
超
率
も
戦
前
に
比
べ
て
小
さ
い
。
（
第
二
十
八
表
参
照
）
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展

27．アノレゼンチンの戦前・戦後の輸入高の比較

　　　　　　　　　　　　（1937年価格　百万ペソ）

194719371929

77．　1

120．　2

65．　6

94．　8

110．　9

342．　0

160．　0

111．　7

108．　7

221．　6

52．　2

54．　6

79．　9

220．　1

40．　4

129．　6

143．　5

217．　3

48．　1

58．　0

66．　8

326．　9

39．　6

176．　6

1，　082．　4907．　01，　076．　9

飲食物・タバコ

繊　維　品
化学品・薬品

金属及同製品

紙・パルプ
燃料潤滑油
ゴ　　　　　　ム

そ　　の　他

合 計

（資料）　ECI．A，　Economic　Survey，1949．

（％）28．アルゼンチンの貿易：方向

1928 1937 1948 1952 1953

輸　　出

米国及びカナダ 8 9 10 24 17

欧　州　大　陸 50 42 41 32 22

英　　　　　国 28 29 28 14 21

ラテン・アメリカ 5 8 9 15 19

日　　　　　本 ，　．　o

1
o　．　， ．　9　， ・　o　の

（1938）

輸　　入

米国及びカナダ 22 11 37 17 15

欧　州　大　陸 38
甲　．　・ 25 19 28

英　　　　　国 20 21 13 5 6

ラテン・アメリカ 7 9 17 19 17

日　　　　　本 0．6 　4
i1938）

，　o　● ，　，　， ■　●　9

（資料） League　of　Nations，　Network　of　World　Trade．

IMF，　lnternational　Financial　Statistics．

United　Nations，　lnternational　Trade　Statistics．
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戦
前
は
対
欧
大
陸
及
び
対
英
出
超
を
以
て
対
米
入
超
を
カ
バ
ー
し
て
来
て
い
た
が
、
戦
後
は
こ
の
よ
う
な
明
瞭
な
型
は
出
て
い
な
い
。
即

ち
、
対
英
貿
易
及
び
対
欧
貿
易
大
体
に
於
て
出
超
を
記
録
し
て
い
る
が
、
対
米
貿
易
は
入
超
の
年
と
出
超
の
年
と
が
相
半
ば
す
る
と
い
う
状

態
で
あ
る
。
戦
前
は
通
貨
の
自
由
交
換
に
よ
る
多
角
的
決
済
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
対
欧
出
超
を
以
て
対
米
入
超
を
決
済
す
る
こ
と
が
出

来
た
が
、
戦
後
は
通
貨
の
交
換
性
が
失
わ
れ
、
双
務
主
義
の
下
に
貿
易
を
営
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
米
国
よ
り
の
輸
入
を
行
う
た
め
に

は
対
米
輸
出
か
借
款
に
よ
っ
て
ド
ル
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
品
は
欧
州
工
業
国
の
工
産
物
と
は
補
完
的



で
あ
る
が
米
国
の
農
産
物
と
競
合
す
る
も
の
が
多
い
の
で
対
米
輸
出
増
加
は
困
難
で
あ
る
。

29．アルゼンチンの貿易差額
　　　　　（百万ドル）　（current　dollars）

出超率（％）

　　　c

　　　B

　10

　16

　40

108

　25

－　4

　差　額

（C＝A－B）
輸入
（B）

輸出
（A）

年次
（五力年平均）

　　82

　　59

　　155

　278

　249

一　41

　803

　　347

　　388

　　258

　　977

1，　087

　885

　406

　543

　　536

1，　224

1，　046

1925　一　29

1930　一　34

工935　一　39

1940　一　44

1945　一　49

1950　一　54

（註）1950～54年が入超になっているのは主として1951・

　　1952年の凶作による輸出減退に基く。
　　出超率が1940－44年に異例的に大であるのは戦時

　　中の輸入減少による。
（資料）　League　of　Nations，　Review　of　World　Trade，

　　　United　Nations，　Statistical　Year－book，

　　　　　一n一　Monthly　Bulletin　of　Statistics．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
対
英
輸
出
も
、
英
連
邦
諸
国
（
例
え
ば

濠
州
）
の
農
産
物
と
競
合
す
る
の
で
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

　
従
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
日
本
及
び
西
欧
諸
国
や
近
隣
の
ラ
テ
ン
・
ア

メ
リ
カ
諸
国
な
ど
と
貿
易
協
定
を
結
ん
で
必
要
物
資
の
確
保
に
努
力
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

一
方
、
ソ
連
と
も
貿
易
協
定
を
結
び
、
共
産
圏
諸
国
と
の
通
商
の
拡
大
を

も
企
図
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
約
実
績
は
四
八
万
一
千
ト
y
で
日
本
の
全
鉄
鋼
輸
出
量
の
三
三
％
を
占
め
る
）

　
に
千
三
百
七
十
万
ド
ル
に
止
ま
り
、
差
引
三
千
百
八
十
万
ド
ル
の
出
超
を
示
し
、

　
る
こ
と
が
出
来
ず
、
計
画
は
行
詰
り
と
な
っ
て
い
る
。
（
日
本
経
済
新
聞
一
九
五
五
・
九
・

（
註
2
）
　
ソ
連
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
一
九
五
五
年
五
月
十
九
日
、
総
額
約
一
億
ド
ル
、

　
皮
革
、
羊
毛
、
亜
麻
仁
油
、
バ
タ
ー
な
ど
を
、
ソ
連
は
鉄
鋼
、
燃
料
油
、

　
号
）

（
註
3
）
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
チ
エ
コ
と
の
バ
ー
タ
ー
協
定
は
一
九
五
五
年
二
月
二
日
に
調
印
さ
れ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
チ
エ
コ
に
砂
糖
、
米
穀
な
ど
（
五
〇
〇
万
ド
ル
）

　
を
供
給
し
、
チ
ェ
コ
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
工
作
機
械
及
び
そ
の
部
品
（
一
千
万
ド
ル
）
を
供
給
す
る
こ
と
エ
な
っ
た
。
（
世
界
資
料
一
九
五
五
年
四
月
号
）

　
　
ア
ル
ゼ
ソ
チ
γ
と
ポ
ー
ラ
y
ド
と
の
通
商
協
定
は
一
九
五
五
年
一
月
に
締
結
さ
れ
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
年
聞
六
五
万
ト
y
の
石
炭
を
供
給
す
る
こ
と
x
な
っ
た
。
　
（
キ
ー
ル

　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
経
済
の
発
展

　
（
註
1
）
　
日
本
と
ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
と
の
貿
易
協
定
（
一
九
五
三
年
四
月
調
印
）
は
一
九
五

　
　
四
年
十
二
月
二
十
九
日
に
一
九
五
六
年
一
月
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
の

　
　
目
標
額
は
一
億
八
千
万
ド
ル
と
発
表
さ
れ
た
。
ア
ル
ゼ
γ
チ
y
は
日
本
に
小
麦
二
千
七

　
　
百
万
ド
ル
、
羊
毛
二
千
六
百
万
ド
ル
の
外
に
少
量
の
ラ
イ
麦
、
大
麦
な
ど
を
輸
出
し
、

　
　
日
本
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
鉄
鋼
、
機
械
及
び
取
替
予
備
部
品
そ
の
他
の
工
業
製
品
を
輸

　
　
出
す
る
こ
と
x
な
っ
た
。
（
世
界
資
料
二
九
五
五
年
二
月
号
）

　
　
こ
の
貿
易
計
画
は
日
本
側
が
鉄
鋼
輸
出
を
中
心
に
（
一
九
五
五
年
四
－
十
月
の
輸
出
契

　
　
一
九
五
五
年
↓
－
七
月
間
に
輸
出
は
四
千
五
百
六
十
万
ド
ル
に
達
し
た
が
、
輸
入
は
僅
か

　
　
著
し
い
片
貿
易
と
な
っ
て
い
る
が
、
ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
の
物
資
が
割
高
で
輸
入
を
増
加
す

　
　
　
　
　
　
一
三
及
び
一
一
・
一
九
）

　
　
　
期
限
一
力
年
の
貿
易
協
定
に
調
印
し
た
。
こ
の
協
定
に
よ
り
ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
は
肉
類
、

レ
ー
ル
、
ア
ル
ミ
、
石
油
な
ど
を
輸
出
す
る
こ
と
x
な
っ
た
。
　
（
世
界
資
料
一
九
五
五
年
七
月
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ア
ル
ゼ
y
チ
y
経
済
の
発
展

大
学
「
世
界
経
済
」
一
九
五
五
年
第
一
冊
）

　
中
共
通
商
使
節
団
は
中
共
・
ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
貿
易
の
促
進
を
は
か
る
た
め
一
九
五
五
年
六
月
、

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
到
着
し
た
。
（
世
界
資
料
一
九
五
五
年
八
月
号
）

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
第
二
次
大
戦
時
中
、
巨
額
の
金
及
び
ド
ル
そ
の
他
外
貨
を
蓄
積
し
た
こ
と
は
既
に
の
べ
た
が
、
戦
後
は
入
超
や
外
債
償

還
、
外
国
企
業
の
買
牧
（
例
え
ば
鉄
道
、
電
話
な
ど
）
で
こ
れ
ら
の
金
及
び
ド
ル
そ
の
他
外
貨
を
消
費
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
保
有
額
は
近

30．アルゼンチンの金友びドル

　　保有高　　　　　（百万ドル）

　442
1，　274

1，　185

　558

　357

　417

　518

　518

　427

　503

1938
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

（資料） Federal　Reserve　Bulletin

March，　1954．

小　　　麦 玉　蜀黍
年　　次

商業価格基　　準
�濶ｿ格

商業価格
基　　準公定価格

1946

P947（1月）

218

R65

155

P70

177

Q82

172

P45

（United　Nations，　Economic　Development　in

Selected　Countries．　1947．　p．　49・）

担
し
て
い
た
業
務
を
集
中
的
に
行
っ
て
い
る
。
I
A
P
I
は
外
国
貿
易
特
に
輸
出
貿
易
を
殆
ど
完
全
に
独
占
し
て
い
る
。

つ
た
巨
額
の
資
金
は
政
府
が
こ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
政
府
が
農
産
物
に
対
し
て
農
民
に
支
払
う
価
格
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

市
場
で
売
る
価
格
と
の
差
額
が
I
A
P
I
の
牧
益
と
な
る
。

　
（
註
）
　
小
麦
及
び
玉
蜀
黍
の
商
業
価
格
と
公
定
価
格
は
右
表
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
い
つ
れ
も
一
ト
ン
当
り
ペ
ソ
）
こ
の
差
が
I
A
P
I
の
収
益
と
な
る
。

年
減
少
し
つ
Σ
あ
り
、
輸
入
能
力
が
低
下
傾
向
に
あ
る
の
と

相
侯
っ
て
、
こ
れ
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
及
び
ド
ル
保
有
高
の
動
き
は
上
表
の

通
り
で
あ
る
。
（
第
三
〇
表
参
照
）

　
最
後
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
貿
易
に
於
て
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
I
A
P
I
（
貿
易
促
進
本
部
）
の
活
動
で
あ
る

。
全
て
の
国
際
貿
易
は
勿
論
、
国
内
取
引
も
I
A
P
I
の
活

動
範
囲
に
属
す
る
。
I
A
P
I
は
政
府
の
唯
一
の
商
業
代
理

人
で
あ
っ
て
、
以
前
に
各
種
の
政
府
の
各
庁
や
委
員
会
が
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
A
P
I
の
受
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
国
際
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結

論

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
発
展
を
概
観
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
現
下
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
済
の
主
要
問
題
点
は
経
済

開
発
と
国
際
牧
支
の
均
衡
と
を
如
何
に
調
整
す
べ
き
か
の
点
に
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
急
速
な
工
業
化
の
進
行
は
農
業
労
働
力
を
工
業
に
吸

収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
の
支
柱
で
あ
る
農
産
物
の
生
産
を
減
少
せ
し
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
輸
出
数
量
は
減
少
し
、
交
易
条
件
の
不

利
化
・
相
侯
っ
て
輸
入
能
力
の
減
退
、
国
際
収
支
の
悪
重
石
ぜ
し
め
て
い
る
。
（
註
－
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
ル
ゼ
ソ
チ
y
の
外
国
貿
易
の
　
発
展
」
（
国
民
経
済
雑
誌
第
九
二
巻
第
六
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
経
済
開
発
1
1
工
業
化
に
は
鉄
鋼
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
鉄
鉱
資
源
及
び
石
炭
に
乏
し
く
、
石
油

も
需
要
を
充
た
す
に
足
ら
ず
、
水
力
発
電
も
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
工
業
化
の
進
展
は
輸
入
燃
料
に
侯
つ
も
の
が
多
い
。
そ
れ
故
に

工
業
化
の
進
行
は
燃
料
輸
入
の
増
大
を
通
じ
て
国
際
牧
支
の
逆
調
と
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
工
業
化
に
よ
っ
て
従
来
輸
入
に

仰
い
で
い
た
工
業
製
品
を
自
給
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ぽ
そ
れ
だ
け
輸
入
を
削
減
し
得
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
現
段
階
で
資
本
財
の
大
量

輸
入
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
貿
易
バ
ラ
ン
ス
の
維
持
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
開
発
投
資
が
大
規
模
で
あ
っ
て
国
内
貯
蓄
を
上
廻
り
、
外
国
よ
り
資
本
の
援
助
も
期
待
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
発
生
す
る
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
強
制
貯
蓄
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
、
低
開
発
国
の
経
済
開
発
に
と
っ
て
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
の
意
見
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
国
際
収
支
を
悪
化
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
投
機
的
行
為
を
誘
発
し
、
健
全
な
経
済
発
展
に
と

っ
て
は
有
害
で
あ
る
。
従
っ
て
政
府
の
施
策
の
重
点
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
附
記
）
　
本
稿
は
本
研
究
所
中
南
米
研
究
専
門
委
員
会
に
於
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
同
研
究
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
も
乏
し
く
、
不
満
足
な
形
で
あ
る
が
、

　
兎
も
角
も
発
表
す
る
こ
と
Σ
し
た
。
い
ろ
く
と
御
教
示
を
い
た
ゴ
い
た
方
々
に
謝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
読
者
の
諒
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。



肚
　
外
船

の

系
　
譜

i
－
そ
の
一佐

々

木

誠

治

一、

ﾐ
外
船
の
諸
系
統

ご
、
北
茜
剛
船
グ
ル
ー
プ

三
、
樽
・
菱
垣
廻
船
グ
ル
ー
プ

四
、
三
井
物
産
船
舶
部

一一　107　一

一、

鼕
O
舶
の
諸
系
統

　
明
治
十
年
代
後
半
に
至
り
、
日
本
郵
船
会
社
（
明
治
十
八
年
設
立
）
お
よ
び
大
阪
商
船
会
社
（
明
治
十
七
年
設
立
）
と
い
う
二
大
汽
船
会

社
が
出
現
し
て
以
来
、
わ
が
国
近
代
海
運
業
は
本
格
的
発
展
段
階
を
迎
え
た
。
通
常
、
右
両
社
の
発
達
即
日
本
海
運
の
発
達
と
述
べ
ら
れ
る

ほ
ど
、
郵
・
商
両
社
の
わ
が
国
海
運
界
に
お
け
る
比
重
乃
至
地
位
は
巨
大
で
あ
る
。
両
社
は
強
力
な
政
府
保
護
を
排
他
的
に
享
受
し
て
爾
後

の
日
本
海
運
業
界
に
君
臨
し
た
。
け
れ
ど
も
、
両
社
以
外
に
海
運
業
を
営
む
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
。
従
来
の
日
本
海
運
史
上
、
と

か
く
、
過
少
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
多
数
の
帆
船
々
・
王
が
父
祖
伝
来
の
海
運
業
務
を
続
け
て
い
た
し
、
画
商
両
社
の
圧
迫
に
抗
し
て
汽

船
事
業
に
乗
り
出
す
も
の
も
決
し
て
少
数
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
前
者
す
な
わ
ち
、
帆
船
を
も
つ
て
す
る
貨
物
運
送
業
者
は
、
そ
の
歴
史

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜



　
　
　
祉
外
船
　
の
　
系
譜

的
伝
統
に
お
い
て
、
或
は
、
現
実
の
経
済
的
機
能
の
点
に
お
い
て
、
誠
に
、
重
要
な
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
種
々
の
制
約
に
よ
っ

て
汽
船
へ
の
転
換
が
お
く
れ
た
と
は
い
え
、
郵
・
商
よ
り
も
古
く
か
ら
海
運
業
務
を
営
ん
で
い
た
帆
船
々
主
だ
ち
は
、
や
が
て
、
み
つ
か
ら

も
汽
船
を
採
用
し
て
新
な
発
展
を
期
す
る
に
至
っ
た
。
社
外
船
乃
至
社
外
船
主
と
呼
ば
れ
る
勢
力
は
、
主
と
し
て
、
か
x
る
古
く
か
ら
の
帆

船
業
者
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
。
彼
等
の
開
拓
者
的
努
力
と
発
展
に
促
さ
れ
て
、
日
清
戦
争
以
後
、
新
に
海
運
業
を
営
む
も
の
が
増
加
し
、

い
わ
ゆ
る
社
外
船
勢
力
は
次
第
に
顕
著
な
発
達
を
と
げ
た
。

　
郵
・
商
両
社
は
わ
が
国
海
運
界
に
お
け
る
特
権
階
級
的
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
較
し
て
、
他
の
海
運
企
業
、
な
か
ん
ず
く
、
社
外
船
主

は
、
い
わ
ば
、
非
特
権
階
級
で
あ
る
。
特
権
階
級
た
る
社
船
と
非
特
権
階
級
た
る
社
外
船
と
の
対
立
・
競
争
関
係
は
、
爾
後
の
日
本
海
運
発

展
史
の
根
底
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
か
か
る
社
船
と
社
外
船
と
の
相
互
競
争
が
全
体
と
し
て
の
日
本
海
運
業
の
発
達
を

も
た
ら
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
社
船
を
中
心
と
す
る
海
外
定
期
航
路
の
開
設
・
充
実
が
、
表
面
的
目
覚
し
さ
を
も
っ
て
日
本
海
運

の
発
展
指
標
と
み
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
反
面
に
お
い
て
、
次
第
に
滞
船
と
の
懸
隔
を
縮
め
つ
x
伸
長
し
て
き
た
社
外
船
の
活
動
が
、
日

本
海
運
の
全
的
進
出
に
与
え
た
功
績
と
意
義
も
、
決
し
て
、
過
少
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
の
み
な
ら
ず
、
社
外
船
発
展
史
の
追
求
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
極
め
て
重
要
な
研
究
的
意
義
を
有
す
る
。
特
殊
的
、
経
済
外
的
要
請
に
基

い
て
早
急
裡
に
船
舶
の
近
代
化
・
沿
岸
航
権
の
確
保
を
目
指
し
た
出
船
、
な
か
ん
づ
く
、
三
菱
会
社
1
1
日
本
郵
船
会
社
の
群
鳥
と
違
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
社
外
船
の
発
生
・
発
達
は
、
日
本
資
本
主
義
の
発
達
・
成
熟
と
照
応
し
つ
N
徐
々
に
展
開
さ
れ
た
。
初
期
社
外
船
勢
力
の
中
核
を

な
す
北
前
船
主
、
樽
廻
船
福
船
主
だ
ち
は
、
大
和
型
帆
船
↓
西
洋
型
帆
船
↓
蒸
汽
船
へ
の
順
序
を
経
て
、
明
治
二
十
年
前
後
か
ら
汽
船
を
採

用
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
移
行
過
程
及
び
社
船
と
の
競
争
過
程
を
通
じ
て
、
彼
等
は
自
ら
の
海
運
業
経
営
形
態
を
自
己
運
送
か
ら

他
人
運
送
へ
と
発
展
せ
し
め
た
。
い
わ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
典
型
的
な
海
運
経
営
形
態
発
展
の
過
程
は
、
む
し
ろ
、
社
外
船
の
側
に
お
い
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て
よ
り
明
瞭
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
下
、
私
は
主
と
し
て
後
者
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
経
営
形
態
の
推
移
を
中
心
と
し
て
わ
が
国
社
外
船
の
発
展
過
程
を
考
察
す
る
が
、
こ

の
場
合
、
社
外
船
を
次
の
八
系
統
乃
至
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
。
け
だ
し
、
ひ
と
し
く
、
社
外
船
と
総
称
さ
れ
る
も
の
は
、
内
容
的
に
極
め

て
多
種
多
様
で
あ
る
か
ら
。

AA　A　A A　A　A　A87654321Vv　V　vl　V／　V　V v
北
前
船
グ
ル
ー
プ

樽
・
菱
垣
廻
船
グ
ル
ー
プ

九
州
お
よ
び
瀬
戸
内
船
主
グ
川
ー
プ

関
東
船
主
グ
ル
ー
プ
（
北
海
道
を
含
む
）

財
閥
商
社
グ
ル
ー
プ

一
般
貿
㎝
易
商
封
仕
グ
ル
ー
プ

海
…
運
専
塑
禾
者
グ
ル
ー
プ

そ
の
他

一109一

　
か
か
る
社
外
船
の
分
類
、
或
は
主
要
社
外
船
主
の
系
統
・
系
譜
的
研
究
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に

示
し
た
分
類
は
私
一
個
の
独
創
的
試
見
に
す
ぎ
ぬ
。
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
　
（
1
）
か
ら
（
3
）
ま
で
の
系
統
は
帆
船
船
主
出
身
の
社
外
船
主
た
ち

で
あ
る
。
彼
等
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
明
治
以
前
か
ら
大
和
型
帆
船
を
も
つ
て
貨
物
運
送
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、
同
じ
く
社
外
船
主
と
言

わ
れ
る
も
の
の
う
ち
で
も
、
最
も
由
緒
深
い
存
在
で
あ
る
。
（
4
）
の
う
ち
に
も
こ
の
種
歴
史
的
伝
統
を
誇
り
得
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

大
部
分
は
主
と
し
て
、
明
治
以
降
特
に
砂
船
・
社
外
給
の
名
称
発
生
の
頃
に
海
運
界
に
名
を
知
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
以
上
の
四
つ
と
（
5
）
　
（
特

杜
外
船
　
の
　
系
譜



社
外
船
　
の
　
系
譜

に
三
井
物
産
）
が
い
わ
ば
「
ア
バ
ン
」
的
社
外
船
主
に
位
置
す
る
。
　
（
6
）
以
下
の
も
の
は
、
　
（
1
）
乃
至
（
5
）
に
属
す
る
初
期
社
外
船
主
群
の

先
導
的
活
動
と
わ
が
国
に
お
け
る
一
般
的
な
汽
船
事
業
の
発
展
気
運
に
促
さ
れ
て
、
後
か
ら
海
運
業
務
に
染
署
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら

は
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
・
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
三
つ
の
戦
争
を
直
接
の
契
機
と
し
た
汽
船
事
業
熱
の
波
に
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
十
八
年
頃
以
降
、
日
本
郵
船
会
社
・
大
阪
商
船
会
社
お
よ
び
そ
の
他
一
部
海
運
業
者
の
先
進
的
に
導
入
せ
る
汽
船
か
ら
、
本
格
的
な

挑
戦
・
蚕
蝕
を
う
け
て
、
自
ら
の
貨
物
運
送
分
野
を
狭
心
化
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
一
般
帆
船
馬
主
の
中
に
は
、
自
己
防
衛
手
段
と
し
て
、

大
日
本
同
盟
風
帆
船
組
合
・
灘
盛
航
会
社
・
北
陸
親
議
会
の
如
き
団
結
組
織
を
結
成
し
て
地
盤
の
確
保
に
つ
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
も
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
消
極
的
延
命
対
策
は
、
結
局
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
帰
し
た
。
蒸
汽
船
勢
力
の
侵
略
に
対
す
る
た
め
に
は
、

自
ら
も
蒸
汽
船
を
採
用
す
る
以
外
に
方
途
の
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
帆
船
々
主
だ
ち
は
、
や
が
て
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
、
蒸
汽
船
導
入
に

着
手
し
た
。
こ
れ
が
、
外
な
ら
ぬ
、
社
外
船
の
勃
興
で
あ
り
、
初
期
の
社
外
船
主
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
帆
船
時
代
か
ら
の
船
主
で
あ
っ

た
。　

も
ち
ろ
ん
、
蒸
汽
船
一
隻
の
購
入
の
た
め
に
は
、
数
十
隻
分
の
帆
船
購
入
（
建
造
）
費
に
相
当
す
る
多
額
の
資
金
を
必
要
と
し
た
。
帆
船

と
は
全
く
異
な
っ
た
蒸
汽
船
運
航
技
術
の
習
得
、
汽
船
事
業
経
営
に
伴
う
企
業
組
織
・
人
員
の
整
備
等
々
は
、
一
朝
一
夕
に
な
し
得
る
と
こ

ろ
で
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
大
和
型
帆
船
か
ら
西
洋
型
帆
船
へ
の
推
移
に
際
し
て
は
、
比
較
的
急
速
且
つ
円
滑
に
進
み
得
た
船
主
た
ち
も
、

西
洋
型
帆
船
か
ら
蒸
汽
船
へ
の
移
行
に
当
っ
て
は
、
幾
多
の
制
約
・
困
難
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
年
代
前
半
に
お
い
て
、

蒸
汽
船
の
購
入
、
汽
船
事
業
経
営
に
乗
り
出
す
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
、
旧
来
の
帆
船
々
主
の
う
ち
で
も
、
余
程
の
決
断
力
と
可
成
り
豊
富

な
資
本
蓄
積
力
と
を
も
ち
、
且
つ
、
機
会
と
環
境
に
恵
ま
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
数
は
比
較
的
少
数
で
あ
っ
た
。
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一
般
に
日
清
戦
争
以
前
、
す
な
わ
ち
、
社
船
及
び
社
外
船
の
称
呼
が
最
初
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
頃
に
お
い
て
、

し
て
社
外
船
の
先
駆
者
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
註
－
）

三
井
物
産
会
社

勝有筑通牛頼秀
立明紫済若朝吉
丸丸丸丸丸丸丸

三
菱
合
資
会
社

芙
　
　
　
蓉

日
本
汽
船
会
社

　
第
　
一
　
丸

摂
州
灘
興
業
会
社

　
摂
州
丸

摂
海
丸

　
社
外
船
　
の

系

　
　
七
隻

原
名
　
9
自
轟

一
一
、
〇
七
六
総
屯

原
名
　
ρ
彦
巴
曾

原
名
　
O
『
母
8
二
日
。
宅
霞

原
名
　
℃
帥
臣
。
。

　
　
一
隻
　
　
　
　
一
、

原
名
　
団
凱
自
口
9
弓
8
げ

　
　
一
隻
　
　
　
　
一
、

原
名
　
9
巴
σ
q
ヨ
。
お

　
　
三
隻
　
　
　
　
三
、

原
名
　
○
三
下
げ
。
集
①

原
名
　
Q
。
9
ざ
雷

譜

一、一、

六
九
六
総
屯

　
　
　
一
、

　
　
　
二
、

　
　
　
三
、

二
七
四
総
屯

　
　
　
一
、
二
七
四
総
屯

四
九
七
総
屯

　
　
　
一
、
四
九
七
総
屯

六
一
二
二
訟
㎜
屯

　
　
　
一
、

〇
七
五

〇
五
一

七
七
五

〇
六
〇

九
八
七

四
三
二

11　11　1！　／1　11　11

六
一
二
一
総
宙
七

九
〇
二
総
屯

一
八
七
八
年
建
造

一
八
八
〇

一
八
八
一

一
八
六
八

一
八
七
一

一
八
九
〇

一
八
八
八

／1　／！　11　11　11　1！

一
八
七
八
年
建
造

一
八
八
0
年
建
造

一
八
七
三
年
建
造

一
八
六
八
　
〃

逸
早
く
、
蒸
汽
船
を
輸
入
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社
外
船
　
の

　
摂
陽
丸

八
　
馬
兼
介

　
多
聞
丸

広
海
二
三
郎

　
北
陸
丸

　
千
早
丸

　
北
　
州
丸

　
千
代
丸

浜
中
八
三
郎

　
日
　
光
丸

　
東
洋
丸

大
家
　
七
　
平

　
加
賀
丸

　
愛
国
丸

右
近
権
左
衛
門

　
南
越
丸

岡
　
信
次
郎

系

譜原
名
室
巴

　
　
一
隻

原
名
　
冒
①
一
思

　
　
四
隻

原
名
　
国
ω
日
臼
巴
号

原
名
　
》
蕊
げ
ぎ

原
名
　
冒
8
。
南
Φ
酔

原
名
　
田
①
。
訂
9

　
　
二
隻

原
名
　
∪
ご
日
。
巳

原
名
　
N
㊤
ヨ
ぴ
①
巴

　
　
二
隻

　
　
　
一
、
〇
九
九
総
屯

七
〇
一
総
屯

三
、
七
八
二
総
屯

三
〇
、

二
、

原
名
　
Q
∩
一
図
≦
。
昌
㎝
。
・
①

原
名
ξ
島
㊤

　
　
一
隻
　
　
　
　
一
、

原
名
　
℃
。
＝
轟

　
　
一
隻
　
　
　
　
一
、

七
〇
一
総
屯

　
　
　
　
六
一
五
総
屯

　
　
　
　
四
七
五
〃

　
　
　
　
九
九
四
〃

　
　
一
、
六
九
八
〃

九
一
総
屯

　
　
　
　
五
四
三
総
屯

　
　
　
二
、
五
四
八
〃

六
七
五
総
屯

　
　
　
　
九
五
四
総
屯

　
　
　
一
、
七
二
一
総
屯

三
二
六
総
…
屯

　
　
　
一
、
　
ご
一
二
六
…
総
屯

一
八
六
総
屯

一
八
八
五
　
〃

一
八
八
三
年
建
造

一
八
七
四
年
建
造

一
八
八
八
　
〃

一
八
七
四
　
〃

一
八
七
九
　
〃

一
八
六
五
年
建
造

一
八
七
三
　
〃

一
八
八
一
年
建
造

一
八
七
九
　
〃

一
八
八
四
年
建
造
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北
辰
丸

秋
田
藤
＋
郎

　
佐
渡
国
丸

藤
岡
庄
一
郎

　
幸
照
丸

馬
場
道
久

　
日
本
丸

高
木
七
五
郎

　
三
　
邦
丸

石
崎
彦
太
郎

　
石
崎
丸

浅
野
総
一
郎

　
鶴
　
　
丸

　
日
の
出
丸

　
金
沢
丸

　
万
国
丸

福
　
　
井
　
　
某

　
社
外
船
の

　
原
名
　
｝
翼
下
貯
。
。

　
　
　
一
隻

　
原
名
　
諺
ω
霞
轟
8
口

　
　
　
一
隻

　
原
名
　
冒
｝
轟
暮

　
　
　
一
隻

　
原
名
冒
臼
8

　
　
　
一
隻

　
原
名
　
O
二
巴
窪

　
　
　
一
隻

　
原
名
　
O
①
巴
。
轟

　
　
　
四
隻

　
原
名
　
同
母
期
年
㎝
o

　
原
名
　
し
d
①
＝
9
峯

　
原
名
　
髪
巴
導
訂

　
原
名
　
諺
℃
①
霞
亀
①

　
　
　
一
隻

系
譜

穴
N

五
一

　
　
　
一
、
　
一
八
六
総
…
屯

二
四
五
総
屯

　
　
　
一
、
二
四
五
総
屯

五
六
一
総
屯

　
　
　
　
五
六
一
総
屯

0
0
四
総
屯

　
　
　
一
、
○
〇
四
総
屯

七
一
五
総
屯

　
　
　
　
七
一
五
総
屯

七
八
九
総
屯

　
　
　
一
、
七
八
九
総
屯

＝
六
総
屯

　
　
　
　
四
〇
八
総
屯

　
　
　
一
、
　
一
三
六
　
〃

　
　
　
一
、
　
一
ゴ
ご
六
　
〃

　
　
　
一
一
、
　
＝
＝
二
六
　
〃

四
六
〇
総
屯

一
八
七
八
年
建
造

一
八
八
一
年
建
造

一
八
八
二
年
建
造

一
八
六
二
年
唱
導
洗
氾

一
八
六
六
年
建
陪
咄
氾

一
八
八
四
年
建
造

一
八
七
二
　
〃

一
八
七
二
　
〃

一
八
七
三
　
〃
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祉
外
船
　
の
　
系
譜

　
　
　
金
　
剛
　
丸
　
　
　
原
名
＝
。
冨
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
〇
総
屯
　
　
　
一
八
七
九
年
建
造

　
　
井
上
仁
平
　
　
二
隻
　

屯
数
不
明

嚢
∵
一
驚
造
年
い
つ
れ
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

　
明
治
十
二
年
、
三
井
物
産
会
社
が
秀
吉
丸
を
購
入
し
て
よ
り
明
治
二
十
六
年
ま
で
の
間
に
、
三
四
隻
約
四
万
総
屯
の
社
外
汽
船
が
輸
入
さ

れ
（
明
治
二
十
六
年
末
国
内
汽
船
総
保
有
量
一
六
七
、
四
九
〇
総
屯
の
約
四
分
の
一
）
、
　
本
州
・
北
海
道
・
四
国
・
九
州
及
び
沖
縄
に
亘
る

国
内
沿
岸
を
活
動
の
主
舞
台
と
し
つ
x
、
一
部
は
朝
鮮
・
島
国
方
面
に
配
船
さ
れ
て
い
た
。

　
上
記
社
外
船
主
を
通
覧
し
て
、
会
社
組
織
を
採
用
せ
る
も
の
に
三
井
二
二
窮
命
財
閥
商
社
と
摂
州
灘
興
業
会
社
及
び
日
本
汽
船
会
社
が
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
三
井
・
三
菱
両
社
の
船
は
、
時
に
、
「
除
外
船
」
と
称
さ
れ
一
般
社
外
船
と
区
別
さ
れ
て
い
た
し
、
他
の

二
会
社
は
未
だ
規
模
・
船
腹
量
の
点
か
ら
、
郵
・
面
識
汽
船
会
社
に
比
較
に
な
ら
ぬ
微
弱
な
存
在
で
し
が
な
か
っ
た
。
通
俗
的
に
、
難
船
と

は
「
会
社
の
船
」
社
外
船
と
は
「
会
社
に
あ
ら
ざ
る
個
人
企
業
の
所
属
船
」
と
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
か
る
当
時
の
事
情
を
原
則
的
に
表

示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
初
期
社
外
船
は
、
　
一
般
的
に
、
個
人
船
主
の
所
有
に
属
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
エ
る
個
人
船
主
た
る
社
外
船
主
は
、
本
来
的
に
、
商
人
す
な
わ
ち
海
上
貿
易
業
者
で
あ
っ
た
。
三
井
・
三
菱
両
商

社
及
び
摂
州
灘
興
業
会
社
も
同
様
で
あ
る
。
彼
等
が
商
人
と
し
て
取
扱
う
貿
易
貨
物
を
、
同
時
に
、
船
主
と
し
て
輸
送
す
る
の
が
、
当
初
の

社
外
船
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
和
型
帆
船
↓
西
洋
型
帆
船
↓
蒸
汽
船
へ
の
移
行
過
程
の
中
で
、
彼
等
の
海
運
企
業
経
営
形
態

は
あ
る
程
度
ま
で
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
転
化
し
は
じ
め
て
い
た
。
特
に
、
蒸
汽
船
の
採
用
に
向
う
に
及
び
、
船
舶
積
載
能
力
の
点
か

ら
自
己
の
取
扱
貨
物
量
の
み
で
は
不
足
を
生
じ
、
他
人
貨
物
の
積
合
せ
の
必
要
が
増
大
し
た
か
ら
、
社
外
船
主
は
ま
す
ま
す
半
他
人
運
送
形
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態
に
発
展
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
社
船
・
社
外
船
両
者
の
対
抗
関
係
、
な
か
ん
づ
く
、
郵
・
商
両
社
船
に
対
す
る
競
争

勢
力
乃
至
そ
の
危
険
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
当
時
、
敢
え
て
対
立
的
に
呼
称
さ
れ
た
社
外
船
名
称
の
発
生
基
礎
を
考
え
た
と
き
、
一
般
社
外

船
が
、
次
第
に
他
人
運
送
分
野
に
お
け
る
発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
け
れ
ど
も
、
郵
・
商
両
社
が
創
立
の
時
以
来
、
す
で
に
、
完
全
な
他
人
運
送
経
営
形
態
の
確
立
、
換
言
す
れ
ば
、
他
人
及
び
他
人
貨
物
の

積
取
・
運
送
、
運
賃
の
収
得
を
目
的
と
す
る
純
粋
の
海
運
業
者
的
発
展
を
な
し
て
い
た
の
に
比
較
し
て
、
一
般
社
外
船
主
は
ま
だ
、
多
分
に
、

自
己
運
送
経
営
形
態
、
な
か
ん
づ
く
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
キ
ャ
リ
ア
（
5
P
Φ
同
O
｝
μ
㊤
］
口
8
　
0
鱒
同
同
一
〇
同
）
形
態
を
原
剰
と
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
等
が
、
蒸
汽
船
の
採
用
・
経
営
に
進
む
に
つ
れ
て
、
商
業
部
門
と
海
運
業
部
門
は
次
第
に
分
離
し
、
こ
こ
に
純
粋
独
立

の
海
運
業
の
成
長
・
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蒸
汽
船
の
出
現
と
共
に
海
運
業
に
お
け
る
他
人
運
送
経
営
形
態
が
本
格
的
に

進
行
し
た
と
の
公
理
は
社
外
船
の
揚
合
に
最
も
如
実
に
妥
当
す
る
。
以
下
、
前
記
系
統
別
に
、
社
外
船
の
発
生
過
程
と
、
そ
の
自
己
運
送
か

ら
他
人
運
送
へ
の
発
展
を
追
求
し
よ
う
。

　
　
　
　
も
と
よ
り
、
初
期
の
社
外
船
主
が
こ
と
ご
と
く
繁
栄
し
、
す
べ
て
が
自
己
運
送
経
営
形
態
か
ら
他
人
運
送
経
営
形
態
へ
一
様
の
発
展
を
た
ど
っ
た

　
　
　
も
の
で
な
い
。
ま
た
、
資
本
主
義
経
済
の
成
熟
・
発
達
を
基
盤
と
し
且
つ
戦
争
と
い
う
偶
然
的
促
進
要
因
に
刺
戟
さ
れ
て
、
後
代
お
び
た
だ
し
い
数

　
　
　
に
の
ぼ
る
社
外
船
主
が
出
現
し
、
む
し
ろ
、
旧
来
の
社
外
船
主
に
と
っ
て
か
わ
る
ほ
ど
の
勢
い
を
示
し
た
。
し
か
し
、
爾
後
に
お
け
る
社
外
船
の
大

　
　
　
発
達
も
、
明
治
二
＋
年
代
に
お
け
る
初
期
社
外
船
主
の
開
拓
的
努
力
を
土
台
と
し
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
う

　
　
　
し
た
初
期
に
活
躍
せ
る
社
外
船
主
の
発
展
過
程
の
中
に
こ
そ
、
前
記
学
問
的
発
展
法
則
が
最
も
典
型
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
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註
1
　
も
っ
と
も
、
三
井
物
産
会
祉
は
、
こ
の
外
に
、
函
館
丸
（
四
四
〇
総
屯
）
を
明
治
二
十
四
年
に
購
入
し
た
。
（
三
井
船
舶
部
之
沿
革
四
頁
）

註
2
　
明
治
二
十
六
年
末
社
外
汽
船
と
い
う
と
き
に
は
、
三
井
物
産
船
舶
部
の
勝
立
野
（
明
治
二
十
七
年
購
入
）
が
含
ま
れ
な
い
。

社
外
船
　
の
　
系
譜



社
外
船
　
の
　
系
譜

二
、
北
前
船
グ
ル
ー
プ

　
わ
が
国
「
社
外
船
」
の
発
達
に
あ
づ
か
っ
て
最
も
力
の
あ
っ
た
も
の
は
、
三
井
物
産
船
舶
部
と
「
北
前
船
」
系
船
主
た
ち
で
あ
っ
た
と
い

　
　
　
　
（
註
－
）

わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
初
期
社
外
船
主
群
の
中
心
的
勢
力
が
「
北
前
船
主
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
な
史
実
で
あ
る
。
彼

等
が
社
外
貨
物
汽
船
の
発
生
・
興
隆
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
と
果
し
た
功
績
乃
至
役
割
は
ま
こ
と
に
偉
大
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
北
前
船
」
そ
の
も
の
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
未
だ
、
確
た
る
定
説
あ
る
を
聞
か
な
い
が
、
「
北
米
船
」
、
「
北
廻
船
」
い
つ
れ
か
の
転
化
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
く
は
、
「
北
海
道
松
前
と
北
国
す
な
わ
ち
北
陸
地
方
間
を
航
行
す
る
船
」
の
い
つ
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
北
前
船
」
を
「
北
米
船
と
も
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
柳
田
国
男
監
修
「
民
俗
学
辞
典
」
＝
二
七
頁
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
北
廻
船
」
乃
至
「
松

　
　
　
前
・
北
陸
門
航
行
船
」
一
時
に
北
海
道
と
越
前
間
航
行
船
と
い
う
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
や
エ
、
信
愚
性
に
乏
し
い
と
老
え
ら
れ
る
一
と
い

　
　
　
う
の
は
、
一
部
古
老
の
俗
説
的
教
示
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
「
北
前
船
」
が
本
来
的
に
北
海
道
（
松
前
の
国
）
の
海
産
物
を
北
陸
地
方
に
輸
送
す

　
　
　
る
こ
と
を
業
務
主
体
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
松
前
・
北
陸
間
航
行
船
」
と
解
釈
す
る
を
穏
当
と
老
え
る
が
、
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の

　
　
　
船
舶
が
北
海
道
に
向
う
時
に
は
出
稼
ぎ
漁
夫
の
食
糧
た
る
「
北
米
」
す
な
わ
ち
北
陸
地
方
産
の
米
を
、
莚
・
臥
・
縄
お
よ
び
塩
漬
用
脚
等
と
と
も
に

　
　
　
積
ん
で
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
従
っ
て
、
北
海
道
諸
港
で
こ
れ
を
「
北
米
を
積
ん
だ
船
」
す
な
わ
ち
「
北
米
船
」
と
呼
称
し
て
迎
え
た
で
あ
ろ
う

　
　
　
こ
と
も
充
分
推
測
し
得
る
。
（
こ
の
点
、
第
一
次
大
戦
前
視
ま
で
小
樽
等
で
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
漁
場
に
北
陸
産
米
を
輸
送
す
る
船
を
依
然
「
北
前
船
」

　
　
　
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
）
　
た
だ
、
　
一
般
常
識
的
に
、
北
海
道
海
産
物
を
主
要
運
送
対
象
と
し
て
、
発
生
・
発
展
せ
る
も
の
と
老

　
　
　
え
ら
れ
て
い
る
「
北
前
船
」
を
、
往
航
の
、
い
わ
ば
、
空
荷
廻
航
を
避
け
ん
が
た
め
に
運
ん
だ
積
荷
「
北
陸
産
米
」
輸
送
を
も
つ
て
代
表
せ
し
め
る

　
　
　
こ
と
は
些
か
失
当
乃
至
誤
解
を
生
む
怖
れ
な
き
や
を
憂
え
る
。

「
和
漢
船
用
集
」
や
「
日
本
経
済
史
辞
典
」
等
に
お
い
て
、
「
北
国
舟
」
乃
至
「
北
国
廻
船
」
と
も
称
さ
れ
る
「
北
前
船
」
が
、
発
生
起
源
的
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に
、
北
海
道
海
産
物
の
北
陸
地
方
へ
の
運
送
を
中
心
業
務
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
北
海
道
海
産
物
の
輸
送
起
源
自

体
に
関
し
て
も
諸
説
が
あ
っ
て
、
に
わ
か
に
、
何
時
、
如
何
な
る
も
の
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
か
を
論
じ
が
た
い
け
れ
ど
も
、
当
面
わ
れ
わ

れ
が
研
究
対
象
と
す
る
「
北
前
帆
船
」
は
、
幕
末
文
政
の
頃
（
一
八
一
六
一
一
八
二
〇
年
）
よ
り
右
活
動
を
営
み
明
治
二
十
年
頃
ま
で
隆
盛

せ
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
慶
長
年
間
乃
至
そ
れ
以
前
に
お
け
る
端
初
的
な
北
海
道
海
産
物
輸
送
や
、
河
村
瑞
賢
に
よ
る
奥
羽
米
輸
送
の

「
北
国
廻
船
」
は
直
接
的
に
は
、
北
前
船
船
↓
社
外
船
へ
の
過
程
と
関
連
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
北
前
船
」
の
本
来
的
・
起
源
的
な
活
動
分
野
は
、
右
の
如
く
、
北
海
道
・
北
陸
地
方
間
の
海
産
物
運
送
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
、
や
が
て
、

一
且
北
海
道
よ
り
運
び
き
た
っ
た
海
産
物
、
な
か
ん
づ
く
、
細
塵
と
北
陸
地
方
産
米
毅
を
馬
関
経
由
阪
神
地
方
に
運
送
し
て
、
北
陸
・
山
陰

お
よ
び
瀬
戸
内
に
活
動
す
る
に
至
っ
た
。
概
ね
、
春
秋
二
回
阪
神
に
来
航
し
た
「
北
前
船
」
乃
至
「
北
国
船
」
は
冬
季
間
同
地
に
と
§
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
の
ち
、
中
国
・
四
国
の
塩
お
よ
び
阪
神
地
方
の
雑
貨
を
積
ん
で
北
陸
地
方
に
帰
る
を
常
態
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
北
海
道
・
北
陸
・

馬
歯
・
阪
神
間
を
航
海
す
る
「
北
前
船
」
は
、
表
日
本
の
阪
神
・
江
戸
聞
を
定
期
航
海
せ
る
「
菱
垣
廻
船
」
・
「
樽
廻
船
」
と
並
ん
で
幕
末
か

ら
明
治
に
か
け
て
、
わ
が
国
著
名
の
二
大
海
運
勢
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
「
北
前
船
」
は
、
賃
事
由
（
運
賃
収
得
を
目
的
と
す
る
他
人
運
送
船
）
た
る
「
菱
垣
廻
船
」
や
「
樽
廻
船
」

と
違
っ
て
、
船
主
が
同
時
に
商
人
で
あ
る
買
積
船
（
自
己
運
送
船
）
と
し
て
経
営
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
保
以
後
、
「
北
前
船
の
経
営
者
は
、

不
等
価
交
換
を
利
潤
の
源
泉
と
す
る
商
業
資
本
家
或
は
船
主
商
人
（
問
屋
業
者
）
で
あ
っ
て
、
海
運
業
は
全
く
そ
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
運
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
回
収
さ
れ
ず
、
商
品
価
格
の
上
に
転
嫁
さ
れ
て
い
た
。
」
　
自
己
運
送
経
営
形
態
、
な
か
ん
づ
く
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・

キ
ャ
リ
ア
ー
形
態
を
と
っ
た
「
北
前
船
」
が
他
人
運
送
経
営
形
態
に
一
歩
先
ん
じ
た
「
菱
垣
廻
船
」
・
「
樽
廻
船
」
よ
り
、
却
っ
て
、
帆
船
か

ら
蒸
汽
船
へ
の
過
渡
期
に
際
し
て
優
位
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
興
味
あ
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
杜
　
外
船
　
の
　
系
譜

一117一



　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜

　
す
な
わ
ち
、
明
治
以
降
、
三
菱
会
社
を
中
心
と
す
る
新
興
蒸
汽
船
勢
力
が
、
手
厚
い
政
府
保
護
を
受
け
て
発
達
す
る
や
、
表
日
本
航
路
面

に
お
い
て
伝
統
を
誇
る
旧
来
の
「
菱
垣
廻
船
」
・
「
樽
廻
船
」
は
、
早
く
か
ら
著
し
い
圧
迫
を
蒙
り
、
活
動
地
盤
を
蚕
蝕
さ
れ
て
、
衰
退
の
路

を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
裏
日
本
航
路
を
中
心
と
せ
る
「
北
前
船
」
は
比
較
的
打
撃
を
受
け
る
こ
と
少
く
、
且
つ
よ
り
遅
く
ま
で
健
在
ぶ

り
を
保
ち
得
た
。
荒
れ
が
ち
な
日
本
海
方
面
の
航
海
危
険
と
相
対
的
に
小
さ
い
旅
客
運
送
需
要
が
蒸
汽
船
の
裏
日
本
進
出
を
阻
害
し
、
他
面
、

「
北
前
船
」
旧
来
の
主
要
取
扱
貨
物
た
る
海
産
物
．
米
・
塩
等
が
低
運
賃
の
帆
船
積
取
に
適
し
て
い
た
が
た
め
で
あ
る
。
明
治
初
期
、
外
国

船
の
侵
入
に
よ
つ
て
表
日
本
沿
岸
航
権
を
脅
さ
れ
た
こ
と
を
動
機
と
し
て
保
護
育
成
さ
れ
た
汽
船
事
業
は
、
未
だ
、
旅
客
・
郵
便
物
の
定
期

運
送
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
定
期
貨
物
運
送
面
へ
の
進
出
は
お
く
れ
、
そ
れ
だ
け
、
「
北
前
船
」
は
活
動
地
盤
を
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
北
前
船
が
帆
船
勢
力
と
し
て
菱
垣
．
樽
廻
船
よ
り
長
命
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帆
船
か
ら
蒸
汽
船
へ
の
推
移
に
お
い
て
、
却
っ
て
、

一
歩
を
先
ん
じ
た
と
い
う
こ
と
は
皮
肉
な
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
前
記
の
如
く
、
北
前
船

主
だ
ち
が
、
よ
り
遅
い
時
代
ま
で
運
送
業
お
よ
び
そ
の
前
提
た
る
商
業
活
動
を
続
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
が
い
よ
い
よ
蒸
汽
船
の
購
入
を

な
す
場
合
に
必
要
な
資
本
蓄
積
を
な
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
至
せ
ば
事
態
は
正
常
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
北
前
船
主
乃
至
北

海
産
荷
受
問
屋
が
如
何
な
る
程
度
に
資
本
を
蓄
積
し
て
い
た
か
を
正
確
に
論
証
し
う
べ
き
資
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
明
治
二
十
年
以
降
蒸
汽

船
購
入
気
運
が
興
り
、
い
わ
ゆ
る
社
外
船
勢
力
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
、
有
力
な
北
前
船
主
が
競
っ
て
蒸
汽
船
を
採
用
し
た
と
い
う

事
実
は
、
彼
等
の
蓄
積
資
本
が
可
成
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
し
て
い
る
。

　
明
治
十
年
代
後
半
以
降
、
蒸
汽
船
の
侵
略
が
次
第
に
北
前
帆
船
の
活
動
地
盤
に
伸
び
、
彼
等
の
前
途
が
重
大
な
不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
、

石
川
・
福
井
・
滋
賀
三
県
下
居
住
の
北
前
帆
船
船
主
た
ち
は
相
室
ま
っ
て
「
北
陸
親
議
会
」
な
る
も
の
を
明
治
二
十
一
年
三
月
に
結
成
し
た
。
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北
陸
親
議
会
の
結
成
そ
の
も
の
は
、
自
己
の
所
有
す
る
風
帆
船
の
延
命
策
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
没
落
過
程
に
入
っ
た
北
前
帆

船
の
最
後
の
あ
が
き
に
す
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
附
会
結
成
当
時
に
お
け
る
北
前
帆
船
の
盛
大
を
う
か
が
う
に
は
充
分
で
あ
る
。
翌
明
治

二
十
二
年
十
一
月
現
在
に
お
い
て
、
同
工
所
属
会
員
た
る
三
県
下
の
北
前
船
主
の
み
で
総
数
六
十
三
名
、
所
有
帆
船
実
に
一
七
七
隻
を
数
え
、

如
何
に
北
前
船
が
繁
栄
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

　
　
明
治
二
十
二
年
十
一
月
現
在
北
陸
親
議
会
メ
ン
バ
ー

増久久中横忠西

夏璽離鍔
纂彦兵権二五粛

門助衛吉郎郎門

石
　
川

出
孫

谷
　
久

山
　
彦

西
出

保
　
彦

　
県
　
（
船
主
五
八
名

右
衛
門

小
西
出
源
左
衛
門

酒
　
谷
　
長
　
平

大
　
　
家
　
　
七
　
平

角
　
谷
　
甚
　
太
　
郎

社
外
船
　
の
　
系
譜

一
四
九
隻
）

　
西
出
丸
外
四
隻

　
久
悦
丸
外
二
隻

　
幸
徳
丸
外
三
隻

　
栄
徳
丸
外
二
隻

　
久
保
丸
外
四
隻

　
長
保
丸
外
四
隻

　
通
力
丸
外
四
隻

　
　
一
寿
丸
外
二
隻

　
幸
長
丸
外
五
隻

　
八
幡
丸
外
六
隻

　
正
徳
笛
音
六
佳
瓦

（
内
西
洋
型
帆
船
二
隻
）

（
内
西
洋
型
帆
船
二
隻
）

（
内
西
洋
学
帆
船
一
隻
）
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丹浜林浜浜広角社中岡右

　
　
西

「
北
陸
親
議
会
」

外
船
　
の
　
系
譜

　
谷
　
　
甚
　
　
吉

海
　
二
　
三
　
郎

中
　
八
　
三
　
郎

中
　
小
　
三
　
郎

　
　
　
清
　
　
一

　
中
　
　
叉
　
　
一

保
　
佐
　
吉
　
郎

福
　
井
　
県
　
（
船
主
四
名

近
権
左
衛
門

崎
　
栄
　
次
　
郎

村
　
三
　
之
　
丞

滋
　
賀
　
県
　
　
（
船
主
一
名

川
　
貞
　
次
　
郎

　
　
　
喜
徳
丸
外
三
隻

　
　
　
広
長
丸
外
七
隻
　
（
内
西
洋
型
帆
船
三
隻
）

　
　
　
魁
丸
外
九
隻
　
　
（
内
西
洋
型
帆
船
五
隻
）

　
　
　
幸
福
回
外
三
隻

　
　
　
加
太
丸
外
三
隻
　
（
内
西
洋
型
帆
船
三
隻
）

　
　
　
栄
寿
丸
外
二
隻

　
　
　
神
保
丸
外
二
隻

二
十
二
隻
）

　
　
　
八
幡
丸
外
十
三
隻
　
（
内
西
洋
型
帆
船
十
三
隻
）

　
　
永
来
丸
外
四
隻

　
　
　
安
全
丸
外
三
隻

六
隻
）

　
　
　
安
全
法
外
五
隻
　
（
内
西
至
愛
帆
船
一
隻
）

に
所
属
せ
る
北
前
船
主
の
所
有
船
舶
の
大
部
分
は
な
お
大
和
船
（
日
本
型
帆
船
）

名
を
な
し
た
船
主
た
ち
が
早
く
も
西
洋
型
帆
船
を
導
入
し
て
船
舶
の
近
代
化
に
一
歩
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
右
表
か
ら
判
明
す
る
。

と
も
角
、
同
会
メ
ン
バ
ー
の
中
に
後
日
の
社
外
船
主
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
く
、

に
お
い
て
も
、
蒸
汽
船
の
所
有
・
運
航
者
と
し
て
自
ら
の
繁
栄
と
伝
統
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
が
、
の
ち
に
社
外
船
主
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は

彼
等
は
い
わ
ゆ
る
北
前
船
の
没
落
以
後

な
か
ん
づ
く
、
当
時
す
で
に
、
広
海
二
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三
郎
が
蒸
汽
船
「
北
陸
丸
」
（
明
治
十
九
年
購
入
）
を
所
有
・
運
航
し
て
い
た
こ
と
は
歴
史
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
同
船
は

日
本
郵
船
会
社
の
神
戸
・
横
浜
間
定
期
船
よ
り
も
一
層
切
実
な
影
響
を
阪
神
地
方
の
帆
船
船
主
に
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
後
述
参
照
）
。

　
広
海
の
北
陸
丸
の
酒
そ
の
他
雑
貨
積
取
り
が
示
す
よ
う
に
、
北
前
船
出
身
の
船
主
た
ち
は
、
蒸
汽
船
へ
の
推
移
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の

自
己
運
送
形
態
す
な
わ
ち
、
自
己
が
北
海
産
荷
受
問
屋
と
し
て
取
扱
う
自
己
貨
物
の
運
送
か
ら
、
進
ん
で
一
般
他
人
貨
物
の
積
取
・
運
賃
の

収
得
を
目
指
す
他
人
運
送
形
態
へ
と
転
換
し
て
行
っ
た
こ
と
は
特
に
重
視
す
べ
き
点
で
あ
り
、
詳
細
は
主
要
船
主
別
の
発
展
過
程
の
中
で
取

扱
う
で
あ
ろ
う
。

　
「
北
陸
親
議
会
」
に
所
属
せ
る
広
海
二
三
郎
・
大
家
七
平
・
右
近
権
左
衛
門
・
浜
中
八
三
郎
と
並
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
北
前
五
大
船
主
」

と
数
え
ら
れ
た
も
の
に
馬
場
道
久
が
あ
る
。
富
山
県
伏
木
を
根
拠
と
せ
る
馬
場
家
海
運
業
の
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
天
保
初
期
頃
か
ら
、
他

の
北
前
船
同
様
北
海
道
海
産
物
の
輸
送
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明
白
で
、
明
治
十
年
代
前
半
、
道
正
屋
久
兵
衛
（
道
久
の
祖
父
）
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

数
隻
の
大
和
型
帆
船
を
所
有
す
る
一
大
船
主
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
馬
揚
が
蒸
汽
船
の
導
入
に
向
つ
た
の
は
可
成
り
早
い
時
期
に
属
し
、
「
肥

船
」
・
「
社
外
船
」
の
区
別
を
発
生
せ
し
め
る
一
つ
の
契
機
た
る
べ
き
「
日
本
海
運
業
同
盟
会
」
（
明
治
二
十
五
年
設
立
）
の
結
成
に
も
、
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

海
と
並
ん
で
尽
力
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
北
前
船
船
船
主
か
ら
発
展
し
て
汽
船
船
主
と
な
っ
た
も
の
は
、
頗
る
多
数
で
あ
り
、
彼
等
は
、
い
わ
ゆ
る
「
北
前
船
」
の
没

落
以
後
に
お
い
て
も
蒸
汽
船
の
所
有
・
運
航
者
と
し
て
、
旧
来
の
伝
統
と
繁
栄
を
持
続
す
る
に
成
功
し
た
。

　
否
、
む
し
ろ
、
わ
が
国
社
外
船
は
こ
れ
ら
の
北
前
船
グ
ル
ー
プ
を
一
方
の
、
し
か
も
最
も
有
力
な
発
生
基
盤
と
し
て
い
た
と
も
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
現
に
、
社
船
・
社
外
船
の
称
呼
の
生
じ
た
時
期
と
言
わ
れ
る
明
治
二
十
五
年
、
主
要
社
外
船
主
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
日
本

海
運
業
同
盟
会
」
1
わ
が
国
最
初
の
汽
船
船
主
の
団
体
に
し
て
、
現
「
日
本
船
主
協
会
」
の
前
々
身
で
あ
る
。
i
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

　
　
　
　
　
（
註
7
）

彼
等
で
あ
っ
た
し
、
前
記
日
清
戦
争
前
に
お
け
る
社
外
汽
船
総
計
約
四
万
総
屯
の
中
で
、
広
海
・
浜
中
・
大
家
・
右
近
・
馬
場
の
い
わ
ゆ
る

五
大
北
前
船
主
の
合
計
船
腹
は
、
そ
れ
の
み
で
、
四
分
の
一
以
上
の
比
重
を
有
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

　
右
の
「
日
本
海
運
業
同
盟
会
」
が
明
治
三
十
四
年
六
月
以
降
「
日
本
船
主
同
盟
会
」
と
改
称
し
た
当
時
の
同
側
々
員
及
所
属
船
舶
一
覧
表

を
み
て
も
、
依
然
と
し
て
北
前
船
グ
ル
ー
プ
は
重
要
な
一
勢
力
で
あ
っ
た
。
い
わ
ん
や
、
郵
・
商
両
社
及
び
三
井
物
産
会
社
に
次
ぐ
、
最
も

早
い
時
期
に
お
け
る
蒸
汽
船
の
購
入
・
運
航
者
で
あ
る
広
海
二
三
郎
（
明
治
十
九
年
に
北
陸
丸
を
購
入
）
や
明
治
二
十
六
年
愛
国
丸
を
も
つ

て
ハ
フ
イ
行
移
民
輸
送
を
敢
行
せ
る
大
家
仁
平
の
活
動
は
ま
さ
に
劃
期
的
重
要
性
を
も
ち
、
こ
れ
に
右
近
権
左
衛
門
、
浜
中
八
三
郎
、
馬
揚

道
久
等
い
つ
れ
も
明
治
二
十
年
代
前
半
乃
至
中
頃
に
汽
船
を
採
用
、
活
動
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
、
当
グ
ル
ー
プ
の
地
位
は
、
少
く
と
も

社
外
船
発
達
の
初
期
に
お
い
て
、
次
項
樽
・
菱
垣
廻
船
グ
ル
ー
プ
よ
り
一
層
顕
著
な
重
要
性
を
も
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
（
遺
憾
な
が
ら
、
本
北
前
部
グ
ル
ー
プ
の
研
究
資
料
は
未
だ
断
片
的
に
し
か
蒐
集
し
得
て
い
な
い
の
で
船
主
別
発
展
過
程
と
よ
り
詳
細
な
る
北
前
給

　
　
　
活
動
事
情
の
究
明
は
次
の
機
会
に
譲
る
）
。
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註
1
　
「
海
運
興
国
史
」
七
二
一
頁

註
2
　
「
日
本
食
塩
回
送
史
」
五
二
頁

註
3
　
河
野
正
富
「
天
保
後
の
北
前
船
」
（
経
済
史
研
究
第
二
三
巻
四
号
所
載
）

註
4
　
　
「
海
運
興
国
史
」
七
一
六
頁
。
資
料
に
不
備
な
箇
所
あ
る
（
福
井
県
の
場
合
）
も
軒
丈
の
ま
ま
。

註
5
　
一
般
に
、
馬
場
道
久
が
社
外
船
主
と
し
て
活
躍
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
彼
が
わ
が
国
海
運
ブ
ロ
ー
カ
ー
先
覚
の
↓
主
た
る
同
郷
の
谷
道
清
之
助
と
組
ん
で
、
北
海
道

　
　
炭
磯
汽
船
会
社
の
石
炭
輸
送
に
従
事
し
た
に
始
ま
る
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
馬
場
の
「
日
本
丸
」
購
入
事
情
や
北
海
道
炭
窯
汽
船
会
社
と
の
関
係

　
　
等
、
海
運
界
古
老
甲
斐
緑
氏
よ
り
種
々
有
益
な
御
教
示
を
贈
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
た
だ
、
そ
の
後
、
筆
者
が
馬
場
汽
船
株
式
会
祉
社
長
馬
場
正
治
氏
そ
の

　
　
他
に
つ
い
て
資
料
蒐
集
に
つ
と
め
た
と
こ
ろ
、
馬
場
家
が
徳
川
時
代
以
来
「
北
前
船
主
」
と
し
て
活
動
せ
る
吏
黒
旗
白
で
あ
る
の
で
、
敢
え
て
甲
斐
氏
の
「
馬
場
は
板

　
　
谷
宮
吉
と
と
も
に
関
東
船
主
グ
ル
ー
プ
特
に
北
海
道
船
主
グ
ル
ー
プ
と
す
る
を
可
と
せ
ん
」
と
の
御
忠
告
に
、
や
X
、
背
い
て
、
こ
れ
を
「
北
前
船
グ
ル
ー
ナ
」
と
し



て
取
扱
つ
た
。

註
6
　
浅
野
総
一
郎
（
二
代
目
－
引
用
者
）
編
「
父
の
抱
負
」
四
〇
頁

註
7
　
　
「
日
本
船
主
協
会
沿
革
史
」
六
－
九
頁

註
8
　
明
治
三
十
四
年
五
月
末
現
在
「
日
本
船
主
同
盟
会
会
員
及
船
舶
表
」
と
し
て
、
「
日
本
船
主
協
会
沿
革
史
」
（
一
九
一
二
〇
頁
）
が
掲
げ
る
も
の
を
再
録
す
れ
ば
次
の

如
し
。　

　
西
　
　

部
　
　
　
　

東
　
　

部

総
屯
数
会
員
氏
名

摂神神台摂凱愛大勝福河南江京千

　　　　　　　　　　野
海威州湾陽出国洋山井　 面戸都代
　　　　　　　　　　浦

丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸

社
外
船
の
系
譜

一、

Z
九
八

二
、
六
八
七

一、

ｵ
二
三

一、

O
二
五

二
、
二
七
一

二
、
九
二
八

一、

ｵ
六
七

一、

�
Z
九

一、

ｵ
二
一

一、

ｵ
九
〇

一、

Z
九
九

二
、
三
九
一

二
、
八
三
八

二
、
二
一
〇

九
〇
二

広
海
二
三
郎

幽幽

右
近
権
左
衛
門

同感同

岡
崎
藤
吉

大
家
七
言

同

牧
野
惟
雄

山

岸
本
五
兵
衛

同摂
津
航
業
株
式
会
社

高門千土佐末住東武武二二十十十
　　代渡　　±＋七五一
洋司　洋　広吉曲面陽　 針山観観
　　田　国　　　　　観立．，t。一一立
　　　　　　　　　　　日　 日　 日　 田

　　　　　　　　　　音
丸丸：丸丸丸：丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸

二
、
一
五
〇

二
、
五
一
六

六
一
〇

二
、
　
五
山
ハ
一
二

八
六
七

一、

G
ハ
ニ

一、

ｲ
二
四

→、

纔
Z
二

一、

O
四
八

一、

l
五
九

一、

�
l
五

二
、
　
一
山
一
山
ハ

一、

緕
O
七

二
、
〇
七
〇

一、

宦
Z
四

緒
明
菊
三
郎

同同齢同
日
本
商
船
株
式
会
社

同同歯

中
井
博
愛

田
阪
初
太
郎

謹
富
多
山
商
会

西
川
荘
三

神
谷
汽
船
合
資
会
社

秋
田
汽
船
株
式
会
社

一123一



社
外
船
の
系
譜

計大秀多頼伊日久竹報第元幸優盛旺

　　　　　　之　 之

　国吉聞朝吹　保　国元山運航航陽

　
一
、
九
］
〇

　
一
、
五
二
二

　
一
、
三
七
八

二
、
八
七
六

二
、
三
〇
四

　
一
、
八
一
三

二
、
六
九
八

二
、
〇
五
二

　
一
、
九
九
六

　
一
、
二
二
八

　
↓
、
〇
四
七

　
一
、
　
〇
一
一
工
ハ

　
　
七
〇
一

　
　
六
七
二

　
　
八
九
六

五
、
　
二
山
ハ
ゴ
八
○

宮谷八河面面田山喜山山藤壷日面
　崎　　辺野原中県太
田　　馬丸山
　〇ご　　　　伊卵巣伊
八兵読響之之三兵
　　　　　　　

ノへ

各衛郎介郎衛介介郎衛

本岡

　幸
と

し四

二玉北東後駿三都北北勢計

雄　門　徳蘭浦運運志甲角

丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸

二
六
隻

一、

l
二
六

　
七
〇
〇

　
九
一
八

　
三
五
九

　
七
四
五

　
七
一
三

　
一
五
〇

　
一
八
四

　
一
九
一

　
　
七
〇

　
　
八
八

二
．
九
八
七
七

高
　
田
　
商
　
会

画
館
汽
船
株
式
会
社

同同高
木
　
七
　
五
　
郎

静
隆
株
式
会
祉

岩
内
汽
船
株
式
会
社

同同
学
　
田
　
栄
　
蔵

同

国
　
四
　
名
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三
、
樽
・
菱
垣
廻
船
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も

「
斯
ふ
し
て
帆
船
時
代
（
よ
り
正
確
に
は
西
洋
館
帆
船
時
代
一
引
用
者
）
に
は
大
阪
の
帆
船
の
所
謂
ひ
が
き
船
と
灘
の
帆
船
の
樽
廻
船
の
区
別
も
な

く
な
っ
て
、
勝
手
に
積
荷
を
吸
収
し
て
積
込
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
九
店
物
も
十
三
店
物
も
汽
船
に
奪
は
れ
て
終
っ
て
、
帆
船
は
悲
惨
な
状
態
に

　
　
も
　
　
も

陥
っ
て
手
事
懸
り
を
主
な
る
積
荷
と
し
て
み
る
灘
方
面
の
船
主
さ
へ
航
海
の
収
支
が
償
は
な
く
な
っ
た
の
で
そ
の
他
の
帆
船
々
是
等
は
窮
策
と
し
て
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

　
　
　
播
州
の
塩
、
九
州
の
石
炭
な
ど
を
積
荷
と
し
て
、
一
時
の
急
場
を
切
り
抜
け
て
み
た
の
で
あ
る
。
L
　
i
傍
点
原
文
の
ま
ま

右
は
川
野
宗
太
郎
「
自
伝
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
菱
垣
廻
船
及
び
樽
廻
船
系
の
帆
船
船
主
の
没
落
事
情
で
あ
る
が
、
徳
川
時
代
以
来
、
江

戸
・
大
阪
間
定
期
航
海
を
営
ん
で
、
わ
が
国
海
運
史
上
に
永
く
記
憶
さ
る
べ
き
樽
・
菱
垣
両
廻
船
も
、
明
治
以
降
、
大
和
型
帆
船
↓
西
洋
型

帆
船
↓
蒸
汽
船
へ
の
必
然
的
過
程
の
う
ち
に
衰
退
し
、
船
主
自
身
も
こ
の
移
行
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
存
在
を
保
ち
得
た
。
前

述
、
北
前
船
の
血
合
に
比
し
て
、
遙
に
直
接
的
且
つ
集
中
的
な
蒸
汽
船
の
蚕
蝕
を
う
け
た
表
日
本
神
戸
・
横
浜
間
基
幹
航
路
を
伝
統
的
地
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

と
し
て
存
立
し
て
き
た
阪
神
在
住
帆
船
々
主
の
衰
退
は
一
層
急
激
で
あ
り
、
且
つ
徹
底
的
で
あ
っ
た
。
再
び
「
自
伝
」
を
引
用
す
れ
ば
、

　
　
　
「
現
在
、
我
国
の
海
運
界
の
覇
権
を
握
っ
て
み
る
日
本
郵
船
会
社
が
帆
船
よ
り
漸
次
汽
船
に
改
め
て
、
海
運
界
に
勢
力
を
伸
長
し
初
め
た
の
で
一
般

　
　
　
の
海
運
界
は
余
儀
な
く
覚
醒
を
促
さ
れ
た
。
そ
し
て
郵
船
所
有
の
汽
船
が
灘
及
び
大
阪
と
東
京
駅
と
の
荷
物
を
自
然
の
勢
ひ
で
吸
収
す
る
の
で
、
帆

　
　
　
船
に
荷
物
を
積
む
荷
主
は
漸
次
減
少
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
に
は
汽
船
は
出
帆
の
期
日
が
一
定
し
て
み
る
の
と
、
運
送
期
間
が
非
常
に
短
縮
さ
れ
た
の

　
　
　
で
、
運
賃
が
高
く
と
も
汽
船
の
方
へ
荷
主
が
積
み
込
み
を
依
頼
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
殊
に
大
阪
の
広
海
氏
所
有
汽
船
「
北
陸
丸
」
が
灘
方

　
　
　
面
に
侵
入
し
て
来
て
、
自
家
所
有
船
の
な
い
醸
造
家
の
酒
を
運
び
初
め
た
こ
と
は
、
灘
及
び
御
影
の
自
家
所
有
船
に
よ
っ
て
手
酒
を
主
と
し
て
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
　
　
他
の
積
物
を
従
と
し
て
吸
収
し
て
み
た
船
主
に
は
非
常
な
衝
動
と
刺
戟
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
L

　
他
人
運
送
形
態
に
進
化
し
、
従
っ
て
、
他
人
貨
物
を
よ
り
多
く
吸
収
せ
ん
と
せ
る
汽
船
の
侵
入
に
よ
っ
て
「
非
常
な
衝
動
と
刺
戟
」
を
受

け
た
阪
神
地
方
の
帆
船
々
主
は
、
一
時
的
な
急
揚
を
し
の
ぐ
た
め
に
「
大
日
本
同
盟
風
帆
船
組
．
合
」
　
（
明
治
十
九
年
六
月
設
立
）
を
結
成
し
、

或
は
「
豪
雨
航
会
社
」
　
（
明
治
二
十
年
設
立
）
、
「
摂
州
灘
酒
家
興
業
会
社
」
　
（
明
治
二
十
一
年
設
立
、
翌
年
前
記
「
摂
州
灘
興
業
会
社
」
と

改
称
）
と
い
う
会
社
組
織
を
採
用
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
後
の
摂
州
灘
酒
家
興
業
会
社
を
除
い
て
、
　
「
風
帆
船
も
一
個
の
利
器
な
り
」
、
「
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
4
）

…
商
法
不
身
重
の
曲
節
は
、
風
帆
船
国
益
と
申
も
過
言
に
あ
ら
ず
…
…
」
と
い
う
前
記
風
帆
船
組
合
設
立
規
約
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
如

く
、
い
つ
れ
も
帆
船
々
主
の
は
か
な
い
消
極
的
自
己
防
衛
策
で
あ
り
、
会
社
組
織
を
と
り
入
れ
な
が
ら
も
灘
盛
航
会
社
は
準
々
汽
船
の
新
造

　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

乃
至
購
入
に
進
み
得
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
更
に
、
始
め
か
ら
蒸
汽
船
「
摂
州
丸
」
を
購
入
し
て
汽
船
経
営
に
手
を
染
め
た
摂
州
灘
酒
家
興

業
会
社
も
、
そ
の
社
名
の
示
す
通
り
、
灘
酒
造
家
小
網
与
八
郎
・
若
林
茂
左
衛
門
・
河
東
利
助
等
が
牧
野
惟
雄
・
岡
崎
藤
吉
と
組
ん
で
発
起

せ
る
自
衛
的
な
、
せ
い
ぜ
い
、
半
他
人
運
送
経
営
形
態
の
、
存
在
で
し
が
な
か
っ
た
。

　
こ
の
点
で
菱
垣
・
樽
廻
船
の
後
喬
た
ち
は
、
極
め
て
、
垂
葉
的
・
自
重
主
義
的
で
あ
っ
た
。
広
海
・
右
近
・
大
家
等
々
北
前
船
系
の
海
運

業
者
が
、
著
し
く
進
取
的
・
積
極
主
義
的
で
あ
り
、
悪
く
言
え
ば
、
野
心
的
で
さ
え
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
菱
垣
・
樽
廻
船
系
船
主
は
老
舗

の
旦
那
衆
で
あ
り
、
祖
先
伝
来
の
地
盤
と
伝
統
を
墨
守
し
、
古
く
か
ら
の
慣
習
と
持
船
を
惜
し
み
愛
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
が

多
年
の
経
営
に
よ
っ
て
培
っ
て
き
た
海
運
業
務
上
の
知
識
と
実
力
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
、
北
前
船
出
身
の
船
主
た
ち
に
劣
っ
た
も
の
で

な
く
、
後
者
に
し
て
支
出
し
う
る
ほ
ど
の
汽
船
購
入
費
を
捻
出
し
得
ぬ
ほ
ど
商
業
資
本
の
蓄
積
に
窮
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

灘
酒
輸
送
に
従
事
し
て
き
た
船
主
の
二
合
、
い
わ
ば
、
保
証
さ
れ
た
可
成
り
多
量
の
積
荷
（
酒
息
）
さ
え
あ
り
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等

が
、
時
勢
の
進
［
展
に
即
応
し
て
、
蒸
汽
船
を
採
用
す
る
こ
と
も
よ
り
容
易
で
さ
え
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
千
石
船
以
来
の
伝
統
と
慣
習
を
重
ん
じ
す
ぎ
た
菱
垣
・
樽
廻
船
系
統
の
帆
船
々
主
だ
ち
は
、
か
く
し
て
、
蒸
汽
船
に
よ
り
早
く
接
し
つ
つ

も
、
却
っ
て
、
蒸
汽
船
へ
の
移
行
に
は
よ
り
慎
重
で
あ
り
、
よ
り
臆
病
で
さ
え
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
す
で
に
、
広
海
・
浜
中
・
大
家

・
右
近
等
の
北
前
船
系
船
主
の
基
幹
勢
力
は
、
太
半
、
大
阪
に
居
を
移
す
に
至
っ
て
お
り
、
菱
垣
・
樽
・
北
前
等
々
の
間
に
劃
然
た
る
差
別

は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
厳
密
に
、
菱
垣
廻
船
及
び
樽
廻
船
系
の
帆
船
々
主
を
抽
出
し
、
系
統
化
す
る
こ
と
自
体

に
も
問
題
が
あ
り
、
　
一
概
に
阪
神
地
方
生
粋
の
船
主
の
み
の
保
主
主
義
と
断
じ
が
た
い
点
も
あ
る
か
し
れ
ぬ
。
と
は
い
え
、
常
識
的
・
一
般

的
見
方
か
ら
し
て
往
時
に
お
け
る
樽
・
菱
垣
両
廻
船
の
繁
栄
と
、
そ
れ
が
就
航
せ
る
阪
神
・
京
浜
間
航
路
の
伝
統
的
重
要
性
或
は
阪
神
地
方

の
当
時
の
中
心
的
海
運
市
場
性
等
を
顧
み
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
阪
神
地
方
帆
船
々
主
の
蒸
汽
船
へ
の
推
移
、
従
っ
て
、
社
外
船
主
と
し
て
の
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活
躍
は
、
北
前
船
グ
ル
ー
プ
に
比
較
し
て
、
若
干
の
遜
色
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

　
す
で
に
、
挙
示
せ
る
資
料
に
よ
っ
て
も
、
日
清
戦
争
前
後
に
お
け
る
社
外
船
主
中
に
見
出
せ
る
樽
・
菱
垣
廻
船
系
の
も
の
が
、
至
っ
て
少

数
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
ほ
ぼ
明
白
で
あ
ろ
う
が
、
重
ね
て
、
別
の
資
料
を
引
け
ば
次
の
如
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
神
戸
海
運
五
十
年
史
」
は
、

日
清
戦
争
前
に
あ
っ
て
阪
神
地
方
居
住
船
主
と
し
て
活
躍
せ
る
も
の
は
「
広
海
二
三
郎
・
藤
岡
庄
一
郎
・
摂
州
灘
興
業
株
式
会
社
・
浜
中
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

三
郎
・
大
家
仁
平
・
八
馬
齢
介
・
岸
本
五
兵
衛
・
右
近
権
左
衛
門
等
」
と
述
べ
つ
x
、
同
戦
争
前
後
の
著
名
社
外
船
主
と
し
て
次
の
も
の
を

　
　
　
（
註
8
）

挙
示
す
る
。

広
海
二
三
郎

浜
中
　
八
　
三
　
郎

岸
　
本
　
五
　
兵
　
衛

菅
野
伝
右
衛
門

藤
野
四
郎
兵
衛

南
　
島
　
間
　
作

摂
州
灘
興
業
株
式
会
社

株
式
会
社
辰
馬
商
会

深
川
汽
船
株
式
会
社

宇
和
島
運
輸
株
式
会
社

共
立
汽
船
株
式
会
社

社
外
船
　
の
　
系
譜

盛山緒高騰右浅
航本明木馬近野
　　菊七　権総
　　　　兼：左会藤
　　三五　衛一
三助三郎三門郎

中
越
汽
船
株
式
会
社

日
本
汽
船
株
式
会
社

函
館
汽
船
株
式
会
社

伊
予
汽
船
株
式
会
社

摂
津
興
業
株
式
会
社

尼
崎
汽
船
会
社

土
佐
商
船
株
式
会
社

神
田
汽
船
株
式
会
社

原岡神藤大馬
田崎谷岡家場
十　 伝庄
次藤兵＿七道

論郎吉衛郎平久e
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社
外
船
　
の
　
系
譜

こ
れ
ら
諸
資
料
を
通
じ
て
、
樽
廻
船
の
流
れ
を
ほ
ゴ
正
統
に
汲
む
も
の
と
し
て
は
、
摂
州
灘
興
業
会
社
（
後
述
の
如
く
改
名
・
合
併
あ
り
）
、

盛
航
会
社
お
よ
び
両
社
合
併
に
よ
る
摂
津
航
業
会
社
と
八
馬
艦
影
乃
至
辰
馬
商
会
を
認
め
う
る
に
す
ぎ
ぬ
。
亜
流
的
存
在
や
北
前
船
出
の
菱

垣
（
む
し
ろ
九
店
）
系
船
主
の
如
き
も
の
が
あ
り
う
る
に
し
て
も
、
正
統
的
樽
・
菱
垣
廻
船
グ
ル
ー
プ
の
社
外
船
主
は
、
凡
ら
く
、
こ
れ
以

　
　
　
　
　
（
註
1
0
）

外
に
あ
る
ま
い
。

　
上
述
の
如
く
、
樽
・
菱
垣
系
の
社
外
船
主
は
、
北
前
船
系
に
比
べ
て
、
比
較
的
少
数
で
あ
り
且
つ
若
干
の
立
遅
れ
を
示
す
け
れ
ど
も
、
他

面
、
こ
の
種
社
外
船
主
系
列
は
、
海
運
業
の
歴
史
的
発
展
法
則
、
自
己
運
送
↓
半
他
人
運
送
↓
他
人
運
送
へ
の
順
序
的
推
移
を
最
も
典
型
的

に
表
現
し
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
学
問
的
に
極
め
て
重
要
な
研
究
対
象
と
な
る
。
以
下
本
稿
で
は
樽
廻
船
系
と
目
さ
れ
る
「
灘
盛
航
会
社
」

と
「
摂
州
灘
酒
家
興
業
会
社
」
一
「
摂
州
灘
興
業
会
社
」
、
　
両
社
合
併
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
摂
津
航
業
会
社
」
、
　
そ
の
後
身
た
る
「
辰

馬
商
会
」
1
「
辰
馬
汽
船
合
資
会
社
」
1
現
「
新
日
本
汽
船
株
式
会
社
」
に
つ
い
て
、
概
略
的
説
明
を
試
み
よ
う
。

　
蒸
汽
船
の
出
現
と
侵
略
に
よ
っ
て
自
ら
の
活
動
地
盤
を
脅
か
さ
れ
た
阪
神
地
方
在
住
の
一
部
帆
船
々
主
が
、
所
有
帆
船
二
十
隻
を
集
め
て
、

明
治
十
九
年
六
月
、
「
大
日
本
同
盟
風
帆
船
組
合
」
を
設
立
し
た
の
に
刺
戟
さ
れ
て
、
西
宮
の
辰
馬
家
、
鳴
尾
の
辰
馬
家
お
よ
び
御
影
の
河
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
U
）

家
、
井
上
氏
等
数
名
の
酒
造
家
兼
帆
船
々
主
は
、
簾
越
〇
年
、
持
船
を
合
併
し
て
「
最
盛
航
会
社
」
を
設
立
し
た
。
す
で
に
、
大
和
型
帆
船

↓
西
洋
型
帆
船
の
過
程
中
に
お
い
て
、
半
他
人
運
送
的
転
化
を
と
げ
て
、
灘
酒
の
か
わ
り
に
、
尾
張
の
木
材
や
九
州
の
石
炭
等
を
も
積
取
り

は
じ
め
て
い
た
こ
れ
ら
の
酒
造
家
持
船
が
汽
船
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
一
層
、
石
炭
や
食
塩
と
い
っ
た
自
己
本
来
の
貨
物
（
酒
）
以
外
の
他
人

貨
物
の
輸
送
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
当
然
の
成
行
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
五
百
屯
以
上
の
大
型
西
洋
型
帆
船
二
隻
（
「
第

二
辰
丸
」
及
び
「
神
路
丸
」
）
を
含
め
て
、
総
数
十
二
、
三
隻
の
帆
船
を
一
会
社
に
集
め
、
も
っ
て
、
自
家
醸
造
酒
の
自
己
運
送
を
続
け
よ

う
と
し
た
盛
航
会
社
の
所
属
船
も
ま
た
、
到
底
、
自
己
運
送
形
態
の
枠
を
固
守
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
灘
酒
の
積
量
の
み
に
ご
だ
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わ
っ
て
い
て
は
、
所
属
船
腹
の
不
稼
動
・
遊
休
化
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
た
と
え
ば
川
野
氏
の
船
長
た
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
2
）

「
神
路
丸
」
は
唐
津
か
ら
石
炭
を
輸
送
し
た
。

　
汽
船
の
圧
迫
に
対
す
る
自
己
防
衛
手
段
と
し
て
、
遂
に
、
灘
盛
航
会
社
と
い
う
会
社
を
設
立
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
な
お
、
蒸
汽
船
自
身

を
採
用
す
る
ま
で
に
至
り
得
な
か
っ
た
上
記
辰
馬
家
や
河
東
家
道
の
酒
造
家
畜
船
主
の
態
度
と
い
う
も
の
は
、
全
く
、
　
「
今
に
於
て
思
え
ば

　
　
　
　
　
（
註
1
3
）

嘘
の
よ
う
な
話
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
、
よ
り
進
歩
的
・
積
極
的
な
動
き
を
示
し
た
酒
造
家
た
ち
も
な
く
は
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
灘
盛
航
会
社
に
次
い
で
、
し
か
も
、
一
応
別
個
の
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
「
摂
州
灘
酒
家
興
業
会
社
」
の
血
合
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

「
摂
州
灘
酒
家
興
業
会
社
」
は
、
前
述
の
如
く
、
日
本
郵
船
会
社
汽
船
乃
至
広
海
二
三
郎
所
有
の
汽
船
「
北
陸
丸
」
の
侵
入
と
そ
の
高
運
賃

と
に
直
面
し
た
灘
地
区
の
酒
造
家
た
ち
が
自
己
の
利
益
を
守
ら
ん
が
た
め
に
、
小
網
・
若
林
・
河
東
・
牧
野
・
岡
崎
等
を
発
起
人
と
し
て
明

治
二
十
一
年
、
資
本
金
二
十
万
円
の
株
式
会
社
組
織
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
会
社
は
、
最
初
か
ら
蒸
汽
船
を
採
り
入
れ
た
。

前
掲
表
に
み
ら
れ
る
「
摂
州
丸
」
・
「
心
事
丸
」
　
・
「
摂
陽
丸
」
の
三
隻
の
汽
船
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
同
社
は
、
こ
れ
ら
の
三
蒸
汽
船
を
も

つ
て
、
「
灘
大
阪
の
酒
及
び
九
店
も
の
十
三
店
物
を
運
搬
」
し
た
。
こ
の
会
社
は
、
本
来
的
に
は
、
酒
造
業
・
銀
行
業
・
精
米
業
を
目
的
と
し
、

か
た
わ
ら
汽
船
運
送
業
を
営
ん
だ
頗
る
多
方
面
的
営
業
を
試
み
た
特
殊
な
企
業
で
あ
り
、
翌
年
に
至
っ
て
会
社
名
を
「
摂
州
灘
興
業
会
社
」

と
改
称
し
た
こ
と
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
同
社
の
海
運
業
経
営
形
態
は
、
単
な
る
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
キ
ャ
リ
ア
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
後
代
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
キ
ャ
リ
ア
（
H
昌
山
雷
ω
蔚
円
一
P
一
　
ム
Ω
p
D
同
門
哨
①
同
）
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
、
汽
船
勢
力
の
冒
頭
に
対
処
せ
ん
と
す
る
灘
酒
造
家
の
自
己
防
衛
的
性
格
に
留
ま
っ
た
が
故
に
、
同
社
の
汽

船
経
営
は
、
勢
い
、
限
定
的
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
盛
航
会
社
と
は
違
っ
て
、
蒸
汽
船
を
逸
早
く
採
用
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
際
上
の
経

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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営
形
態
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
様
な
f
汽
船
経
営
の
発
達
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
中
途
半
端
な
一
半
他
人
運
送
的
存
在
に

終
始
し
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
保
守
的
・
制
限
的
な
活
動
の
た
め
に
摂
州
灘
興
業
会
社
は
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
社
外
船
一
般
の
発
展

か
ら
、
ひ
と
り
、
除
け
者
と
さ
れ
、
明
治
二
十
八
年
に
、
　
「
摂
陽
丸
」
を
売
却
し
、
明
治
三
十
年
九
月
に
は
、
　
「
摂
州
丸
」
を
失
い
、
疑
い

に
、
当
初
所
有
船
三
隻
中
最
小
且
つ
最
老
令
の
「
摂
海
星
」
一
隻
を
残
す
に
過
ぎ
ぬ
有
様
と
な
っ
た
。
苦
境
に
陥
入
つ
た
同
社
は
、
明
治
三

十
年
、
灘
盛
航
会
社
に
吸
牧
合
併
さ
れ
た
。

　
当
初
、
所
有
帆
船
に
愛
煙
の
情
を
禁
じ
得
ず
、
各
自
の
西
洋
型
帆
船
十
数
隻
を
合
し
て
、
伝
統
的
な
「
手
酒
」
　
（
自
己
貨
物
）
の
東
京
送

り
を
継
続
し
つ
つ
、
逐
次
、
他
人
貨
物
・
殊
に
九
州
炭
・
播
州
塩
の
輸
送
に
手
を
染
め
た
「
灘
回
航
会
社
」
の
方
が
、
却
っ
て
、
苦
し
み
な

が
ら
も
存
続
し
得
た
の
は
、
運
命
の
皮
肉
と
も
言
い
得
よ
う
。

　
た
と
え
ば
、
灘
盛
航
会
祉
に
も
、
摂
州
灘
興
業
会
社
に
も
、
両
方
と
も
に
参
加
し
た
河
東
家
（
河
東
利
助
）
の
場
合
、
前
者
に
対
し
て
当
時
の
最

優
秀
西
洋
型
帆
船
た
る
こ
と
を
誇
っ
た
、
倉
船
「
太
陽
丸
」
　
（
三
九
二
総
屯
）
を
提
供
し
て
い
た
だ
け
に
、
単
な
る
資
本
醸
出
者
と
し
て
加
わ
っ
た

摂
州
灘
興
業
会
社
に
対
す
る
よ
り
も
、
一
層
盛
航
会
社
業
務
の
発
展
・
維
持
に
真
剣
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
太
陽
鋼
船
長
川
野
宗
太

郎
が
甲
種
船
長
免
状
の
取
得
の
た
め
、
下
船
・
受
験
準
備
を
願
い
出
た
の
に
対
し
て
河
東
家
支
配
人
が
、
　
「
我
が
船
主
は
将
来
と
錐
も
五
百
屯
以
上

の
船
は
漣
も
建
造
叉
は
購
入
す
る
こ
と
は
な
い
。
随
っ
て
当
船
主
の
船
主
と
し
て
は
五
百
屯
以
上
の
船
長
資
格
で
あ
る
甲
種
免
状
を
必
要
と
し
な
い
。

云
々
」
と
反
対
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
河
東
家
の
帆
船
々
主
的
生
き
方
と
そ
の
決
意
の
ほ
ど
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
西
洋
型
帆
船
の
延
命
を
図
り
、
汽
船
の
侵
入
に
対
抗
せ
ん
と
し
た
彼
等
の
は
か
な
い
希
望
と
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帆
船

か
ら
蒸
汽
船
へ
の
移
行
は
、
如
何
と
も
し
難
い
「
時
勢
」
で
あ
っ
た
。
な
お
し
ぼ
ら
く
、
西
洋
型
帆
船
を
固
執
し
続
け
た
盛
航
会
社
も
、
遂

に
、
日
清
戦
争
を
機
会
と
し
て
蒸
汽
船
を
購
入
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、



　
　
　
大
　
　
　
和
　
　
　
丸
　
　
　
　
原
名
　
　
］
≦
p
一
ミ
麟
　
　
　
　
　
　
一
二
、
　
0
穴
七
…
総
屯
　
　
　
　
　
一
八
七
一
二
年
留
男
氾

　
　
　
旺
　

洋
　

丸
　
　
〃
　
南
①
轟
】
8
　
　
　
一
、
九
一
〇
〃
　
　
　
一
八
七
八
　
〃

　
　
　
盛
航
丸
　
〃
∪
。
舞
q
　
一
、
五
二
二
〃
　
一
八
八
二
〃

　
三
隻
約
六
、
五
〇
〇
総
屯
の
汽
船
々
腹
を
保
有
す
る
一
軍
船
会
社
勢
力
と
な
り
、
明
治
三
十
年
に
は
、
前
記
摂
州
灘
興
業
会
社
の
「
摂
海

丸
」
を
合
併
に
よ
っ
て
加
え
た
。
右
の
合
併
に
よ
っ
て
、
新
会
社
の
名
前
は
「
摂
津
航
業
株
式
会
社
」
と
・
な
り
、
辰
馬
栄
之
助
が
社
長
の
地

位
に
就
い
た
が
、
同
社
は
、
其
後
更
に
左
記
二
隻
の
汽
船
を
購
入
し
、
今
や
有
力
な
社
外
船
主
の
一
員
と
な
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
優
　
　
航
　
　
丸
　
　
　
原
名
　
H
⇔
σ
q
雷
げ
四
昌
　
　
　
一
、
三
七
九
総
屯
　
　
　

一
八
八
四
年
建
造

　
　
　
英
航
丸
　
〃
尉
ぎ
轟
留
轟
一
、
四
八
一
〃
　
＝
八
八
O
〃

　
明
治
三
十
五
年
辰
馬
栄
之
助
社
長
死
去
に
伴
い
、
鳴
尾
の
辰
馬
家
（
辰
馬
半
右
衛
門
）
が
同
社
を
譲
り
う
け
、
「
株
式
会
社
辰
馬
商
会
」
と

改
称
更
に
明
治
四
十
二
年
「
辰
馬
汽
船
合
資
会
社
」
と
改
め
て
以
降
の
、
い
わ
ゆ
る
辰
馬
汽
船
会
社
が
、
日
本
海
二
千
の
中
堅
勢
力
と
し
て

活
躍
し
、
今
日
の
「
新
日
本
汽
船
会
社
」
の
前
身
で
あ
っ
た
こ
と
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
娘
盛
航
会
社
が
汽
船
を
採
用
し
た
日
清
戦
争
の
頃
は
、
日
本
資
本
主
義
の
成
立
期
・
産
業
革
命
の
達
成
期
で
あ
り
、
近

代
的
機
械
工
業
の
発
達
、
商
品
生
産
・
流
通
の
一
般
化
、
貿
易
の
増
大
等
々
に
よ
っ
て
、
海
運
業
は
今
や
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
発
展
基
盤

を
も
ち
う
る
に
至
っ
た
。
汽
船
購
入
の
当
初
、
な
お
灘
酒
の
輸
送
を
主
と
し
な
が
ら
も
、
北
海
道
・
九
州
方
面
に
出
動
し
て
、
他
人
運
送
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
6
）

を
次
第
に
強
化
し
は
じ
め
た
灘
盛
航
会
社
や
、
摂
州
灘
興
業
会
社
は
、
こ
う
し
た
国
民
経
済
基
盤
の
成
熱
を
背
景
と
し
て
、
　
一
般
社
外
船
と

同
様
、
他
人
運
送
業
務
を
発
展
さ
せ
て
行
っ
た
。
一
般
社
外
船
主
と
異
な
り
、
大
和
型
帆
船
以
来
の
伝
統
と
基
盤
と
を
自
負
す
る
灘
酒
の
積

取
は
、
依
然
、
そ
の
本
来
的
使
命
の
一
つ
で
あ
り
、
事
実
そ
れ
が
他
よ
り
も
有
利
な
経
営
条
件
で
も
あ
っ
た
が
、
「
摂
津
航
業
会
社
」
時
代
以

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
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降
、
殊
に
「
辰
馬
商
会
」
と
改
称
さ
れ
た
頃
に
は
、
す
で
に
、
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
7
）

他
人
貨
物
の
運
送
が
本
業
と
な
っ
て
い
た
。

（
他
人
運
送
形
態
の

原
則
化
）
（
辰
馬
汽
船
爾
後
の
発
展
お
よ
び
八
馬
兼
帯
の
発
達
過
程
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
譲
る
。
）

（
註
－
）
川
野
宗
太
郎
「
自
伝
」
一
二
八
頁
。

（
註
2
）
　
大
和
型
帆
船
を
も
つ
て
す
る
純
粋
の
雪
下
に
お
け
る
樽
廻
船
・
菱
垣
廻
般
は
、
西
洋
型
帆
船
の
出
現
に
よ
っ
て
本
格
的
な
没
落
過
程
を
た
ど
り
始
め
た
。
　
（
拙
著

　
「
日
本
海
運
競
争
史
序
説
」
第
二
章
大
和
型
帆
船
と
西
洋
型
帆
船
と
の
競
争
参
照
）
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
早
く
、
す
で
に
、
明
治
四
年
、
樽
廻
船
問
屋
聞
に
汽
船
使

　
用
の
議
論
も
起
っ
て
お
り
、
明
治
八
年
頃
に
は
汽
船
の
侵
入
に
よ
っ
て
樽
廻
船
は
非
常
に
衰
微
し
て
い
る
。
そ
し
て
西
南
戦
役
時
の
臨
時
的
船
腹
需
要
に
よ
っ
て
、
一
時

　
復
活
し
た
が
、
戦
後
の
反
動
と
し
て
却
っ
て
汽
船
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
一
方
、
酉
洋
型
帆
船
へ
の
推
移
が
始
ま
る
に
至
っ
て
、
遂
に
由
緒
深
い
樽
廻
船
は
明
治
十
三
年
頃

　
に
其
影
を
絶
つ
た
の
で
あ
る
。
大
和
型
帆
船
を
も
つ
て
す
る
、
い
わ
ゆ
る
樽
船
・
菱
垣
船
に
代
っ
て
発
達
せ
る
西
洋
型
帆
船
に
よ
る
阪
神
・
東
京
聞
貨
物
運
送
も
、
当
然

　
に
、
最
初
か
ら
、
蒸
汽
船
と
の
競
争
・
圧
迫
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
三
菱
会
社
と
共
同
運
輸
会
社
と
の
伝
説
的
競
争
に
関
連
し
て
明
治
十
八
年
当
時
の
一
新
聞
が
次
の

　
報
道
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
逆
説
的
に
、
阪
神
地
方
帆
船
船
主
に
対
す
る
汽
船
の
脅
威
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
…
…
灘
伊
丹
ノ
酒
造
重
量
ハ
従
来
記
聞
中
二
数
艘
ノ
風
帆
船
ア
リ
テ
東
京
既
墾
ヲ
運
搬
ス
ル
ニ
ハ
難
船
を
用
ヒ
来
り
シ
ニ
先
キ
ニ
三
菱
共
同
両
社
競
争
以
来
運
賃
非
常

　
二
下
落
セ
シ
カ
バ
酒
造
仲
聞
ハ
自
惚
ノ
風
帆
船
ヲ
九
州
地
方
石
炭
運
送
ノ
用
二
野
シ
神
戸
横
浜
聞
ハ
無
賃
モ
同
様
ノ
彼
ノ
両
社
汽
船
ヲ
雇
ヒ
居
レ
リ
、
而
ル
ニ
合
併
以
来

　
汽
船
会
社
非
常
二
運
賃
ヲ
騰
貴
シ
タ
ル
ヨ
リ
彼
ノ
酒
造
記
聞
ハ
再
ビ
風
帆
船
ヲ
使
用
ス
ル
事
ト
ナ
リ
シ
ヨ
リ
著
シ
ク
荷
物
ヲ
減
シ
タ
リ
ト
云
フ
」
　
（
明
治
十
八
年
十
月
十

　
三
日
附
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
）

（
註
3
）
　
革
酬
…
掲
「
由
日
伝
」
　
一
　
一
山
パ
ー
一
　
一
レ
七
百
ハ
。

（
註
4
）
　
「
海
事
史
料
叢
書
」
第
二
〇
巻
　
一
二
〇
i
二
二
頁
、
川
野
家
丈
書
、
風
帆
船
組
合
規
約
書
、
前
掲
拙
著
　
七
五
頁
参
照
。

（
註
5
）
　
前
掲
L
自
伝
L
一
一
九
頁
。
拙
著
七
四
頁
。

（
註
6
）
　
本
船
の
原
名
に
つ
い
て
、
　
「
自
伝
」
は
英
国
船
マ
ル
セ
イ
号
（
一
六
〇
〇
屯
）
と
記
し
て
い
る
（
同
書
一
五
頁
）
が
、
本
書
前
掲
社
外
船
名
簿
は
「
神
戸
海
運
五

　
十
年
史
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
註
7
）
　
「
神
戸
海
運
五
十
年
史
」
八
六
頁
。

（
註
8
）
　
「
神
戸
海
運
五
十
年
史
」
一
〇
一
頁
。

（
註
9
）
　
こ
れ
は
、
凡
ら
く
「
摂
津
航
業
会
社
」
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

（
註
1
0
）
　
こ
の
限
り
本
系
統
「
鱒
・
菱
廻
船
グ
ル
ー
プ
」
は
む
し
ろ
「
樽
廻
舩
グ
ル
ー
プ
」
と
す
べ
き
か
し
れ
ぬ
。
た
だ
本
稿
で
は
伝
統
的
に
阪
神
・
東
京
航
路
を
営
ん
だ
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も
の
の
系
統
と
い
う
意
昧
で
「
樽
・
菱
垣
」
を
併
記
し
た
。

（
註
1
1
）
　
前
掲
「
自
伝
」
一
一
九
頁
。
同
書
に
基
き
佐
波
教
授
も
灘
盛
航
会
社
の
設
立
時
を
明
治
二
十
年
と
さ
れ
（
同
教
授
「
海
運
理
論
体
系
」
一
一
一
二
頁
）
、
　
私
も
、
こ

　
れ
に
従
っ
て
い
る
（
前
掲
拙
著
七
六
頁
）
の
で
あ
る
が
、
前
掲
「
神
戸
海
運
五
十
年
史
」
八
七
頁
に
は
「
盛
航
会
議
は
、
夙
に
西
宮
の
辰
馬
を
中
心
と
し
、
数
名
の
酒
造

　
家
連
合
し
和
船
を
以
て
清
酒
の
輸
送
を
目
的
と
す
る
組
合
業
な
り
し
が
、
後
年
西
洋
型
帆
船
を
建
造
し
、
清
酒
の
外
石
炭
の
輸
送
を
始
め
、
明
治
十
八
年
の
頃
其
組
織
を

　
変
更
し
て
盛
航
株
式
会
社
と
す
。
」
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
海
運
研
究
上
の
ウ
イ
ー
ク
・
ポ
イ
ン
ト
た
る
資
料
の
過
少
と
異
説
異
資
料
の
混
在
の
一
例
で
あ
っ

　
て
、
に
わ
か
に
、
い
つ
れ
が
正
確
な
り
や
断
じ
難
い
。

（
註
1
2
）

（
註
1
3
）

（
註
1
4
）

（
註
1
5
）

（
註
1
6
）

前
掲
「
自
伝
」
一
二
五
頁
。

同
書
　
　
一
一
九
頁
。

薗
同
雪
日
　
　
一
一
二
山
ハ
百
バ
Q

同
書
　
一
〇
五
頁
。

摂
州
灘
興
業
会
社
所
有
汽
船
「
摂
陽
丸
」
は
明
治
二
十
五
年
、
大
豆
及
び
豆
粕
を
積
取
る
た
め
に
、
牛
荘
に
航
海
し
た
。

　
の
船
に
し
て
中
国
航
路
に
従
事
せ
る
最
初
で
あ
っ
た
。

（
註
1
7
）
　
佐
波
宜
平
「
海
運
理
論
体
系
」
一
一
一
三
頁
。

四
、

三
井
物
産
船
舶
部

　
　
一
そ
の
遠
洋
進
出
と
経
営
形
態
の
推
移
一

こ
れ
は
、
三
井
物
産
船
舶
部
汽
船
以
外
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三
井
海
運
業
の
発
展
史
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
三
井
物
産
会
社
（
船
舶
部
）
の
海
運
活
動
の
跡
づ
け
は
、
わ
が
国
近
代
的
海
運
業
の
生

成
発
展
過
程
の
史
的
研
究
上
と
り
わ
け
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
言
い
得
る
。
そ
れ
は
た
だ
に
社
外
船
の
発
達
を
主
導
し
、
い
わ
ゆ
る
日
本
不

定
期
船
業
の
国
際
的
展
開
に
先
導
的
且
つ
支
配
的
役
割
を
演
じ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
日
本
海
運
業
全
体
の
発
展
に
頗
る
大
な
●

る
貢
献
と
影
響
を
与
え
た
。
当
初
日
本
郵
船
或
は
大
阪
商
船
と
い
う
巨
大
な
独
占
的
海
運
企
業
、
す
な
わ
ち
「
社
船
」
側
か
ら
軽
侮
さ
れ
た

「
社
外
船
」
が
次
第
に
発
達
し
て
「
社
船
」
と
相
桔
抗
し
遂
に
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
に
な
り
得
た
の
に
は
、
明
か
に
、
三

　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜



　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜

井
物
産
船
舶
部
そ
れ
自
身
の
発
展
と
そ
の
指
導
力
が
あ
づ
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
「
社
船
」
及
び
「
社
外
船
」
双
方
の
対
立

・
競
争
と
そ
れ
を
通
ず
る
発
展
に
よ
っ
て
始
め
て
、
日
本
海
運
業
が
世
界
第
三
位
の
地
位
に
ま
で
昇
り
得
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
井

海
運
業
は
、
そ
の
財
閥
商
社
的
背
景
に
よ
っ
て
特
殊
的
に
発
展
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
船
主
と
し
て
の
実
力
は
一
般
社
外
船
主
よ
り
卓
越
，

し
て
い
た
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
「
社
外
船
」
中
言
も
早
く
「
社
船
」
勢
力
と
対
抗
し
そ
の
地
位
に
迫
り
う
る
力
を
も
つ
て
い
た
。
今
次
大
戦

後
に
お
け
る
郵
・
商
・
三
井
三
社
鼎
立
の
形
そ
れ
自
身
も
三
井
海
運
業
展
開
の
現
代
的
姿
態
を
端
的
に
物
語
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
の
み
な
ら
ず
、
三
井
海
運
業
の
明
治
以
降
現
代
ま
で
の
発
展
過
程
そ
れ
自
体
は
、
海
運
史
研
究
上
、
一
際
、
注
目
す
べ
き
推
移
．
順
序
を

体
現
す
る
。
強
大
な
政
府
の
保
護
と
補
助
を
背
景
と
し
て
定
期
航
路
の
経
営
に
専
念
し
た
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
乃
至
東
洋
航
路
が
、
会
社

設
立
の
時
か
ら
、
他
人
運
送
経
営
形
態
を
と
っ
た
の
に
比
し
て
、
一
般
に
、
「
社
外
船
」
側
企
業
は
「
他
人
運
送
へ
」
の
発
展
に
立
ち
お
く
れ

た
。
少
く
と
も
帆
船
か
ら
蒸
汽
船
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
て
、
社
外
船
主
の
大
部
分
は
多
分
に
自
己
運
送
経
営
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
一

般
社
外
船
事
業
の
経
営
形
態
も
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
大
部
分
他
人
運
送
化
し
た
と
は
い
え
、
中
に
は
未
発
展
の
う
ち
に
没
落
し
た
り
、

単
な
る
船
舶
所
有
者
に
留
り
実
際
運
航
、
す
な
わ
ち
貨
客
の
海
上
運
送
業
務
を
営
ま
な
い
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。
三
池
炭
の
輸
送
に
は
じ

ま
る
三
井
物
産
自
社
貨
物
の
積
取
す
な
わ
ち
自
己
運
送
経
営
形
態
を
と
っ
た
三
井
海
運
業
は
、
日
本
国
民
経
済
及
び
三
井
物
産
と
い
う
独
占

財
閥
商
社
の
特
殊
溝
造
の
故
に
、
比
較
的
遅
く
ま
で
、
純
然
た
る
他
人
運
逸
へ
転
化
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
自
身
も
亦
、
海
運
業
経

営
形
態
の
基
本
的
推
移
「
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
」
或
は
、
そ
の
現
象
的
傾
向
「
不
定
期
船
か
ら
定
期
船
へ
」
の
過
程
を
辿
っ
た
。
自

社
所
有
船
腹
量
に
お
い
て
遜
色
あ
り
と
は
い
え
、
そ
の
取
扱
・
運
航
船
腹
量
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
、
郵
・
商
両
社
を
し
の
が
ん
と
す
る
勢

力
を
誇
示
し
た
三
井
物
産
船
舶
部
は
、
む
し
ろ
、
わ
が
国
に
お
け
る
海
運
業
の
自
己
運
送
形
態
か
ら
他
人
運
送
形
態
へ
の
発
展
を
最
も
典
型

的
に
代
表
・
体
現
す
る
が
故
に
、
よ
り
深
く
研
究
・
分
析
さ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
そ
れ
が
初
期
「
社
外
船
」
の
支
配
者
で
あ
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り
、
現
在
わ
が
国
恩
一
級
の
海
運
企
業
で
あ
る
限
り
、
同
部
及
び
そ
の
後
身
三
井
船
舶
株
式
会
社
の
発
展
史
は
、
既
存
郵
・
商
両
社
史
に
劣

ら
ぬ
重
要
性
を
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
　
一
定
期
間
に
お
け
る
三
井
海
運
業
の
展
開
を
、
主
と
し
て
、
遠
洋
的
進
出
の
事
情
と
経
過
及
び
そ

れ
に
伴
う
経
営
形
態
の
推
移
の
面
か
ら
う
か
が
う
外
は
な
い
。
前
述
「
社
外
船
」
発
生
系
統
の
考
察
に
お
い
て
特
に
重
視
さ
る
べ
き
、
初
期

三
井
海
運
業
務
の
実
情
と
、
そ
の
半
他
人
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
の
爾
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
取

り
あ
げ
る
時
期
は
、
概
ね
、
日
露
戦
争
以
後
第
一
次
大
戦
を
経
て
そ
の
直
後
迄
の
三
井
海
運
活
動
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
こ
の
期
間
は
三

井
海
運
業
お
よ
び
一
般
社
外
船
の
発
展
史
上
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
重
要
な
歴
史
的
時
期
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
二
）
遠
洋
的
進
出

　
（
工
）
　
日
露
戦
後
の
遠
洋
化

　
日
露
戦
争
後
、
老
朽
船
の
整
理
・
優
秀
大
型
船
の
新
造
と
購
入
に
よ
っ
て
、
著
し
く
自
社
船
々
腹
の
強
化
拡
充
を
図
っ
た
三
井
海
運
業
ば
、

明
治
四
十
三
年
「
遠
洋
航
路
補
助
法
」
の
実
施
を
機
と
し
て
、
次
第
に
遠
洋
不
定
期
船
経
営
に
重
点
を
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

三
井
海
運
業
の
遠
洋
的
発
展
は
、
三
井
物
産
貿
易
業
務
の
世
界
的
展
開
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
の
外
国
貿
易
が
日
露
戦

争
後
、
如
何
に
顕
著
な
展
開
を
示
し
た
か
は
、
左
の
一
文
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
当
社
ノ
商
売
ハ
日
露
戦
役
後
馬
国
力
ト
共
二
進
展
シ
来
り
、
世
界
枢
要
ノ
地
点
二
営
業
所
ヲ
置
キ
、
勢
力
経
営
二
任
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
本
期
末
取
扱

　
　
高
ハ
戦
前
二
比
シ
約
四
倍
ノ
増
加
テ
ナ
シ
当
社
輸
出
入
取
扱
高
ハ
実
二
我
国
貿
易
額
ノ
約
二
割
二
分
ヲ
占
メ
タ
リ
。

　
　
　
三
拝
二
特
記
ス
ヘ
キ
ハ
、
我
社
在
外
各
支
店
ノ
外
国
品
取
扱
高
ソ
著
シ
キ
増
加
ニ
シ
テ
本
期
末
取
扱
高
ヲ
戦
前
二
対
比
ス
レ
ハ
其
ノ
増
加
率
実
二

　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜
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杜
外
船
　
の
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
工
）

　
　
　
⊥
口
一
血
倍
二
垂
ン
ト
ス
L

　
明
治
四
十
二
年
、
資
本
金
を
二
千
万
円
に
増
加
す
る
と
共
に
、
株
式
会
社
組
織
に
切
り
か
え
た
三
井
物
産
は
、
棉
花
部
・
石
炭
部
・
木
材

部
・
砂
糖
部
を
設
け
て
内
部
の
統
一
、
業
務
の
拡
大
を
図
る
か
た
わ
ら
、
な
か
ん
づ
く
、
満
洲
大
豆
を
独
占
し
て
世
界
の
市
場
に
供
給
し
、

生
糸
及
び
絹
織
物
の
対
欧
輸
出
を
開
始
し
た
。
い
わ
ゆ
る
三
国
間
貿
易
が
日
露
戦
争
以
後
急
増
し
た
こ
と
前
記
引
用
文
の
如
く
で
あ
る
。
か

か
る
物
産
会
社
貿
易
活
動
の
拡
大
、
取
扱
貨
物
量
の
増
大
は
、
当
然
に
、
三
井
船
舶
部
に
そ
れ
だ
け
多
く
の
輸
送
貨
物
と
海
外
発
展
の
機
会

を
与
え
た
。

　
先
づ
、
日
露
戦
後
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
の
問
に
拡
充
・
整
備
さ
れ
た
三
井
商
船
隊
の
事
情
を
み
る
に
、
次
表
の
如
く
、
新
造
船
四
隻
・

一
四
、
二
五
三
総
屯
、
購
入
船
七
隻
・
二
四
、
九
九
一
総
屯
が
新
に
加
わ
り
、
之
に
対
し
て
、
阿
蘇
山
丸
・
有
明
丸
・
太
孤
山
丸
の
三
隻
が

売
却
さ
れ
た
外
、
愛
宕
山
丸
と
爾
霊
山
丸
二
隻
を
海
難
に
よ
っ
て
喪
失
し
て
い
る
。
新
造
の
金
華
山
丸
及
び
天
拝
山
丸
と
購
入
せ
る
金
剛
山

丸
は
重
量
屯
八
千
屯
以
上
の
大
型
貨
物
船
で
あ
り
、
こ
れ
は
三
井
海
運
業
そ
の
後
の
発
展
の
尖
兵
的
存
在
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
新
　
　
造
　
　
　
船

　高六天金
計雄甲拝華
　山山山山
四丸丸丸丸隻

総
屯

四；i：R真円
　
数

九
八
七

〇
一
九

一
七
一

〇
七
六

二
五
三

重
量
屯
数

　
八
、

　
八
、

　
三
、

　
三
、

二
二
、

二
〇
五

一
七
五

一
二
〇

〇
三
五

五
三
五

一i36一



購

入

　金愛吾天榛五妙
計剛宕妻城名劔義
　山山山山山山山
七丸丸丸丸丸丸丸隻

船

総
屯

円喚四四ミ真一；宍
　
数

八
四
二

六
四
二

〇
一
〇

六
五
三

三
六
八

〇
七
〇

四
〇
六

九
九
一

重
量
屯
数

四
、
　
六
二
一
二

二
、
五
四
〇

四
、
八
八
二

　
六
、

　
七
、

　
六
、

　
八
、

四
〇
、

二
二
五

二
八
五

六
〇
〇

一
九
五

三
五
〇
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（
榛
名
山
丸
以
下
五
隻
は
傍
系
遼
東
汽
船
会
祉
（
大
正
元
年
十
一
月
設
立
）
に
属
せ
し
め
た
。
い
わ
ゆ
る
大
連
置
籍
船
と
し
て
の
外
船
輸
入
で
あ
っ
た
。
）

　
こ
れ
ら
当
時
の
大
型
船
を
も
つ
て
す
る
三
井
海
運
業
の
遠
洋
発
展
は
、
す
で
に
、
前
記
新
造
船
（
い
つ
れ
も
英
国
製
造
）
の
日
本
廻
航
の

時
か
ら
始
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
四
十
四
年
春
竣
工
せ
る
四
隻
の
新
造
船
は
、
当
時
の
慣
例
を
破
っ
て
、
三
井
船
舶
部
自
身
の
船
長
・
機

関
長
・
船
員
の
手
で
運
航
さ
れ
、
砲
座
・
大
砲
・
銑
鉄
・
石
炭
そ
の
他
雑
貨
を
満
載
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
日
本
に
も
ち
帰
ら
れ
た
。
こ
れ
は

丈
字
通
り
日
本
人
に
よ
る
欧
州
・
日
本
間
不
定
期
航
海
の
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
遠
洋
航
路
補
助
法
の
実
施
は
、
三
井
物
産
貿
易
貨
物
の
著
増
と
い
う
充
分
な
裏
付
け
を
も
つ
三
井
海
運
業
の
海
外
就
航
を
一
層
有
利
な
ら

し
め
る
に
至
っ
た
。
大
正
元
年
九
月
、
劔
山
丸
の
往
航
北
海
道
ー
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
木
材
輸
出
、
復
航
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
小
麦
輸
入
を
端
初

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜



　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜

と
し
て
開
始
さ
れ
た
北
米
（
太
平
洋
岸
）
航
路
は
、
以
後
、
萬
田
山
丸
、
金
華
山
丸
、
天
拝
山
丸
に
よ
っ
て
充
実
強
化
さ
れ
、
ま
た
、
大
正

二
年
七
月
、
萬
田
山
丸
は
北
海
道
木
材
を
ス
エ
ズ
経
由
ダ
ン
カ
ー
ク
・
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
輸
送
し
、
日
本
・
欧
洲
航
路
に
先
鞭
を
つ
け
た
。

更
に
濠
州
方
面
に
お
い
て
も
明
治
四
十
一
年
劔
山
丸
が
北
海
道
木
材
及
び
硫
黄
を
積
載
し
て
発
展
の
基
礎
を
う
ち
立
て
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

　
三
井
船
舶
部
の
取
扱
貨
物
量
は
次
の
如
く
年
を
お
っ
て
増
大
し
た
。

　
　
　
明
治
三
六
～
三
九
年
　
　
平
均
一
ケ
年
当
り
　
　
　
約
　
一
五
〇
万
屯

　
　
　
明
治
四
〇
～
四
四
年
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
二
五
〇
万
屯

　
　
　
大
正
元
年
～
三
年
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
三
〇
〇
万
屯

　
も
と
よ
り
、
か
Σ
る
彪
大
な
輸
送
量
を
三
井
船
舶
部
所
有
船
腹
の
み
で
取
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
依
然
、
大
量
の
定
期
傭

船
及
び
臨
時
傭
船
が
必
要
で
あ
っ
た
。
当
時
、
取
扱
輸
送
量
は
、
ほ
黛
自
社
船
二
五
乃
至
三
〇
％
、
定
期
傭
船
二
五
％
、
臨
時
傭
船
四
五
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

乃
至
五
〇
％
の
割
合
で
運
送
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
社
程
々
腹
を
新
造
・
購
入
に
よ
っ
て
充
実
し
、
そ
れ
を
中
心
に
着

々
と
遠
洋
分
野
の
開
発
に
つ
と
め
た
こ
と
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
三
井
海
運
業
に
将
来
の
大
を
な
さ
し
め
た
基
礎
で
あ
る
。

　
（
註
1
）
　
「
三
非
物
産
五
十
年
史
」
よ
り
の
引
用
文
と
し
て
「
三
井
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
読
本
」
二
三
九
一
二
四
〇
頁
に
所
載
の
も
の
を
再
引
用
す
。
　
「
三
井
物
産
五
十
年
史
」

　
　
な
る
も
の
は
原
稿
の
ま
ま
未
発
表
で
あ
る
。

　
（
註
2
・
3
）
　
三
井
物
産
株
式
会
社
…
コ
ニ
井
船
舶
部
之
沿
革
L
　
一
七
頁
。
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（
2
）
　
第
一
次
大
戦
中
の
発
展

　
第
一
次
世
界
大
戦
が
日
本
海
運
業
、
な
か
ん
づ
く
、
社
外
船
発
達
史
上
最
も
劃
期
的
な
発
展
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
有
力

貿
易
商
社
の
兼
営
海
運
業
の
発
展
、
一
般
社
外
船
主
の
貸
船
主
義
経
営
か
ら
自
営
運
航
主
義
経
営
へ
の
推
移
等
注
目
す
べ
き
幾
多
の
展
開
は
、



実
に
、

こ
の
戦
争
に
伴
う
異
常
に
し
て
至
大
な
海
運
需
要
の
存
在
・
継
続
を
根
底
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
戦
争
全
期
を
通
ず
る
一
般
的
海
運
景
気
の
中
に
も
、
短
期
的
な
変
動
・
起
伏
の
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

突
発
的
一
時
的
な
好
況
の
中
断
と
そ
の
直
後
の
反
動
的
上
昇
の
絶
え
ざ
る
連
続
が
、
却
っ
て
、
海
運
界
に
刺
戟
を
与
え
殊
に
社
外
船
活
動
を
活
気
づ

け
て
い
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
大
戦
の
勃
発
・
日
本
参
戦
に
よ
る
軍
用
船
徴
発
が
運
賃
及
び
傭
船
料
を
急
騰
さ
せ
、
戦
時
相
場
の
端
初
を
つ
く
っ
た
が
、
こ
の
一
時
的
好
況
は
程

な
く
双
足
し
た
。
戦
争
開
始
に
伴
う
信
用
制
度
の
瓦
解
・
為
替
取
組
の
困
難
が
日
本
の
対
外
貿
易
を
縮
少
さ
せ
、
戦
前
に
お
け
る
荷
動
不
振
・
船
腹

過
剰
の
傾
向
を
一
層
強
め
た
か
ら
で
あ
る
。
短
期
間
で
解
除
さ
れ
た
徴
用
船
の
市
場
復
帰
や
エ
ム
デ
ン
号
に
象
徴
さ
れ
る
ド
イ
ツ
東
洋
艦
隊
の
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

輸
送
破
壊
作
戦
に
よ
る
航
海
危
険
が
加
わ
っ
て
、
大
正
三
年
秋
か
ら
翌
年
一
月
頃
ま
で
、
日
本
海
運
市
況
は
沈
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
開
戦
当
初
の
混
乱
が
お
さ
ま
り
戦
時
輸
送
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
日
本
海
運
業
は
、
大
正
四
年
春
か
ら
、
い
よ
い
よ
、
本
格
的
戦
時
景
気
に
包

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
大
正
五
年
末
突
如
と
し
て
ド
イ
ツ
の
講
和
提
案
が
な
さ
れ
る
や
、
海
運
界
は
極
度
に
狼
狽
し
、
六
年
二
月
の
ド

イ
ツ
潜
航
艇
の
無
差
別
攻
撃
宣
言
に
基
く
ア
メ
リ
カ
参
戦
（
三
月
）
ま
で
市
況
は
混
乱
・
沈
静
状
態
を
つ
黛
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
に
よ
っ
て
異

常
に
急
騰
し
た
運
賃
・
傭
船
料
を
抑
制
し
所
要
船
腹
量
を
確
保
す
る
必
要
か
ら
六
年
九
月
「
戦
時
船
舶
管
理
令
」
が
施
行
さ
れ
る
や
、
市
況
は
三
度

急
落
し
た
α
本
法
令
が
一
般
の
予
想
し
た
程
厳
格
に
実
施
さ
れ
ず
、
世
界
船
腹
需
要
が
い
よ
い
よ
増
大
し
て
大
正
七
年
初
頭
対
米
船
舶
提
供
（
約
一

五
万
重
量
屯
）
さ
え
行
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
本
邦
船
腹
が
不
足
し
た
た
め
、
運
賃
・
傭
船
料
・
船
価
い
ず
れ
も
暴
騰
す
る
に
至
σ
、
同
年
八
月
シ
ベ
リ

ヤ
出
兵
に
伴
う
軍
用
船
徴
発
は
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
。

　
大
正
七
年
十
一
月
休
戦
条
約
が
成
立
し
て
海
運
市
況
が
急
転
落
下
し
始
め
た
と
き
に
お
い
て
も
、
翌
年
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
食
糧
・
復
興
資

材
の
輸
送
激
増
し
て
、
五
、
六
月
頃
か
ら
最
後
の
活
況
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
短
期
的
変
動
を
繰
返
え
し
な
が
ら
、
全
体
的
に
、
戦
時

好
況
を
持
続
し
た
海
運
界
が
、
戦
後
の
永
続
的
不
況
期
へ
決
定
的
に
転
移
し
た
の
は
、
大
正
八
年
末
以
降
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

戦
時
中
及
び
戦
後
に
お
け
る
社
外
船
の
地
位
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
次
の
官
製
文
書
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

一　139　一
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社
外
船
　
の
　
系
譜

「
開
戦
前
壁
於
テ
ハ
本
邦
不
定
期
船
ハ
其
ノ
船
廠
ノ
古
キ
コ
ト
四
国
テ
活
動
範
囲
ノ
極
メ
テ
狭
少
ナ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
将
又
事
業
ノ
基
礎
薄
弱
ナ
ル
コ

ト
ニ
於
テ
到
底
定
期
船
ト
比
較
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
劣
勢
ノ
地
位
二
在
リ
タ
ル
カ
開
戦
以
来
外
国
船
撤
退
シ
船
舶
ノ
需
要
急
ラ
告
ク
ル
鞍
骨
シ
着
々
其
ノ

地
歩
ヲ
開
拓
シ
本
邦
海
運
界
二
於
テ
重
キ
ヲ
為
ス
轍
魚
リ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
テ
世
界
海
運
ノ
上
ヨ
リ
見
ル
モ
其
ノ
活
動
ハ
蓋
シ
一
勢
カ
タ
ル
ヲ
失

ハ
ス
休
戦
条
約
成
立
後
経
済
界
混
乱
ノ
影
郷
ヲ
受
ケ
活
動
国
体
へ
其
ノ
地
位
ノ
維
持
二
付
多
少
ノ
難
色
ア
リ
ト
難
之
ヲ
戦
前
ノ
状
況
二
対
比
ス
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

キ
ハ
尚
其
ノ
発
展
ノ
極
メ
テ
顕
著
ニ
シ
テ
殆
ン
ト
面
目
テ
一
薪
セ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ラ
得
ヘ
シ
」
と
。

　
日
露
戦
争
以
後
、
遠
洋
不
定
期
船
経
営
に
重
点
を
移
し
て
独
自
濫
発
［
展
を
な
し
つ
つ
あ
っ
た
三
井
海
運
業
が
、
前
記
「
社
外
船
」
発
達
の

先
頭
に
立
っ
て
活
躍
し
た
の
は
も
と
よ
り
自
明
で
あ
る
。
三
井
物
産
の
輸
出
・
輸
入
・
外
地
相
互
間
貿
易
業
務
に
附
随
し
て
営
ま
れ
た
三
井

海
運
業
が
、
戦
時
貿
易
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
活
動
分
野
を
ひ
ろ
げ
大
規
模
の
貨
物
運
送
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
三
井
海
運
活
動
の
特
色
は
、
戦
争
開
始
当
初
の
海
運
不
況
期
に
お
い
て
さ
え
、
一
般
海
運
業
の
沈
溝
を
よ
そ
に
、

独
自
的
な
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
戦
争
勃
発
に
よ
る
三
井
物
産
貿
易
業
の
一
時
的
減
退
は
、
三
井
海
運
活
動

の
上
に
も
悪
影
響
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
大
正
三
年
お
よ
び
四
年
度
に
お
け
る
三
井
船
舶
部
の
運
搬
貨
物
総
量

は
可
成
り
急
減
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
定
期
傭
船
感
量
の
著
減
（
大
正
四
年
に
は
臨
時
傭
船
も
減
少
し
て
い
る
）
は
、
一
応
、
三
井
商
船
隊

勢
力
の
沈
滞
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
欧
洲
船
の
東
洋
方
面
か
ら
の
撤
退
は
、
三
井
物
産
の
船
舶
焚
辺
塞
石
炭
輸
出
に
打
撃
を
与
え
、
そ
れ

だ
け
、
三
井
商
船
隊
は
仕
事
量
を
喪
失
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
減
退
し
た
と
は
い
え
、
三
井
物
産
の
貿
易
量
は
、
保
有
船
腹
乃
至
常
時
的
運
航
船
腹
に
遊
休
状
態
を
余
儀
な
か
ら
し
む
る

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
輸
出
炭
輸
送
か
ら
排
除
さ
れ
た
自
己
所
有
船
腹
を
も
つ
て
、
新
規
の
輸
送
分
野
を
開
拓
せ
し
め
将
来
の
発
展
へ

の
手
掛
り
た
ら
し
め
た
の
は
、
三
井
海
運
業
に
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
開
戦
当
初
の
不
況
期
に
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（
註
3
）

あ
っ
て
、
三
井
船
舶
部
は
「
社
船
一
い
う
ま
で
も
な
く
三
井
物
産
会
社
の
所
有
船
の
意
で
あ
る
一
引
用
者
）
の
割
高
配
船
、
能
率
発
揮
」

の
た
め
、
第
三
国
間
輸
送
に
進
出
し
た
。
富
士
山
丸
・
高
雄
山
丸
・
妙
義
山
丸
の
三
隻
を
も
つ
て
、
香
港
ー
バ
ン
コ
ッ
ク
方
面
諸
面
立
航
路

を
営
み
、
同
方
面
の
三
井
物
産
各
支
店
相
互
の
取
扱
貨
物
の
輸
送
に
任
じ
た
。
こ
れ
は
、
自
己
所
有
船
舶
に
よ
る
海
外
各
地
間
就
航
の
最
初

で
あ
り
、
そ
の
後
に
お
け
る
三
井
海
運
業
の
三
国
間
輸
送
的
発
展
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
開
戦
当
初
の
諸
混
乱
が
お
さ
ま
り
、
連
合
諸
国
に
対
す
る
軍
需
・
民
需
物
資
の
供
給
が
盛
ん
と
な
る
に
つ
れ
て
、
三
井
物
産
の
世
界
的
貿

易
網
は
い
よ
い
よ
、
そ
の
真
価
を
発
揮
し
た
。
物
産
会
社
貿
易
の
大
発
展
に
よ
っ
て
造
り
出
さ
れ
た
巨
大
な
運
送
需
要
は
、
三
井
商
船
隊
に

驚
く
べ
き
飛
躍
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
大
戦
中
に
お
け
る
日
本
海
運
全
体
乃
至
「
社
外
船
」
の
顕
著
な
遠
洋
的
進
出
の
中
に
あ
っ
て
も
、
三

井
海
運
業
の
発
展
は
一
際
偉
大
で
あ
っ
た
。

　
先
ず
、
第
一
次
大
戦
時
に
お
い
て
、
三
井
物
産
船
舶
部
が
ど
れ
ほ
ど
の
勢
カ
ー
船
腹
量
を
所
有
、
運
営
し
た
か
、
換
言
す
れ
ぽ
、
三
井
海

運
業
の
戦
時
中
に
お
け
る
経
営
規
模
乃
至
生
産
手
段
の
状
況
を
一
、
二
資
料
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

第
一
指
標

　
　
自

　
　
定

　
　
臨

　
　
合

第
二
指
標

　
　
大
正
五
、

　
社
　
　
船

期
傭
船

時
傭
船

　
　
　
　
計

六
年
頃
に
お
け
る
平
均
的
取
扱
船
腹
量

約約約約

　
一
〇
万
重
量
屯

三
三
万
重
量
屯

八
五
万
重
量
屯

一
二
八
万
重
量
屯

大
正
七
年
四
月
中
旬
に
お
け
る
自
社
船
及
び
定
期
傭
船
配
船
状
況
（
第
一
表
参
照
）
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社
外
船
の
系
譜

注
意
ア
ソ
〆
ー
ラ
イ
ソ
ヲ
施
シ
タ
ル
ハ
関
東
置
籍
船
タ
〃
ヲ
示
ス

托船及定期雇船騰着表
大正七年四月十三目

・／rg一表）

第六五五号

　　　　三井物産株式会被船舶部

一
就

次

（沙nertl、

（沙二藍

（幕府hLl

（沙aSkt、

（甲谷陀‘

fOr桑港

今
地

・
静勧

府
二
二
府
戸
戸
池
陀

　
　
　
　
神
　
　
谷

「沙

沒
ﾇ
沙
　
　
甲

i
　

　
　
　
　
　
　
　
　
上

戸
二
二
貢
津
池
池
罐
池

神
　
　
　
　
幅

（
　
言
霊
西
唐
三
三
　

三三　 池

（九州

（九州

〔九　
ラ・角

上　 海三　 池

伊勢湾定航）
伊勢湾．定石）

1大　阪　邉

上

聞）

7pm
一

2pm
一

　　　　『

D一
3pm

名

一

一

　　．

｝　一　一　　

（住　ノ　江1三　池　定『航）

fo・馬尼刺

　

direCt武豊．f一三日油津避難

　　．　rv一

言
港
浜
海
屋
山
海
岐
　

海
覇
浜
口
海
．
海
浜

　
　
　
上

谷
　
港
古
．
嘉
定

甲
桑
藤
香
名
徳
上
新
　

上
那
羅
漢
上
上
撲

箕
箒

　
城
刺
一
州

　
瀦
尼

仁
新
馬
．
隆
p

　
池
司
厨
颪
池

点”醐
N
三
門
神
二
三

。
池
四
三
貢
尉
松
池
．
斑

　
　
　
　
　
恥

若
三
　
三
西
　
若
三
佐
住

阪
神
港
豊
妓
港
　
浜
浜
池
　

　
　
　
　
四
囲

犬
阪
香
武
新
香
　
横
二
三

未

府　内 地

府　内 地

未

醤　内 地

未 ff府　内 地

（神　　船）

府

米

二

二

港

内 地

霊

内 地

新　幽霊
内 地

（神戸返舩）

未

定

定

（定期検査）

（沙府儲舳

（沙府傭船）via室蘭

（沙府瞭般）「Or沙府

（沙府円円）

（沙菊傭蜘

（沙府闇闇D

（沙府雁船）vis山門

（沙府雁舶♪

（沙府無舩）

（二二鰯舶》f“冒C“監㎝bg

（罵尼刺傭船｝

（香港厩船）

（甲谷陀傭船，

〔孟買傭船）【・r．tw戸

〈太洋髄傭船〉

（二丁傭船，

（二十傭船，

三

口

空

聾灘江
定

t 陪灘

罵
言
　
沙
　
沙
　
沙
北
桑
三
二

府
府
府
戸
長
府
府
浜

　
　
　
神

　
　
　
浜

心
心
沙
横
沙
漏
沙
横

　
　
　
披
屋

港
狗
阪
　
　
池
田
連
圏
連

　
　
　
嘉
古

香
打
大
新
名
三
門
大
横
大

　
刺

連
　
崎

　
尼

　
　
　
恥

大
馬
長
蹴

館函
踊

　
　
　
城

二
二
蘭
　
崎
遜
港

　
　
　
嘉
　
　
　
，

大
横
室

　
　
　
妓

　
　
　
嘉

畏
桑
桑
新

［
一
声
一

　　　　　　　　　　　 　

一≒機尼刺

　L5p耐西司　

一1　（備1

己mi漢口
地
盤
松

山
㎝
卿
一
掘
削
㎜
四
岬
脚
　
四
四
㎝

玉
8
2
　
5
3
8
1
6
3
　
9
1
8

閃
㎝

　Pm

　Pm
10am

2pm

4pmi若

10

t
皿
訓
1
2
6
9
5
6
9
　
6
8
9
即
応
盟
6
6
9
2
凶
別
5
3
9
5
毘
2
0
n

8

騨在i．． 署?B’、，8≦跳

金剛山九無線（臥tg5）
　　ム　ロ　
天樺山丸無線　｛8・180）

金華山丸無線〔8・且80）

曲無腺〔7・2es）
万田山九無線‘7・249）

Sl．El！s．2』無線（6・6〔ゆ）

天城山丸無線（6・225）

剣山丸無線（6・176）

．生駒山匁無線〔5・05助．

．三池山丸無線（5・020）

imu　（一nv2．）
妙義山丸　　（4，530）

六甲山丸L
高畦山丸

（3．1ee）

（3．　cr35）

扇町山丸　　（Z540）

寓士山丸　　CZ　35S）

曇天丸　（1．600）

日長丸　（玉・40D）

第一犬島丸　　（7N）

第四犬島丸　　（700）

蕪　梅
　
神
東
大
新

4
．
4
4
3
4
4
4
4
4
4
　
4
4
4
3
3
3
4
4
3

ら一

R
3
4
4
躯
4
4
…

4
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右
両
指
標
、
な
か
ん
づ
く
、
第
一
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
三
井
商
船
隊
が
如
何
に
巨
大
な
勢
力
で
あ
っ
た
か
は
、
い
わ
ゆ
る
「
社
船
」
た

る
郵
・
商
両
海
運
会
社
の
戦
争
直
後
の
船
腹
量
と
比
較
し
て
み
れ
ば
瞭
然
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
正
七
年
末
大
阪
商
船
会
社
は
所
有
船
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

三
〇
万
総
屯
、
傭
船
約
一
〇
万
総
屯
、
心
逸
四
〇
万
総
屯
を
保
有
し
、
他
方
、
日
本
郵
船
会
社
の
大
戦
直
後
の
保
有
船
腹
量
は
約
五
七
万
総

羅
馬
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
い
つ
れ
に
比
較
し
て
み
て
も
一
t
総
屯
数
と
重
量
屯
数
と
の
換
算
差
を
考
え
且
つ
、
社
船
側
の
客
船

乃
至
貨
客
船
保
有
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
i
三
井
の
総
取
扱
船
腹
量
は
確
に
巨
大
な
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
三
井
船
舶
部
の
伝

統
的
経
営
方
針
た
る
傭
船
主
義
と
強
度
に
副
業
的
な
海
運
業
務
の
在
り
方
と
に
よ
り
、
三
井
自
身
の
自
社
船
腹
は
、
な
お
至
っ
て
貧
弱
で
あ

る
が
、
単
に
自
己
所
有
船
腹
量
の
相
対
的
低
位
か
ら
三
井
海
運
業
の
全
的
姿
態
乃
至
展
開
ぶ
り
を
過
少
評
価
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
言
う
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

も
あ
る
ま
い
。
い
わ
ん
や
、
三
井
船
舶
部
が
大
戦
中
に
自
社
船
の
新
造
・
購
入
を
大
規
模
に
行
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

三
井
物
産
会
社
造
船
部
・
宇
野
及
び
玉
造
船
所
の
新
設
（
大
正
六
年
末
）
が
決
行
さ
れ
、
自
社
船
及
び
面
諭
の
修
繕
と
経
済
的
優
秀
船
の
建

造
を
自
ら
の
手
で
な
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
井
所
有
船
隊
そ
れ
自
身
も
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
着
々
と
整
備
・
拡
大
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

て
行
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
事
実
、
自
社
船
運
送
率
は
戦
前
に
比
し
次
の
如
く
著
し
く
た
か
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
大
正
二
年
　
　
　

二
〇
％

　
　
　
大
正
三
年
　
　
　

二
八
％

　
　
　
大
正
七
年
　
　
　

三
四
％

　
　
　
大
　
　
正
　
　
八
　
　
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
六
　
　
％
μ

　
運
航
船
腹
の
う
ち
大
型
船
は
、
主
と
し
て
印
度
・
南
米
・
北
米
方
面
に
配
船
さ
れ
、
時
に
、
濠
洲
・
ア
フ
リ
カ
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
も

就
航
し
た
、
申
型
船
は
東
洋
各
地
、
な
か
ん
づ
く
、
サ
イ
ゴ
ン
・
ジ
ャ
フ
・
鴻
基
方
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
大
戦
を
通
じ
て
特
に
顕
著
な

進
出
を
な
し
た
大
型
船
に
よ
る
遠
洋
航
海
は
、
戦
争
初
期
に
お
い
て
、
早
く
も
、
三
井
海
運
発
展
史
上
に
特
筆
さ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
記
録

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
　
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

を
樹
立
し
て
い
た
。
大
正
四
年
中
に
行
わ
れ
た
二
つ
の
航
海
、
す
な
わ
ち
、
金
剛
山
丸
の
パ
ナ
マ
運
河
経
由
北
米
大
西
洋
岸
就
航
と
天
拝
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
9
）

丸
の
世
界
一
周
不
定
期
航
海
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
三
井
商
船
隊
の
当
戦
時
中
運
送
貨
物
が
著
し
く
社
外
荷
の
比
重
を
た
か
め
た
と
は
い
え
、
依
然
、
主
と
し
て
三
井
物
産
外
国
貿
易
上
の
取

扱
商
品
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
物
産
会
社
の
伝
統
的
貿
易
冠
た
る
石
炭
・
印
度
棉
花
・
台
湾
砂
糖
・
大
洋
島

燐
鉱
石
・
漢
陽
銑
鉄
・
満
洲
大
豆
お
よ
び
豆
粕
を
は
じ
め
、
米
棉
・
米
鉄
材
・
濠
洲
お
よ
び
ハ
イ
フ
ォ
ン
の
鉱
石
・
カ
ル
カ
ッ
タ
銑
鉄
・
麻

袋
熊
の
大
量
貨
物
が
三
井
船
舶
部
の
主
要
運
送
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
、
更
に
チ
リ
硝
石
・
石
油
・
木
材
そ
の
他
軍
需
物
資
や
一
般
民
需

用
雑
貨
も
三
井
物
産
各
店
で
多
量
に
取
扱
わ
れ
、
こ
う
し
た
物
産
会
社
貿
易
貨
物
量
は
自
己
所
有
船
腹
量
の
み
で
到
底
さ
ば
き
切
れ
る
も
の

で
な
か
っ
た
。
郵
・
商
の
社
船
定
期
便
や
、
各
店
・
各
部
の
直
接
的
内
外
傭
船
船
舶
を
も
利
用
し
て
や
っ
と
運
送
さ
れ
得
た
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
三
井
船
舶
部
と
し
て
は
、
絶
え
ざ
る
運
送
需
要
に
恵
ま
れ
、
四
六
時
中
、
船
腹
の
獲
得
と
船
繰
り
に
忙
殺
さ
れ
通
し
で
あ
っ
た
。

　
三
井
物
産
外
国
貿
易
が
戦
博
中
如
何
な
る
程
度
に
ま
で
発
展
し
た
か
の
一
斑
は
、
次
の
資
料
に
よ
つ
て
も
判
然
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
註
－
o
）

　
　
「
戦
前
・
戦
時
中
の
三
井
物
産
貿
易
高
－
販
売
終
了
高
i
比
較
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輸
　
　
出
　
　
　
　
輸
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
万
円
）
　
　
　
（
百
万
円
）
　
　
　
（
百
万
円
）

　　

@
戦
前
献
旺
三
管
騨
簡
　
　
三
編
九
　
コ
三
一
　
三
2

　　

@
戦
時
中
埜
捺
輔
一
簡
　
　
三
五
九
　
二
六
九
　
山
三
八

す
な
わ
ち
、
輸
出
入
と
も
、
戦
前
の
二
倍
以
上
に
増
大
し
た
。
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
物
価
騰
貴
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
そ

の
外
国
貿
易
の
顕
著
な
急
増
の
事
実
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
三
井
物
産
商
売
の
進
展
は
当
然
に
、
船
舶
輸
送
量
を
そ
れ
だ
け
増
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大
さ
せ
、
そ
れ
は
直
接
的
に
三
井
商
船
隊
の
活
動
を
拡
大
し
た
。
が
く
し
て
三
井
海
運
業
務
は
、
戦
時
中
巨
大
な
親
会
社
三
井
物
産
会
社
の

貿
易
業
務
の
大
発
展
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
、
未
曽
有
の
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
註
－
）

へ
註
2
）

（
註
3
）

（
註
4
）

（
註
5
）

（
註
6
）

（
註
7
）

「
三
井
船
舶
部
之
沿
革
」
一
九
頁
。

逓
信
省
管
船
局
「
大
戦
時
代
ノ
世
界
海
運
」
　
（
大
正
二
・
一
〇
）

コ
ニ
井
船
舶
部
之
沿
革
」
一
九
頁
。

同
右
　
　
　
二
三
頁
。

「
大
阪
商
船
株
式
会
社
五
十
年
史
」
八
八
頁
。

「
日
本
郵
船
株
式
会
杜
五
十
年
史
」
二
八
七
頁
。

第
一
次
世
界
大
戦
中
及
び
直
後
に
お
け
る
三
井
自
書
船
新
造
は
次
の
如
し
。
括
孤
内
は
重
量
屯
数
を
示
す
。

　
　
こ
の
外
、
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、

　
区
別
す
る
た
め
、
木
造
汽
船
に
は
「
海
」

（
註
8
）
　
コ
ニ
井
船
舶
…
部
之
沿
草
」
附
録
統
計
に
よ
る
。

　
　
社
　
外
　
船
　
の
　
系
　
譜

大
正
五
年

大
正
六
年

〃大
正
七
年

〃〃〃〃大
正
八
年

〃大
正
＋
年

〃木
造
汽
船
、

生
駒
山
丸
（
五
、
○
〇
二
屯
）

三
池
山
丸
（
五
、
○
〇
二
屯
）

蓬
莱
山
丸
（
八
、
八
二
五
屯
）

宝
氷
山
丸
（
八
、
八
二
二
屯
）

三
嘉
丸
（
三
、
ん
○
○
屯
）

三
天
丸
（
一
、
八
九
〇
屯
）

三
長
丸
（
一
、
八
八
二
屯
）

三
正
丸
（
二
、
二
＝
一
屯
）

三
仁
丸
（
三
、
七
九
〇
屯
）

一一

鼾
O
丸
　
（
　
　
　
九
ゴ
エ
ハ
屯
）

岩
手
山
丸
（
八
、
九
八
二
屯
）

伊
吹
山
丸
（
八
、
九
〇
三
屯
）

　
　
機
帆
船
の
大
型
船
、
海
温
丸
・
海
天
端
・
海
煮
端
・
海
弘
丸
・
海
嘉
丸
の
五
隻
を
建
造
し
た
。

　
　
　
の
字
を
冠
し
た
由
）

（
ち
な
み
に
、
鉄
、
鋼
製
汽
船
と
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社
　
外
船
　
の
　
系
譜

　
（
註
9
）
　
同
右
二
〇
一
二
一
頁
。
参
考
ま
で
に
天
拝
山
丸
の
世
界
一
周
コ
ー
ス
を
示
せ
ば
次
の
如
し
。

　
　
室
蘭
i
（
石
炭
）
i
ホ
ノ
ル
ル
i
（
域
．
匂
口
・
Q
Q
け
0
9
日
。
。
び
首
∩
。
・
目
蒲
）
へ
定
期
貸
船
）
ー
チ
リ
ー
1
（
鉄
鉱
）
i
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
迂
回
ー
フ
ィ
ラ
デ
ル

　
　
フ
ィ
ア
ー
1
（
解
傭
）
1
（
鉄
材
・
棉
花
）
一
南
ア
フ
リ
カ
の
ダ
ー
バ
ン
経
由
－
日
太
「
。

　
（
註
1
0
）
　
三
井
物
産
会
祉
業
務
課
・
「
第
一
回
船
積
会
議
要
録
」
　
（
大
正
七
・
二
）
四
頁
。

　
　
　
　
　
（
二
）
経
営
形
態
の
推
移

　
（
1
）
　
三
井
海
運
業
に
お
け
る
社
外
荷
輸
送
の
発
生
と
成
長

　
第
一
次
大
戦
中
す
で
に
、
総
運
航
船
腹
量
の
点
に
お
い
て
、
郵
船
及
び
商
船
の
両
巨
大
既
成
会
社
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
発
達
を
明
示
し
た
三

井
海
運
業
は
本
戦
争
以
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
発
展
傾
向
を
持
続
し
た
。
異
常
な
戦
時
海
運
景
気
に
乗
じ
て
活
躍
し
た
社
外
船
主
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

戦
争
の
終
結
・
不
況
の
襲
来
に
よ
っ
て
破
産
、
島
牧
合
併
乃
至
事
業
の
縮
少
を
余
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
も
少
く
な
い
。
三
井
海
運
業

の
膚
合
に
お
い
て
も
、
戦
後
の
輸
送
実
績
は
低
下
し
た
。
（
第
二
表
参
照
）
。
け
れ
ど
も
、
三
井
物
産
の
世
界
的
外
国
貿
易
を
基
盤
と
し
自
社

取
扱
貨
物
量
の
一
部
i
し
か
も
大
抵
は
極
め
て
有
利
な
条
件
下
に
一
の
運
送
に
任
じ
た
三
井
海
運
業
は
、
相
対
的
に
極
め
て
好
条
件
に

恵
ま
れ
て
い
た
。
他
の
海
運
企
業
と
比
較
す
れ
ば
極
め
て
多
量
な
運
航
船
腹
量
で
あ
る
と
は
い
え
、
三
井
物
産
貿
易
の
彪
大
西
は
、
な
お
常

に
、
所
要
船
腹
の
過
少
を
か
こ
た
し
め
て
い
た
。
社
外
船
主
中
抜
ん
で
た
保
有
商
船
隊
（
約
一
〇
万
重
量
屯
）
も
物
産
会
社
と
し
て
は
未
だ

極
め
て
微
々
た
る
船
舶
供
給
量
で
し
が
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
、
三
井
船
舶
部
が
格
安
運
賃
を
提
示
し
て
他
の
荷
主
か
ら
貨
物
を
漁
り
廻
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
は
一
切
不
必
要
で
あ
っ
た
。

　
三
井
物
産
商
売
の
補
助
機
関
と
し
て
、
従
っ
て
自
社
貨
物
の
運
送
を
使
命
と
し
て
営
ま
れ
た
三
井
海
運
業
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
殆

ん
ど
無
限
の
発
展
地
盤
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
運
送
需
要
の
供
給
船
腹
量
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
超
過
こ
そ
、
三
井
海
運
業
そ
の

後
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
根
拠
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
何
の
変
り
も
な
い
。
自
己
保
有
船
舶
を
引
続
い
て
充
実
・
拡
大
し
、
し
か
も
、
常
に
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有
利
な
配
船
・
運
航
を
な
し
得
た
の
は
、
　
一
に
三
井
物
産
会
社
の
船
舶
部
な
る
が
故
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
三
井
船
舶
部
の
機
敏
極
ま
る
滴

才
は
、
大
正
七
年
十
一
月
の
休
戦
条
約
締
結
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
の
海
運
不
況
を
い
ち
は
や
く
予
見
し
て
、
戦
時
中
の
鬼
大
な
傭
船
を
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

対
し
、
僅
々
、
十
四
、
五
隻
六
万
屯
程
度
の
O
冨
昌
醇
切
。
暮
に
縮
少
し
て
い
た
。
六
万
屯
の
傭
船
と
は
い
え
、
仮
り
に
当
時
の
傭
船
料
値

下
り
二
十
円
一
す
な
わ
ち
、
三
十
二
、
三
円
か
ら
十
二
、
三
円
ヘ
ー
は
、
　
一
ケ
月
に
一
二
〇
万
円
、
半
年
間
に
七
二
〇
万
円
の
損
失
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

意
味
し
、
そ
れ
自
体
「
決
シ
テ
僅
少
ナ
ル
損
失
ト
ハ
言
ヒ
得
ナ
イ
」
処
で
あ
る
が
、
過
去
に
お
け
る
多
量
の
傭
船
（
前
述
参
照
）
が
そ
の
ま

ま
で
あ
っ
た
時
の
損
害
を
考
え
れ
ば
、
け
だ
し
、
　
「
比
較
的
軽
イ
損
害
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。

輸　送　実　績　　（明37一大10）

尚運搬別種船
杖 船 定期雇船 臨時雇船

輸送屯数 ％ 　　　一A送屯数 ％ 輸送屯数 一
％

79，649 5 659，861 39 963，383 56

30，172 2 732，789 50 698，444 48

384，769 22 362，673 21 985，549 57

609，510 25 328，523 13 1，504，189 62

602，284 26 299，877 13 1，448，893 61

625，597 25 409，737 17 1，434，770 58

571，722 22 617，135 23 1，452，028 55

477，442 16 876，433 30 1，562，708 54

689，057 20 1，299，347 37 1，488，798 43

757，293 20 1，698，931 44 1，361，948 36

866，418 28 799，151 26 1，436，150 46

861，977 34 706，139 28 946，610 38

983，970 31 1，406，940 44 813，783 25

958，016 28 1，553，344 45 947，019 27

870，136 34 699，807 27 995，396 39

964，612 36 703，654 26 1，022，931 38

877，207 31 672，128 24 1，243，327 45

905，111 33 153，453 6 1，717，695 61

表」ヲ若干配列替エシタモノデァル。

　
海
運
市
況
の
変
動
に
対
応
す
る
適
切
な
配
慮
に
よ
っ
て
、

戦
後
に
お
け
る
自
ら
の
海
運
業
経
営
を
合
理
化
し
つ
つ
あ

っ
た
三
井
船
舶
部
は
、
第
一
次
大
戦
町
中
に
お
け
る
外
形

上
の
大
発
達
以
上
に
内
容
的
に
よ
り
重
視
す
べ
き
質
的
発

展
を
当
戦
争
直
後
か
ら
展
開
し
た
。
三
井
海
運
業
の
経
営

形
態
乃
至
そ
の
実
際
担
当
部
門
た
る
船
舶
部
の
性
格
に
、

ま
さ
に
、
劃
期
的
な
変
化
を
生
ぜ
し
む
る
決
定
を
下
し
た

小
田
柿
三
井
物
産
取
締
役
の
言
業
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
「
物

産
会
社
ノ
一
機
関
」
な
か
ん
づ
く
、
「
社
内
ノ
荷
物
ノ
取
扱

即
チ
会
社
ノ
商
売
機
関
」
た
る
こ
と
か
ら
「
三
井
ノ
ー
ノ

事
業
」
た
ら
し
め
ん
と
す
る
方
向
、
わ
れ
わ
れ
の
表
現
に
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社
外
船
の
系
ヒ
譜

三井物産船舶部第二表

取　扱 貨 物　数　量

年代 石 炭 雑 貨 合計数量
一　屯　　数 ％ 屯　　数 ％

明治37年 1，316，438 77 386，445 23 1，702，893

38年 1，188，793 81 272，612 19 1，461，405

39年 1，382，351 80 350，640 20 1，732，991

40年 1，860，059 76 581，163 24 2，441，222

41年 1，944，886 83 406，168 17 2，351，054

42年 1，951，382 79 518，722 21 2．470」04

43年 2，179，795 83 461，090 17 2，640，885

44年 2，325，718 80 590．86’5 20 2，916，583

大正元年 2，847，643 82 629，559 18 3，477，202

2年 3，024，251 79 793，921 21 3，818，172

3年 2，488，632 80 613，087 20 3，101，719

4年 1，933，378 77 581，348 23 2，514，726

5年 2，396，593 74 808，100 26 3，204，693

6年 2，286，424 66 1，17ユ，955 34 3，458，379

7年 1，625，883 63 93g，456 37 2，565，339

8年 1，536，626 57 1，154，57ユ 43 2，691，197

9年 1，897，093 68 895，569 32 2，792，662

10年 1，909，425 69 866，834 31 2，776，259

1）　r三井船舶部下沿革」附録統計「当部運搬貨物数量年別

2）雑貨トハ石炭以外ノ貨物ヲ指示スル。

よ
れ
ば
「
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
」
の
経
営
形
態
の

推
移
」
と
り
わ
け
、
　
「
半
他
人
運
送
化
」
方
針
の
確
立
と

い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
す
で
に
屡
説
せ
る
如
く
、
海
運
業
全
体
乃
至
「
社
外

船
」
事
業
一
般
は
、
自
己
運
送
経
営
形
態
か
ら
他
人
運
送

経
営
形
態
へ
と
必
然
的
に
発
達
し
て
来
っ
た
の
で
あ
る
が
、

三
井
物
産
船
舶
部
の
業
務
経
営
形
態
も
ま
た
、
そ
の
例
外

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
社
船
」
に
比
し

て
は
も
と
よ
り
、
「
社
外
船
」
　
一
部
の
も
の
と
比
較
し
て
も
、

三
井
海
運
業
の
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
の
推
移
は
、

よ
り
遅
れ
て
い
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

主
と
し
て
、
三
井
．
財
閥
乃
至
三
井
物
産
会
社
の
経
済
・
貿

易
支
配
力
が
並
は
つ
れ
て
強
大
で
あ
り
、
通
常
な
ら
ば
、
優
に
独
立
企
業
形
態
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
む
る
筈
の
保
有
乃
至
運
航
船
腹
量
も
、

そ
の
実
際
海
運
活
動
も
大
三
井
物
産
貿
易
量
の
前
に
は
、
未
だ
微
々
た
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
三
井
海
運
業
の
特
殊
事
情
に
由
蒸
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
本
的
特
殊
性
格
は
、
以
下
述
べ
る
如
き
半
他
人
運
送
的
展
開
の
決
定
と
漸
次
的
他
人
運
送
性
の
濃
化
に
も

か
か
わ
ら
ず
窮
極
的
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
ま
で
存
続
し
つ
づ
け
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
り
つ
つ
、
三
井
海
運
業
が
海
運
業
一
般

の
必
然
的
推
移
過
程
を
自
ら
の
う
ち
に
体
現
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
尽
き
せ
ぬ
研
究
興
味
を
覚
え
る
。
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三
井
海
運
業
が
、
本
来
的
使
命
た
る
社
内
荷
の
石
炭
及
び
貿
易
雑
貨
の
外
に
、
他
人
貨
物
を
取
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
、
第
一
次
大
戦
中
及
び
戦
争
以
前
に
お
け
る
社
内
荷
と
社
外
荷
の
運
送
比
率
が
如
何
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
確
定
的
に
論

証
し
得
る
資
料
は
残
存
し
な
い
。
　
一
説
に
は
三
井
物
産
東
京
本
店
内
に
「
船
舶
課
」
を
設
立
し
た
時
（
明
治
三
十
一
年
五
月
十
四
日
）
以
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

社
外
貨
物
の
運
送
に
手
を
染
め
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
　
「
船
舶
部
」
の
創
設
（
明
治
三
十
六
年
四
月
二
十
九
日
）
以
後
、
独
立
の
部

勘
定
を
も
ち
、
社
内
荷
に
対
し
て
も
実
際
上
運
賃
の
収
得
を
な
し
、
事
実
上
に
お
い
て
一
般
海
運
企
業
と
同
様
の
業
務
内
容
を
も
つ
に
至
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
、
す
で
に
、
若
干
の
他
人
貨
物
取
扱
・
社
外
か
ら
の
運
賃
収
得
の
存
し
た
こ
と
は
ほ
黛
確
実
で
あ
ろ
う
と
教
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

て
く
れ
る
人
（
元
三
井
船
舶
部
勤
務
の
方
々
）
も
あ
る
。
佐
波
教
授
は
、
右
の
「
船
舶
課
」
成
立
以
降
、
三
井
海
運
業
が
「
一
般
海
運
業
務

（
他
人
運
送
）
に
も
進
出
」
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
　
「
船
舶
部
」
設
置
の
目
的
か
ら
、
日
露
戦
争
前
後
の
三
井
物
産
船
舶
部
が
本
来
的

に
自
己
運
送
形
態
を
主
と
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
後
、
明
治
四
十
一
年
、
同
仁
の
台
湾
航
路
の
開
設
に
併
う
社
外
貨
物
の
積
取
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

な
わ
ち
、
他
人
運
送
形
態
の
発
展
を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
。

　
上
来
、
私
は
三
井
海
運
業
の
発
展
、
な
か
ん
づ
く
、
第
一
次
大
戦
時
に
お
け
る
飛
躍
が
、
一
に
、
三
井
物
産
貿
易
業
務
の
大
発
達
を
基
盤

甘
し
、
い
わ
ゆ
る
社
内
荷
の
積
取
・
輸
送
が
、
ほ
と
ん
ど
三
井
海
運
業
の
本
来
的
あ
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
余
り
、
こ
の
間
に

お
け
る
他
人
運
送
的
展
開
を
些
か
過
少
評
価
せ
し
む
る
印
象
を
与
え
た
か
も
し
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
基
本
的
・
原
則
的

な
三
井
海
運
業
の
本
質
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
三
井
船
舶
部
の
社
外
貨
物
頭
取
・
運
賃
収
得
乃
至
貸
船
に
よ
る
傭
船
料
収

得
の
事
実
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
な
い
。
し
か
し
て
、
私
は
第
一
次
大
戦
最
終
年
（
大
正
七
年
）
に
お
け
る
運
搬
社
内
外
貨
物
比
率
に

お
け
る
社
外
荷
割
合
の
予
想
外
の
大
発
展
の
事
実
と
、
こ
れ
に
基
い
て
翌
年
秋
船
舶
部
の
使
命
に
一
大
転
換
を
も
た
ら
し
、
決
定
的
に
、
他

人
運
送
よ
り
正
確
に
は
半
他
人
運
送
－
的
性
確
へ
脱
皮
・
移
行
せ
し
む
る
に
至
っ
た
極
め
て
重
大
な
物
産
会
社
の
方
針
転
換
の
事
実
と
を

　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

最
も
重
大
視
し
て
、
三
井
海
運
業
に
お
け
る
自
己
運
送
経
営
形
態
か
ら
他
人
運
送
経
営
形
態
へ
の
劃
期
的
推
移
期
は
第
一
次
大
戦
末
期
乃
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

直
後
な
り
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
大
正
七
年
度
に
お
け
る
三
井
物
産
船
舶
部
の
社
内
外
貨
物
運
送
割
合
が
ほ
f
半
々
に
達

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
同
年
度
に
始
め
て
他
人
運
送
的
発
展
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
徐
々
た
る
展
開

過
程
の
う
ち
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
　
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
た
い
）

（
註
－
）
泡
沫
的
海
運
会
祉
が
整
理
さ
れ
、
倒
産
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
櫓
船
グ
ル
ー
プ
の
一
員
た
り
し
「
東
洋
汽
船
会
社
」
さ
え
戦
後
の
不
況
と
激
化
せ
る
競

　
争
に
堪
え
得
ず
し
て
、
基
幹
的
営
業
部
門
た
る
定
期
船
事
業
は
日
本
郵
船
会
杜
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
運
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
（
合
併
正
式
調
印
は
大
正
十
五
年
二
月
）

（
註
2
）
　
大
正
七
年
十
一
月
三
井
物
産
会
社
業
務
課
主
催
の
「
第
一
回
船
積
会
議
」
記
録
「
第
一
回
船
積
会
議
要
録
」
に
徴
し
て
も
、
三
井
船
舶
部
は
、
一
面
会
杜
商
売
の

　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
た
め
犠
牲
的
安
運
賃
を
提
供
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
、
有
利
な
高
率
運
賃
を
む
さ
ぼ
っ
た
こ
と
明
白
で
、
こ
れ
に
対
し
て
荷
主
側
の
立
場
に

　
あ
る
物
産
各
部
・
店
の
非
難
は
手
厳
し
い
。
た
と
え
ば
、
本
社
業
務
課
長
赤
羽
氏
は
、

　
「
…
…
一
体
二
船
舶
部
運
賃
ハ
他
二
比
シ
高
率
ナ
リ
ト
ノ
苦
情
ヲ
聞
ク
船
舶
部
力
補
助
機
関
タ
ル
以
上
ハ
出
来
ル
丈
ケ
社
内
ニ
ハ
安
運
賃
ヲ
提
供
セ
サ
ル
可
ラ
ス
」

　
と
き
め
つ
け
、
小
樽
支
店
賞
品
氏
は
「
現
二
当
店
引
合
ノ
場
合
二
船
舶
部
運
賃
が
他
二
比
シ
高
率
ナ
リ
シ
事
魔
ぐ
ナ
リ
故
二
当
店
ニ
チ
ハ
栗
林
犬
上
等
ノ
船
腹
ヲ
利
用
シ

　
来
ン
リ
」
と
述
べ
、
名
古
屋
支
店
三
宅
氏
も
ま
た
、
「
船
舶
…
部
ヲ
通
シ
テ
社
外
船
ヲ
傭
船
セ
y
ト
ス
ル
場
合
二
従
来
ノ
処
一
＝
ア
ハ
運
賃
率
ハ
同
一
ナ
ル
モ
船
舶
部
ロ
銭
ノ
関

　
係
上
船
下
部
ヲ
通
ス
ル
時
空
ハ
ロ
失
当
ケ
高
ク
ナ
ル
都
合
ト
ナ
ル
事
麗
ζ
ナ
リ
何
レ
ト
カ
方
法
無
キ
モ
ノ
ニ
ヤ
」
と
攻
撃
し
て
い
る
。
同
要
録
六
ニ
ー
六
三
頁
。

（
註
3
・
4
）
　
三
井
物
産
株
式
会
杜
船
舶
部
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
々
事
録
」
二
頁
。

（
註
5
）
　
例
え
ば
、
増
尾
信
之
「
三
井
読
本
」
二
二
四
頁
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
当
社
品
等
は
当
初
石
炭
の
運
搬
を
主
と
し
た
が
、
時
勢
の
変
遷
と
社
運
の
発
展
に
よ
っ
て
漸
次
業
務
の
進
展
を
見
、
　
一
般
海
運
業
を
営
む
こ
と
と
な
り
三
十
年
本
店
に

　
船
舶
課
を
設
け
た
。
」
　
と
。
も
っ
と
も
、
明
治
三
十
年
船
舶
課
設
立
云
々
は
事
実
で
な
い
。
む
し
ろ
、
明
治
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
三
井
物
産
合
資
会
社
定
款
申
に
営

　
業
目
的
と
し
て
「
海
運
業
」
を
追
加
し
た
こ
と
が
、
形
式
的
に
、
よ
り
重
大
な
意
昧
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
x
る
営
業
項
目
を
加
え
た
が
た
め
に
、
翌
明
治
三
十
年

　
九
月
八
日
「
船
舶
掛
」
　
　
日
清
戦
争
に
基
く
上
海
支
店
（
海
運
業
務
の
主
務
店
）
の
一
時
閉
鎖
に
よ
り
明
治
二
十
七
年
十
月
、
東
京
本
店
内
に
設
け
ら
れ
た
「
臨
時
船

　
舶
掛
」
の
後
身
一
を
設
置
、
翌
三
十
一
年
五
月
十
四
日
こ
れ
を
「
船
舶
課
」
に
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
註
6
・
7
）
　
佐
波
教
授
は
船
舶
部
設
立
の
目
的
が
「
当
会
杜
の
海
運
業
を
統
轄
し
、
其
主
管
船
舶
を
以
て
、
当
会
社
取
扱
商
品
輸
送
の
任
に
当
り
、
商
売
の
成
立
発
展
を

　
助
長
す
る
」
に
あ
っ
た
が
故
に
、
当
時
の
船
舶
部
海
運
業
務
経
営
は
未
だ
、
原
則
的
に
は
、
自
己
運
送
形
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
　
「
海
運
理
論
体
系
」
．
一
一
八
頁
参
照
。
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「
三
井
船
舶
部
厚
沿
革
」
三
四
頁
に
記
さ
れ
る
「
船
舶
部
創
設
と
共
に
、
運
賃
引
合
傭
船
取
極
、
並
に
、
船
繰
等
、
一
般
船
舶
商
内
事
務
は
、
本
部
内
に
於
て
取
扱
」
な

　
る
丈
章
中
に
お
け
る
「
運
賃
引
合
」
も
、
主
と
し
て
社
内
各
部
課
・
支
店
と
の
間
の
運
賃
引
合
で
あ
っ
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
物
産
の
貿
易
業
発
達
に
伴
い
、
石
炭

輸
送
か
ら
一
般
雑
貨
の
積
量
に
手
を
染
め
る
に
至
れ
ば
船
舶
経
済
採
算
上
ど
う
し
て
も
他
人
貨
物
の
取
扱
を
な
さ
黛
る
を
得
な
い
場
合
と
事
情
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
、
臨
時
的
・
附
随
的
な
仕
事
で
あ
り
、
船
舶
部
設
立
以
前
に
お
い
て
凸
．
そ
の
．
海
運
業
経
．
営
形
態
は
、
自
己
運
送
を
支
配
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

（
註
8
）
　
前
掲
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
々
事
録
」
三
七
頁
。

　
（
2
）
　
大
戦
末
期
に
お
け
る
他
人
運
送
的
発
展

　
形
式
上
は
、
明
治
二
十
九
年
末
に
「
海
運
業
」
を
会
社
定
款
に
規
定
し
た
時
か
ら
、
一
般
他
人
貨
物
の
運
送
を
始
め
得
た
筈
で
あ
っ
た
が
、

も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
上
記
三
井
海
運
業
の
本
来
的
使
命
た
る
社
内
荷
運
送
の
合
間
乃
至
補
充
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
第
二
義
的
に
の
み
な

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
時
代
の
経
過
と
共
に
、
他
人
貨
物
、
す
な
わ
ち
、
社
外
荷
運
送
比
率
が
増
大
し
て
行
っ
た
と
し
て
も
、
三
井
船

舶
部
が
三
井
物
産
会
社
の
一
部
門
た
る
限
り
、
社
内
荷
の
運
送
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
常
に
社
外
荷
積
取
に
優
先
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一

次
大
戦
中
の
大
船
腹
量
に
比
す
れ
ば
、

　
　
　
　
社
　
　
　
船

　
　
　
　
雇
　
　
　
船

　
　
　
　
合
　
　
　
計

を
擁
し
た
三
井
船
舶
部
が
、
実
際
上
、

社
内
荷
と
社
外
荷
の
積
取
比
率
も
ほ
ゴ
相
拮
抗
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

機
関
で
あ
り
、
他
の
諸
貿
易
部
門
に
従
属
す
る
地
位
を
強
制
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
、
右
の
如
き
多
量
の
所
有
乃
至
運
航
船
腹
を
も
つ
て
、
社
内
荷
と
ほ
§
等
量
の
社
外
貨
物
を
現
実
に
積
取
運
送

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜

大
巾
の
縮
…
減
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
戦
争
翌
年
、
大
正
八
年
十
月
現
在
、

三
二
隻
　
　
　
　
　
　
一
二
九
、
五
一
八
重
量
屯

二
〇
隻
　
　
　
　
　
　
一
七
四
、
七
一
一
重
量
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

五
二
隻
　
　
　
　
　
　
三
〇
四
、
二
二
九
重
量
屯

郵
・
商
両
極
船
会
社
に
比
肩
し
う
る
一
大
海
運
企
業
的
勢
力
で
あ
っ
た
時
に
お
い
て
さ
え
、
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
部
は
あ
く
ま
で
、
三
井
物
産
商
売
の
補
助
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杜
外
船
　
の
　
系
譜

す
る
に
至
っ
て
、
徒
ら
に
、
自
己
運
送
の
枠
を
堅
持
し
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
船
舶
部
業
務
の
発
展
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
大
正
七

年
四
月
、
船
舶
部
は
内
部
組
織
の
改
正
、
す
な
わ
ち
、
従
来
、
石
炭
、
雑
貨
等
荷
物
の
種
類
に
よ
つ
て
各
掛
を
置
い
て
い
た
の
を
、
近
海
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

東
洋
、
遠
洋
等
航
路
に
基
い
て
分
ち
、
専
門
の
船
会
社
的
組
織
に
一
歩
近
づ
い
た
が
、
更
に
、
戦
後
の
海
運
界
の
変
動
に
対
処
す
る
た
め
に

今
ま
で
の
制
約
を
よ
り
軽
く
し
、
よ
り
明
確
な
方
針
を
う
ち
立
て
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
こ
う
し
た
情
況
下
に
三
井
物
産
は
着
目
す
べ
ぎ
二
つ
の
船
舶
関
係
の
会
議
を
開
い
た
。
一
つ
は
大
正
七
年
十
一
月
二
十
六
日
一
二
十
九

日
の
三
井
物
産
会
社
本
店
業
務
課
主
催
の
「
第
一
回
船
積
会
議
」
、
　
今
一
つ
は
翌
大
正
八
年
十
月
六
日
i
十
一
日
の
船
舶
部
主
催
「
第
一

回
船
舶
部
打
合
会
議
」
で
あ
る
。

　
　
　
佐
波
教
授
は
後
者
の
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
々
事
録
」
一
部
を
抜
葦
引
用
し
同
会
議
の
「
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
の
発
展
」
過
程
に
お

　
　
　
い
て
占
め
る
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
適
確
に
論
評
し
て
お
ら
れ
、
特
に
、
そ
れ
を
貿
易
業
者
と
し
て
の
三
井
物
産
本
社
側
と
海
運
業
者
と
し
て
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
　
　
井
船
舶
部
と
の
矛
盾
的
対
立
の
あ
ら
わ
れ
及
び
そ
の
妥
協
と
い
う
立
場
か
ら
興
味
深
く
追
及
し
て
お
ら
れ
る
。
た
ま
た
ま
、
私
は
、
同
議
事
録
の
外

　
　
　
に
そ
の
前
年
十
一
月
開
催
の
三
井
物
産
会
社
業
務
課
主
催
の
「
第
一
回
船
積
会
議
要
録
」
を
入
手
し
、
両
者
対
照
し
て
老
察
す
る
を
得
た
の
で
、
こ

　
　
　
こ
に
、
相
互
の
関
連
と
、
「
第
一
回
船
積
会
議
」
か
ら
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
」
に
至
る
発
展
を
、
些
か
よ
り
深
く
考
究
し
て
み
た
い
。

　
前
者
、
す
な
わ
ち
、
「
第
一
回
船
積
会
議
」
は
、
い
わ
ば
、
貿
易
業
者
躍
荷
主
と
し
て
の
対
策
協
議
が
目
的
で
あ
り
、
船
舶
部
（
渡
辺
諏
訪

松
氏
）
は
、
　
「
ワ
キ
役
」
乃
至
被
告
的
海
馬
か
ら
会
議
に
参
加
し
た
。
親
会
社
或
は
最
大
の
顧
客
（
荷
主
）
た
る
三
井
物
産
本
社
各
部
お
よ

び
各
支
店
は
、
自
己
の
貿
易
業
務
の
発
展
に
奉
仕
・
補
助
す
べ
き
船
舶
部
在
り
方
を
強
調
し
、
船
舶
部
は
迎
合
的
態
度
を
も
つ
て
ひ
た
す
ら

そ
の
意
に
沿
う
べ
く
努
力
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
翌
年
の
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
」
は
、
海
運
業
者
と
し
て
の
船

舶
部
の
方
針
説
明
会
で
あ
る
と
共
に
、
将
来
の
海
運
業
務
推
進
に
関
す
る
基
本
的
態
度
の
打
合
会
議
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
船
舶
部
（
川
村

貞
二
郎
部
長
以
下
）
は
『
シ
テ
役
』
を
演
じ
、
な
お
多
分
に
、
荷
主
目
三
井
物
産
本
社
側
の
同
調
・
協
力
乃
至
了
解
を
求
め
ん
と
す
る
空
気
も
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（
註
4
）

濃
厚
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
前
年
の
会
議
に
比
較
す
れ
ぽ
、
可
成
り
強
く
、
自
ら
の
海
運
業
者
的
立
揚
の
発
展
・
貫
徹
を
図
ら
ん
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
最
も
重
要
視
す
べ
き
は
、
両
会
議
に
出
席
し
適
宜
の
決
裁
を
な
し
た
小
田
柿
取
締
役
一
当
時
の
貿
易
及
び
海
運

業
務
の
担
当
重
役
一
が
、
特
に
、
船
舶
部
乃
至
三
井
海
運
業
の
発
展
に
深
甚
な
理
解
と
指
導
的
発
言
を
行
い
、
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会

議
」
席
上
、
に
お
い
て
む
し
ろ
、
船
舶
裏
側
の
遠
慮
深
さ
と
消
極
的
態
度
を
飛
び
こ
え
て
、
三
井
海
運
業
の
半
他
人
運
送
的
展
開
と
「
事

業
」
的
成
長
を
希
望
し
且
つ
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
当
時
に
お
け
る
三
井
物
産
会
社
取
締
役
の
地
位
と
権
限
は
絶
対
的
威
力
を
も
ち
、
到
底
今
日
の
株
式
会
社
重
役
の
そ
れ
の
如
き
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
た
と
え
、
一
取
締
役
の
希
望
・
理
想
の
表
明
と
し
て
非
公
開
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
対
内
的
に
、
取
締
役

会
決
議
乃
至
決
裁
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
効
．
果
を
も
つ
。
し
か
も
、
取
締
役
の
発
言
あ
る
や
、
そ
れ
は
部
課
長
以
下
に
抗
弁
す
る
余
地
を
も
与

え
な
い
。
六
日
間
に
亘
っ
て
開
か
れ
た
「
第
一
回
船
曲
部
打
合
会
議
」
で
の
個
別
的
討
議
、
な
か
ん
ず
く
、
　
「
船
舶
部
二
対
ス
ル
各
店
ノ
意

見
回
目
希
望
」
を
議
題
と
し
た
揚
合
に
、
物
産
本
社
各
部
・
各
店
か
ら
忌
愚
な
い
見
解
も
出
さ
れ
、
船
舶
部
本
位
の
も
の
の
考
え
方
・
行
き

方
に
、
注
意
と
ブ
レ
ー
キ
を
課
さ
ん
と
し
た
動
き
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
同
会
議
初
日
の
「
小
田
柿
取
締
役
告
辞
」
が
あ
っ
た
後

だ
け
に
前
年
度
の
船
積
会
議
に
お
け
る
如
き
荷
主
的
立
冬
優
先
主
義
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
明
白
に
看
取
さ
れ
る
。

　
以
下
、
先
ず
、
大
正
七
年
「
第
一
回
船
積
会
議
」
の
様
相
を
、
次
い
で
翌
年
の
「
第
一
回
船
翻
倒
打
合
会
議
」
の
重
要
決
定
を
う
か
が
う

こ
と
に
す
る
。

　
（
註
－
）
　
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
々
事
録
」
一
五
頁
。

　
（
註
2
）
　
大
正
七
年
四
月
の
船
舶
部
組
織
改
正
を
そ
れ
ま
で
の
組
織
と
関
連
し
て
示
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
改
正
前
　
　
　
　
　
　
　
　
改
正
後

　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
長
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
長

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

部
長
代
　
理

秘

嚢
日

総
　
　
務
　
　
掛

石
炭
運
賃
掛

雑
貨
運
賃
掛

庶
　
　
務
　
　
掛

出
　
　
納
　
　
掛

社
　
　
船
　
　
掛

勘
　
　
定

e一”一一h　e－inN　一　一一“一

監社出統庶遠東近傭総秘参部副

掛
　
　
　
　
　
　
　
勘

二
九
四
一
三
〇
〇
頁
参
照
。

　
部

長
　
代

船納計務洋洋海船務

掛督掛掛懐掛掛掛掛樹掛書事理・長

（
註
3
）
　
「
海
運
理
論
体
系
」

（
註
4
）
　
佐
波
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
い
ま
こ
れ
を
「
自
己
運
送
か
ら
他
人
運
送
へ
」
と
云
う
大
き
な
発
展
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
半
他
人
運
送
業
的
形
態
は
貿
易
業
者
と
し
て
の
三
井
物
産
本
社
に
と
つ

　
て
は
消
櫨
的
方
向
を
、
運
送
業
者
と
し
て
の
三
井
物
産
船
舶
部
に
と
っ
て
は
積
極
的
方
向
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
産
本
社
と
同
船
舶
部
と
は
こ
の
時
期

　
に
お
い
て
当
然
矛
盾
す
る
方
向
を
と
っ
た
。
そ
こ
で
、
思
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
船
舶
部
打
合
会
議
が
開
催
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
は
極
め
て
歴
史
的
な
意
味
を
も
つ

　
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
矛
盾
す
る
二
つ
の
立
場
ま
た
は
利
害
を
何
ん
と
か
し
て
妥
協
調
整
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
会
議
の
目
的
で
あ
っ
た
。
L
　
同
上
書

　
一
一
九
五
頁
。
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（
イ
）
第
一
回
船
積
会
議

　
船
積
会
議
の
目
的
は
主
催
者
三
井
物
産
本
社
業
務
課
長
赤
羽
氏
開
会
挨
拶
に
云
う
如
く
、
、
第
一
次
大
戦
中
「
商
売
ノ
成
否
ハ
一
二
係
リ
テ

船
腹
ノ
獲
得
如
何
ニ
ア
雇
U
）
と
言
わ
れ
る
程
、
貿
易
業
務
遂
行
上
童
重
大
問
題
と
な
っ
た
船
腹
引
合
そ
の
他
の
船
積
事
務
を
、
諸
種
の
角
度



か
ら
討
議
し
、
大
会
社
た
る
三
井
物
産
の
統
一
的
行
動
を
図
ら
ん
と
せ
る
も
の
で
、
た
ま
た
ま
、
大
正
七
年
十
一
月
十
一
日
休
戦
と
い
う
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

発
的
大
事
件
が
起
り
会
議
の
重
要
性
は
一
層
強
ま
っ
た
。
赤
羽
課
長
は
大
戦
勃
発
以
来
の
貿
易
・
海
運
情
勢
の
変
遷
を
の
べ
た
後
、
次
の
如

く
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
「
扱
テ
前
述
ノ
如
キ
当
社
商
売
進
展
ノ
半
面
由
縁
云
フ
迄
モ
無
ク
船
腹
引
合
其
ノ
他
船
積
事
務
ノ
拡
張
繁
忙
テ
伴
ヒ
、
自
然
各
店
当
該
掛
間
二
連
絡

　
　
　
ヲ
計
り
打
合
セ
ヲ
要
ス
ヘ
キ
事
項
モ
多
カ
ル
ヘ
ク
殊
二
対
艦
会
社
ト
ノ
関
係
二
付
テ
ハ
当
社
全
般
ト
シ
テ
態
度
ヲ
ー
ニ
ス
ル
ノ
必
要
モ
ア
リ
労
≧
船

　
　
　
積
関
係
者
会
議
開
催
ノ
要
ア
ル
コ
ト
ハ
単
二
之
ラ
認
メ
居
リ
シ
モ
機
熟
セ
ズ
五
二
今
日
二
及
ヒ
タ
ル
次
第
ナ
ル
カ
近
時
社
外
船
ノ
勃
興
二
伴
ヒ
之
二

　
　
　
対
ス
ル
ノ
態
度
ヲ
決
シ
同
時
二
郵
船
及
ヒ
船
舶
部
ト
ノ
関
係
二
字
テ
モ
充
分
研
究
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
偶
ヒ
拠
天
覆
地
ノ
欧
州
大
戦
休
戦
ノ
成
ル

　
　
　
ア
リ
今
後
ハ
愈
惹
真
剣
二
外
国
ト
商
権
拡
張
ヲ
争
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
重
大
時
期
二
宮
シ
将
来
ノ
計
ヲ
議
ス
ル
ハ
決
シ
テ
徒
爾
ナ
ラ
ス
ト
信
ス
　
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
　
　
氏
夫
レ
無
腹
蔵
意
見
ノ
存
ス
ル
処
テ
吐
露
セ
ラ
レ
本
会
開
催
ノ
主
旨
テ
完
カ
ラ
シ
メ
ラ
ル
・
様
切
望
二
不
堪
ル
次
第
ナ
リ
」
と
、

　
そ
れ
故
、
同
会
議
々
題
は
極
め
て
多
種
多
方
面
に
亙
っ
て
い
る
が
、
な
か
ん
ず
く
、
大
荷
主
と
し
て
の
海
運
業
務
に
対
す
る
関
心
は
、
第

一
議
題
…
「
日
郵
大
商
等
ノ
協
定
航
路
二
於
ヶ
ル
社
外
麗
々
腹
引
合
ノ
事
」
、
　
第
二
議
題
…
「
社
外
船
々
腹
引
合
統
一
ノ
事
」
、
　
第
三
議
題

…
「
対
日
郵
大
商
運
賃
引
合
統
一
ノ
事
」
に
む
し
ろ
重
点
が
お
か
れ
、
　
「
当
社
ト
船
舶
部
ト
ノ
関
係
」
は
第
四
議
題
と
し
て
従
属
的
に
と
り

あ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
井
物
産
会
社
が
巨
大
な
財
閥
商
社
と
し
て
一
層
の
発
展
を
期
す
る
た
め
に
、
日
本
郵
船
や
大
阪
商
船
等

永
年
関
係
あ
る
船
会
社
と
円
満
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
一
面
、
低
運
賃
を
か
x
げ
て
発
展
し
は
じ
め
た
社
外
船
を
如
何
に
利
用
す
る
か
が
、

当
然
に
、
当
時
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
田
柿
取
締
役
が
「
当
社
ノ
如
キ
大
会
社
ノ
立
揚
ヨ
リ
ス
ル
時
ハ
矢
張
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

最
大
ノ
船
会
社
ト
特
別
関
係
ヲ
保
ッ
事
大
聖
上
有
利
ナ
リ
ト
信
ス
ル
ヲ
以
テ
只
今
課
長
ノ
御
話
ノ
通
り
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
可
ナ
リ
」
と
「
裁
決
」

せ
る
方
針
、
す
な
わ
ち
、
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社
外
船
　
の
　
系
譜

「
O
§
h
　
ハ
現
在
ノ
所
其
ノ
根
拠
極
メ
テ
輩
固
ニ
シ
テ
其
ノ
勢
力
強
大
ナ
ル
テ
以
テ
社
外
船
ノ
之
ト
対
抗
ス
ル
事
ハ
不
可
能
ト
見
ル
ヘ
ク
仮
令
安
運

賃
ヲ
以
テ
協
定
航
路
二
割
込
ミ
ラ
試
ム
ル
ト
シ
テ
モ
結
局
一
二
航
海
ヲ
以
テ
終
ル
事
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ラ
以
テ
当
社
ト
シ
テ
ハ
戦
後
社
外
船
主
力
団
結
シ

テ
6
0
ロ
晒
ラ
組
織
シ
現
在
ノ
0
8
h
二
対
抗
ス
ル
事
ト
ナ
リ
タ
ル
時
ハ
叉
其
時
ノ
相
談
ト
シ
現
在
二
於
テ
ハ
O
o
昌
巨
ヲ
尊
重
…
ス
ル
事
ト
シ
唯
各
個
ノ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

A
ロ
ニ
於
テ
劃
位
外
ハ
船
割
安
運
賃
ノ
提
供
ア
リ
タ
ル
油
時
ハ
O
O
目
晒
二
旧
劇
A
ロ
ヒ
引
下
ヲ
要
求
シ
又
ハ
相
当
ノ
条
件
ヲ
山
谷
レ
シ
ム
ル
雄
叫
ノ
重
甲
ト
ス
ル
一
瓜
々
」

は
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
欧
州
航
路
同
盟
と
三
井
船
舶
株
式
会
社
と
の
争
い
と
も
関
連
し
て
頗
る
興
味
あ
る
三
井
物
産
の
態
度
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
主
題
た
る
三
井
海
運
業
経
営
形
態
の
発
展
、
或
は
、
三
井
物
産
船
舶
部
の
本
来
的
機
能
乃
至
使
命
に
関
す
る
「
三

井
物
産
と
船
舶
部
と
の
関
係
」
な
る
第
四
議
題
の
討
議
内
容
に
限
っ
て
考
察
を
す
す
め
る
。

「
船
舶
部
ノ
当
社
二
於
ケ
ル
地
位
即
チ
船
舶
部
ハ
当
社
一
般
商
売
ノ
補
助
機
関
タ
ル
職
能
テ
以
テ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
や
叉
ハ
夫
レ
自
身
固
有
ノ
目

的
ヲ
以
テ
設
立
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
や
踏
付
テ
ハ
従
来
種
々
ノ
機
会
二
於
テ
問
題
ト
ナ
リ
タ
ル
が
如
ク
聞
ク
リ
吾
人
ハ
今
更
昏
々
ス
ル
迄
モ
無
ク

船
舶
風
力
物
産
会
社
ノ
一
部
ト
シ
テ
存
在
シ
而
カ
モ
船
舶
其
モ
ノ
・
使
命
か
本
来
碍
子
貿
易
ノ
助
長
ニ
ア
ル
以
上
先
ツ
以
テ
当
社
々
内
商
売
ノ
助
成

二
尽
力
シ
全
力
ヲ
以
テ
対
外
（
内
の
誤
り
か
？
i
引
用
者
）
引
合
呼
応
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
事
テ
確
信
ス
ル
所
ナ
リ
　
今
や
膿
古
ノ
戦
乱
モ
終
熔
シ

戦
争
撫
牛
リ
異
常
ノ
進
展
ヲ
示
シ
タ
ル
本
邦
海
運
界
ハ
愈
真
剣
ノ
競
争
場
裡
二
立
タ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
運
命
ニ
ア
リ
テ
自
然
向
後
戸
戸
、
社
外
船
ノ
活

動
括
目
シ
テ
見
ル
可
キ
モ
ノ
ア
ル
可
シ
　
此
秋
二
当
リ
我
船
舶
部
二
戸
テ
モ
大
二
陣
容
ヲ
新
タ
ニ
シ
社
内
各
売
買
掛
ト
歩
調
ヲ
ー
ニ
シ
当
社
ノ
商
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

ノ
進
［
展
二
協
力
セ
ラ
レ
ン
事
希
望
シ
テ
已
マ
サ
ル
所
ナ
リ
雪
々
」
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右
は
第
四
議
題
「
当
社
ト
船
舶
部
ト
ノ
関
係
」
の
出
題
者
た
る
本
店
業
務
課
の
提
案
理
由
の
説
明
で
あ
る
。
も
っ
て
、
船
舶
部
の
本
質
的

機
能
乃
至
使
命
に
関
す
る
論
議
は
こ
の
時
以
前
に
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
荷
主
す
な
わ
ち
貿
易
業
者
と
し
て
の
三
井
物
産
側
の
意

図
は
あ
く
ま
で
船
舶
部
を
社
内
商
売
の
補
助
機
関
と
し
て
存
続
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
本
会
議
席

上
、
物
産
側
は
船
舶
部
が
大
体
に
お
い
て
各
部
・
各
支
店
の
貿
易
業
務
の
遂
行
・
発
転
に
寄
与
し
円
満
な
関
係
を
も
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
に
一



応
満
足
し
つ
つ
も
、
な
お
、
一
層
の
協
力
と
改
善
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
に
立
脚
し
つ
つ
、
無
遠
慮
な
希
望
や
要
求
が
出
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、

　
　
　
営
業
部
（
山
本
栄
夫
）
：
「
船
舶
部
ノ
態
度
ハ
石
炭
ニ
ノ
ミ
重
キ
ヲ
置
ク
傾
向
ア
ル
カ
如
ク
ナ
レ
共
雑
貨
等
ニ
モ
カ
ヲ
及
ホ
サ
レ
テ
ハ
如
何
希
望
二

　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

　
　
　
　
堪
ヘ
ス
」

　
　
　
名
古
屋
支
店
（
三
宅
貞
蔵
）
：
「
現
在
二
於
テ
ハ
円
満
ナ
ル
関
係
ニ
ア
リ
唯
差
当
リ
ノ
希
望
ト
シ
テ
ハ
船
舶
部
ニ
テ
甲
谷
二
等
二
配
船
セ
ル
郵
船
委

　
　
　
　
漂
船
へ
名
古
屋
ヨ
リ
積
荷
ノ
一
場
合
二
積
軸
流
諸
掛
「
テ
別
二
要
△
氷
セ
ラ
ル
・
こ
対
シ
郵
己
胎
ハ
之
テ
｝
要
求
セ
サ
ル
テ
以
テ
黒
部
提
供
ノ
安
運
任
貝
モ
反
テ
山
筒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

　
　
　
　
イ
モ
ノ
ト
ナ
ル
事
故
二
船
舶
部
ヨ
リ
。
・
ゲ
首
唱
営
σ
Q
o
同
山
妻
ヲ
出
サ
ル
、
事
チ
希
望
ス
」

　
　
　
穀
区
部
（
中
沢
尚
次
郎
）
：
「
…
…
運
賃
ノ
先
行
見
込
等
覚
船
舶
経
済
ノ
ミ
ヲ
根
拠
ト
セ
ス
即
チ
例
ヘ
バ
自
己
傭
船
ノ
高
率
ナ
ル
為
メ
掛
引
ヲ
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
9
）

　
　
　
　
様
ナ
ル
事
無
ク
公
平
ナ
ル
報
告
ヲ
セ
ラ
レ
ン
事
テ
望
ム
」

　
な
か
ん
づ
く
、
一
、
二
支
店
か
ら
船
舶
部
は
外
部
船
会
社
よ
り
高
い
運
賃
を
と
っ
て
い
る
と
の
苦
情
が
出
る
や
、
本
社
業
務
課
長
は
「
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
o
）

三
部
の
補
助
機
関
タ
ル
以
上
ハ
出
来
ル
丈
ケ
社
内
ニ
心
安
運
賃
ヲ
提
供
セ
サ
ル
可
ラ
ズ
」
と
き
め
つ
け
た
こ
と
前
記
し
た
如
く
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
、
船
舶
部
は
次
の
如
く
自
己
の
方
針
と
希
望
を
表
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
安
運
賃
ノ
船
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
船
舶
部
二
照
会
シ
船
舶
部
運
賃
ト
比
較
ノ
上
船
舶
部
ニ
テ
傭
船
料
等
ノ
関
係
上
右
運
賃
馬
引
下
困
難
ニ
シ
テ
之
ヲ
他

　
　
　
方
二
廻
ス
方
有
利
ナ
ル
時
ハ
安
運
賃
ノ
社
外
船
腹
ラ
利
用
セ
ラ
ル
・
事
ト
ス
ル
様
ニ
セ
ハ
会
社
全
体
ノ
利
益
ナ
リ
ト
信
ス

　
　
　
従
来
基
部
ト
シ
テ
ハ
安
運
賃
二
非
レ
ハ
商
売
ノ
成
立
不
可
能
ナ
リ
ト
量
フ
カ
如
キ
特
殊
ノ
場
合
ハ
多
少
犠
牲
テ
払
ヒ
テ
モ
運
賃
ヲ
安
ク
シ
ッ
・
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
1
）

　
　
　
然
ソ
共
運
賃
ヲ
多
少
高
ク
払
フ
モ
利
益
ア
ル
場
合
ニ
ハ
当
警
固
モ
多
少
ノ
利
益
ヲ
均
霧
セ
シ
メ
ラ
レ
度
シ
云
々
」

　
事
実
ま
た
、
船
舶
部
に
対
し
て
船
腹
取
甚
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
刻
商
談
不
成
立
に
よ
り
無
償
解
約
し
て
船
舶
部
に
多
大
の
迷
惑
と
損
失

を
か
け
る
が
如
き
事
例
も
決
し
て
少
な
か
ら
ず
、
船
舶
部
渡
辺
氏
が
、
敢
え
て
、
「
社
内
ナ
レ
バ
コ
ソ
斯
カ
ル
我
儘
モ
云
ワ
ル
レ
共
社
外
ノ
船

　
　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
譜
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社
　
外
船
　
の
　
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
皿
）

腹
二
付
テ
ハ
斯
ル
勝
手
ハ
出
来
ザ
ル
ベ
シ
」
と
反
撃
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
自
ら
の
方
に
も
非
難
さ
る
べ
き
「
我
儘
」
行
為
が
あ

り
な
が
ら
、
三
井
物
産
と
し
て
は
、
依
然
あ
く
ま
で
、
船
舶
部
は
自
己
の
貿
易
業
務
の
補
助
機
関
で
あ
り
、
自
ら
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
の
基
本
的
観
念
を
固
執
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
前
記
、
船
舶
部
内
部
組
織
の
改
正
に
つ
い
て
さ
え
、
物
産
会
社
貿
易
に
不
利
益
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
態
度
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
井
物
産
本
店
赤
羽
業
務
課
長
は
、

　
　
　
「
船
舶
部
ノ
今
回
ノ
掛
組
織
改
正
棚
曇
ル
各
店
ノ
受
ケ
タ
ル
影
響
如
何
、
即
チ
従
来
石
炭
雑
貨
等
荷
物
ノ
種
類
ニ
ヨ
リ
山
①
嚇
ユ
§
⑦
曇
ヲ
分
チ
シ
ヲ

　
　
今
回
近
海
、
遠
洋
等
航
路
ニ
ヨ
リ
分
ツ
ニ
至
リ
シ
纂
ハ
添
書
ノ
船
会
社
ナ
ラ
サ
ル
当
社
艦
五
部
ト
シ
テ
斜
高
ラ
今
回
ハ
近
海
二
次
回
ハ
遠
洋
二
差
廻

　
　
　
ス
必
要
モ
生
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
寧
ロ
従
前
ノ
方
便
利
ナ
ナ
ラ
ス
ヤ
ト
思
ハ
ル
・
之
ハ
机
上
ノ
議
論
二
過
キ
サ
ル
ヘ
キ
モ
実
地
二
当
プ
ル
・
諸
君
ノ
御
意

　
　
　
　
（
註
1
4
）

　
　
見
如
何
」

と
発
言
し
、
暗
に
、
三
井
物
産
附
属
の
船
舶
部
が
一
般
海
運
会
社
流
の
組
織
を
と
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
提
起
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
4
）

予
想
に
反
し
て
、
今
回
の
改
正
が
む
し
ろ
実
務
的
に
便
宜
な
り
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
小
田
柿
取
締
役
の
鶴
の
一
声
「
…
…
兎
二
角
改
正
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
5
）

ラ
レ
タ
ル
事
ナ
レ
バ
此
ノ
組
織
ニ
ヨ
リ
努
力
ス
ベ
シ
」
と
の
裁
決
が
下
っ
て
、
本
問
題
は
そ
れ
以
上
む
し
喰
え
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

こ
こ
に
も
、
三
井
物
産
貿
易
本
位
に
船
舶
部
の
組
織
及
び
機
能
を
律
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
ゴ
え
て
、
は
な
は
だ
興
味
あ
る
点
で
あ

る
Q

　
本
議
題
討
議
に
当
り
、
船
舶
部
民
は
、
終
始
「
当
部
ト
シ
テ
山
気
ノ
附
カ
サ
ル
事
モ
多
カ
ル
ベ
ケ
レ
ハ
今
後
ハ
各
店
御
遠
慮
ナ
ク
総
テ
ノ

事
ヲ
通
知
セ
ラ
レ
度
シ
」
と
、
極
め
て
、
神
妙
且
つ
控
え
目
の
態
度
を
と
り
、
自
ら
も
三
井
物
産
商
売
の
補
助
機
関
と
し
て
一
層
の
努
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
6
）

尽
す
べ
し
と
発
言
し
て
い
る
。
本
「
船
積
会
議
」
は
、
三
井
物
産
業
務
課
主
催
の
、
い
わ
ゆ
る
物
産
側
会
議
で
あ
り
、
船
舶
部
か
ら
は
渡
辺

諏
訪
松
氏
（
大
正
七
年
四
月
一
日
当
時
雑
貨
運
賃
掛
主
任
、
組
織
改
正
後
遠
洋
掛
主
任
）
一
名
が
出
席
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
会
議
の
性
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上
上
、
当
然
に
、
三
井
物
産
貿
易
業
務
乃
至
荷
主
と
し
て
の
立
直
が
中
心
と
な
り
、
船
舶
血
書
が
従
た
る
地
位
に
お
か
れ
た
の
は
明
か
で
あ

る
。
海
運
業
務
の
貿
易
業
務
へ
の
皇
位
乃
至
従
属
を
当
然
と
考
え
て
い
る
三
井
物
産
本
社
各
部
及
び
各
店
は
、
船
舶
部
に
一
層
の
協
力
と
奉

仕
を
要
求
し
、
本
来
的
な
「
補
助
機
関
」
た
る
べ
き
同
軸
の
使
命
・
職
能
を
強
調
し
た
。
三
井
物
産
船
舶
部
の
物
産
貨
物
以
外
の
蚤
取
輸
送

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
等
の
言
及
も
な
く
、
従
っ
て
、
船
舶
部
の
半
他
人
運
送
化
そ
れ
自
体
を
非
難
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
か
x
る
海

運
業
務
の
「
商
売
ノ
補
助
」
性
を
強
く
要
望
・
主
張
せ
る
物
産
会
社
が
、
原
則
と
し
て
、
三
井
海
運
業
の
（
半
）
他
人
運
送
的
展
開
を
希
望

せ
ず
、
そ
れ
を
制
限
せ
ん
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
次
項
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
」
に
お
い
て
、
自
ら
、
三
井
海
運
業
の
半
他
人
運
送
的
展
開
乃
至
船
舶
部
の
事
業
的
発
展
を
述
べ
た
小

田
柿
取
締
役
も
、
本
「
船
積
会
議
」
で
は
、
未
だ
、
次
の
如
き
見
解
を
発
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

「
船
舶
部
二
対
シ
テ
ハ
従
来
屡
ヒ
補
助
機
関
タ
ル
事
ラ
忘
レ
居
レ
リ
ト
ノ
攻
撃
モ
ア
リ
タ
レ
共
叉
一
方
ヨ
リ
見
レ
ハ
各
店
ノ
要
求
モ
過
大
ナ
リ
ト
云

フ
ヲ
得
ヘ
シ
即
チ
社
船
ノ
総
体
ノ
屯
数
可
約
拾
壱
万
屯
其
ノ
輸
送
力
（
？
・
）
ハ
年
八
十
万
屯
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
当
社
取
扱
荷
物
ハ
三
百
五
十
万
一
四
百

万
屯
ア
リ
殊
二
石
炭
運
搬
二
大
部
分
テ
使
用
セ
ラ
レ
居
ル
事
ナ
レ
ハ
船
腹
馬
車
不
足
配
船
二
不
足
ア
ル
ハ
止
ム
ラ
得
サ
ル
処
ナ
リ
　
尤
モ
何
レ
之
テ

　
　
　
　
　
　
（
註
1
7
）

増
加
ス
ル
老
ナ
リ
」
と
。
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（
註
1
）
　
三
井
物
産
株
式
会
社
業
務
課
「
第
一
回
船
積
会
議
要
録
」
三
頁
。

（
註
2
）
　
本
会
議
が
十
一
月
十
一
日
休
戦
に
よ
っ
て
性
急
に
召
集
さ
れ
た
も
の
か
、
或
は
そ
れ
以
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か
明
白
で
な
い
が
、

　
な
統
計
資
料
そ
の
他
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
後
者
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
註
3
）
　
「
第
一
回
船
積
会
議
要
録
」
五
頁
。

（
註
4
・
5
）
　
同
右
　
　
　
　
　
　
　
四
八
一
九
頁
。

（
註
6
）
同
右
　
　
　
　
五
ニ
ー
三
頁
。

（
註
7
）
同
　
　
　
　
五
四
頁
。

　
　
祉
外
船
　
の
系
譜

各
支
店
か
ら
相
当
詳
細



　　　　　　　　　　　　　
註註註註註註註
14　13　12　11　10　　9　　8
）　）　）　）　）　）　）
　　　　　　　社
同同同同同同同　　　　　　　外

船
　
の
　
系
譜

　
　
　
　
　
　
五
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
従
前
ノ
組
織
ニ
ヨ
レ
パ
往
航
ト
復
航
ト
積
荷
力
異
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
夫
レ
ゾ
レ
ニ
対
ス
ル

　
　
運
賃
引
合
二
付
テ
ハ
引
合
掛
ヲ
異
邦
ス
ル
事
ト
ナ
リ
不
便
不
勘
リ
シ
カ
今
回
ノ
改
正
ニ
ヨ
リ
東
洋
掛
一
ツ
ニ
テ
済
ム
事
ト
ナ
リ
便
利
ト
ナ
レ
リ
。
」

　
（
註
1
5
）
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
頁
。

　
（
註
1
6
）
同
　
　
　
　
六
二
頁
。

　
（
註
1
7
）
同
　
　
　
　
五
八
頁
。

　
（
ロ
）
　
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議

　
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
後
一
年
の
大
正
八
年
十
月
、
三
井
物
産
会
社
は
、
船
舶
部
主
催
下
に
、
始
め
て
の
船
舶
会
議
を
開
い
た
。
そ
れ

は
従
来
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
船
舶
部
々
内
の
会
合
で
は
な
く
「
船
主
二
当
ル
船
舶
部
ト
荷
主
或
ハ
傭
船
者
ノ
各
店
ト
ガ
集
」
つ
て
、
　
「
相
互

ノ
意
思
ノ
疎
通
」
を
図
り
、
特
に
「
我
社
全
体
カ
ラ
見
テ
如
何
ニ
シ
タ
ラ
最
モ
イ
・
カ
ト
云
フ
コ
ト
即
チ
会
社
全
体
ノ
タ
メ
ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

議
」
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
前
、
こ
の
種
船
舶
関
係
者
の
会
議
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
実
際
開
催
に
至
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
大
戦
終
結
に
伴
う
諸
情
勢
の
変
化
、
な
か
ん
づ
く
、
海
運
市
況
の
悪
化
と
い
う
客
観
的
な
「
情
勢
ノ
推
移
」
は
、
遂
に
、

第
一
回
船
舶
会
議
を
開
か
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
主
催
者
た
る
川
村
船
舶
部
長
の
開
催
挨
拶
は
、
そ
れ
自
身
一
応
表
面
的
な
会
議
開
会
の

理
由
で
あ
る
。
船
舶
部
が
戦
後
の
変
動
期
に
親
会
社
た
る
三
井
物
産
各
部
・
各
店
と
の
連
繋
を
よ
り
一
層
緊
密
化
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
一
面
、
海
運
界
の
将
来
予
測
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
強
気
論
を
は
い
て
い
た
川
村
部
長
以
下
の
当
時
の

　
　
五
五
頁
。

　
　
五
六
頁
。

　
　
六
三
頁

　
　
六
三
－
六
四
頁
。

　
　
六
六
頁
。

　
　
五
六
…
五
七
頁
。

香
港
支
店
三
笠
良
人
氏
は
次
の
如
く
言
っ
て
い
る
。
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船
舶
部
側
の
考
え
方
か
ら
み
て
、
単
に
、
海
運
情
勢
の
客
観
的
変
動
に
対
す
る
対
応
策
の
樹
立
の
み
を
目
的
と
し
て
船
舶
部
会
議
を
も
つ
た

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
点
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
強
気
の
見
透
を
立
て
て
い
た
と
は
い
え
、
船
舶
部
と
し
て
は
他
面
不
測
の
変
動
や
諸
外
国

海
運
の
出
方
を
充
分
予
想
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
戦
後
世
界
海
運
情
勢
の
変
化
に
備
え
よ
う
と
し
た
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
船
舶
部
乃
至
三
井
海
運
業
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
的
方
針
の
討
究
が
真
の
狙
い
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
項
に

述
べ
た
「
船
積
会
議
」
に
お
け
る
物
産
本
社
側
の
三
井
船
舶
部
補
助
機
関
論
、
乃
至
船
舶
部
の
商
売
へ
の
従
属
論
が
、
依
然
、
基
本
的
な
枠

と
し
て
課
さ
れ
、
そ
の
限
り
、
自
由
な
海
運
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
て
は
、
戦
後
に
予
想
さ
れ
る
海
運
競
争
の
激
化
に
耐
え
得
ず
、
却
っ
て

三
井
物
産
貿
易
業
務
の
発
達
を
も
阻
害
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
い
、
こ
の
際
、
一
歩
、
船
舶
部
の
自
由
即
ち
半
他
人
運
送
の
公
認
を
求
め

よ
う
と
策
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、
私
一
個
の
単
な
る
推
測
で
あ
り
、
或
は
独
断
的
に
失
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
代
三
井
船
舶
部
長
の
う
ち
、
そ
の
就
任
期
間

（
明
治
三
十
九
年
六
月
部
長
就
任
以
来
、
大
正
十
三
年
七
月
三
井
物
産
株
式
会
社
常
務
取
締
役
就
任
ま
で
満
十
八
年
立
）
の
点
に
お
い
て
最

も
永
く
㌃
そ
の
船
舶
部
発
達
に
対
す
る
功
績
に
お
い
て
抜
群
の
川
村
船
舶
部
長
は
、
豊
富
な
業
務
経
験
と
強
烈
な
事
業
意
欲
、
及
び
海
運
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

般
の
発
展
に
対
す
る
卓
越
せ
る
洞
察
力
の
持
主
で
あ
り
且
つ
、
三
井
海
運
業
発
展
の
た
め
に
、
驚
く
べ
ぎ
機
略
才
智
を
発
揮
し
た
人
で
あ
る

か
ら
、
本
会
議
上
最
も
中
心
課
題
た
る
「
三
井
船
舶
部
の
他
人
運
送
へ
の
踏
切
り
」
を
自
ら
の
口
か
ら
敢
え
て
発
言
せ
ず
、
こ
れ
を
、
小
田

柿
取
締
役
の
口
か
ら
述
べ
し
め
た
こ
と
は
、
そ
の
決
定
的
効
果
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
自
己
の
統
．
馬
下
に
あ
る
船
舶
部

が
す
で
に
社
内
荷
積
取
量
と
相
等
し
い
ほ
ど
の
社
外
荷
を
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
一
般
社
外
船
も
自
営
乃
至
定
期
航
路
へ
必
然
的

な
発
展
を
と
げ
つ
x
あ
る
実
情
を
知
り
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る
川
村
船
舶
部
長
は
、
同
時
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
輩
固
な
物

産
会
社
側
の
「
船
舶
部
の
貿
易
補
助
機
関
」
視
的
見
解
を
承
知
し
て
お
り
、
船
舶
部
の
他
人
運
送
的
進
出
を
自
ら
の
口
か
ら
主
張
す
る
こ
と

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

の
不
利
を
慮
っ
て
、
取
締
役
と
い
う
権
威
者
か
ら
こ
れ
を
唱
導
せ
し
め
た
も
の
と
み
る
方
が
、
む
し
ろ
、
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
に
、

小
田
柿
取
締
役
自
身
「
コ
レ
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
此
間
カ
ラ
川
村
氏
ト
相
談
シ
テ
イ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
が
云
々
」
と
言
っ
て
お
り
、
三
井
船
舶

部
の
社
外
荷
取
扱
へ
の
発
展
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
船
舶
部
側
の
意
図
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

以
下
、
や
や
冗
長
で
は
あ
る
が
、
小
田
柿
取
締
役
が
「
船
舶
部
二
対
ス
魚
粕
」
と
し
て
の
べ
た
告
辞
を
か
x
げ
鯵
．

理船
想舶
　部

　対
　　ス

　　ノレ

船
舶
部
ノ
発
達

社
外
ノ
荷
物

「
次
二
私
ノ
船
舶
部
二
対
ス
ル
理
想
ヲ
申
上
グ
度
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

（
前
半
略
）

　
而
シ
斯
ク
ノ
如
ク
隆
盛
ニ
ハ
ナ
リ
マ
シ
タ
が
今
後
ノ
発
展
ハ
如
何
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
大
二
研
究
ラ
要
ス
ル
コ
ト
・
思
ヒ

マ
ス
船
舶
部
属
嘗
テ
官
社
船
三
十
二
隻
十
三
万
屯
ヲ
指
揮
セ
ラ
レ
タ
外
二
定
期
傭
般
ラ
五
十
隻
モ
使
用
セ
ラ
レ
タ
コ
ト
モ
ア
リ

今
デ
モ
総
テ
ヲ
合
シ
テ
百
隻
二
近
イ
船
ラ
動
カ
シ
テ
居
り
今
迄
最
モ
少
イ
年
デ
モ
ニ
百
五
十
万
屯
ノ
荷
物
テ
運
ン
デ
居
ラ
ル
・

立
派
ナ
船
会
社
デ
ア
リ
マ
シ
テ
其
航
路
ハ
全
世
界
二
普
シ
ト
云
フ
ヨ
ウ
ナ
盛
況
デ
ア
リ
マ
ス
　
川
村
氏
が
引
受
ラ
レ
タ
当
時
ノ

艦
舶
部
ハ
三
千
乳
癌
ノ
船
ガ
ニ
三
隻
ア
ツ
テ
近
海
三
従
事
シ
テ
居
ッ
タ
ニ
過
ギ
ズ
香
港
蘭
貢
二
行
ッ
タ
ノ
ヲ
珍
ラ
シ
ガ
ツ
タ
ヨ

ウ
ナ
状
態
デ
ア
リ
マ
シ
タ

　
ソ
レ
が
今
日
ノ
様
ナ
成
皿
大
ナ
モ
ノ
ト
ナ
ツ
タ
ノ
デ
ス

　
而
シ
斯
ク
ノ
如
ク
盛
大
ニ
ハ
ナ
リ
マ
シ
タ
が
今
日
ノ
世
界
ノ
商
工
業
ノ
進
歩
並
二
我
社
ノ
進
歩
二
比
較
シ
マ
ス
ト
今
後
是
以

上
二
益
々
大
ナ
ル
発
展
ヲ
ナ
ス
デ
ア
リ
マ
シ
ヨ
ウ
私
ノ
理
想
ト
云
フ
ノ
ハ
是
迄
般
舶
部
ノ
取
扱
ハ
単
二
社
内
ノ
荷
物
ノ
取
扱
即

チ
会
社
ノ
商
売
ノ
補
助
機
関
デ
商
売
ノ
補
助
ヲ
シ
タ
ニ
過
ギ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
が
今
後
ハ
他
ノ
一
般
事
業
ト
同
ジ
ク
ー
ノ
三
井
ノ

営
業
ト
シ
テ
社
内
ノ
荷
物
ノ
ミ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
棄
テ
、
我
社
ノ
他
部
ノ
仕
事
ノ
如
ク
世
界
ラ
相
手
ニ
セ
ネ
バ
ナ
リ
マ
セ
ン

　
斯
ク
申
セ
バ
社
内
ノ
荷
物
ハ
全
然
…
コ
レ
ラ
棄
ル
ト
イ
フ
風
前
思
バ
レ
ル
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
が
決
シ
テ
ソ
ウ
デ
ハ
ナ
ク
テ
勿
論

社
内
ノ
荷
物
ハ
便
宜
ヲ
計
り
其
外
二
益
々
世
界
的
二
事
務
テ
広
メ
発
展
シ
テ
行
キ
度
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
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船
舶
　
営
　
業

支
部
及
出
張
員

社
外
船
　
の

　
コ
レ
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
此
聞
カ
ラ
川
村
氏
ト
相
談
シ
デ
イ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
が
支
部
ヲ
設
ク
出
張
員
ヲ
出
ス
コ
ト
ガ
第
一
ノ

順
序
デ
ア
リ
此
等
ノ
議
万
面
ニ
ヨ
リ
齎
サ
ル
報
…
告
ニ
ヨ
リ
世
界
運
嘗
県
置
ハ
他
海
運
界
百
般
｝
ノ
中
足
が
神
一
　
二
居
テ
手
二
取
ル
如
ク
解
川
ル

ヨ
ウ
ニ
ス
ル
ノ
が
最
モ
必
要
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
ソ
レ
デ
結
…
局
商
売
ラ
ヤ
ル
人
日
ド
ン
く
商
売
ヲ
専
ラ
ヤ
リ
船
腹
運
賃
ノ
事
ハ
世
界
的
二
如
何
ニ
ナ
ツ
テ
居
様
ト
モ
舶
舶
部

二
塁
テ
聞
ク
バ
イ
ッ
デ
モ
総
テ
が
解
り
用
が
辮
ズ
ル
程
度
二
船
舶
部
ヲ
発
展
サ
シ
テ
行
キ
度
イ
ノ
デ
ス
所
謂
餅
ハ
餅
屋
デ
船
ノ

コ
ト
ハ
皆
齪
聡
舶
部
二
頼
ル
様
ニ
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
斯
ク
ノ
如
キ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
ニ
玉
垣
舶
部
ハ
世
界
ノ
主
要
ノ
市
場
町
支
部
ヲ
置
キ
其
各
地
ノ
般
舶
事
務
ハ
総
テ
船
舶
部
二

委
セ
商
売
係
ノ
入
ハ
商
売
二
専
念
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

　
以
上
ノ
目
的
二
向
ツ
テ
ハ
一
日
モ
早
ク
歩
ヲ
進
軍
テ
行
キ
度
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
従
ツ
テ
ソ
ウ
ナ
レ
バ
船
舶
部
ハ
社
内
ノ
荷
物
丈
ケ
デ
ハ
立
チ
行
キ
マ
セ
ン
社
外
ノ
モ
ノ
迄
モ
ヤ
リ
船
舶
営
業
二
歩
ヲ
進
メ
度

イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
従
ツ
テ
我
社
ガ
シ
テ
イ
タ
内
外
ノ
言
舞
。
・
ハ
総
テ
船
舶
部
ガ
ヤ
ラ
レ
ル
方
が
一
番
良
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
結
局
船
舶
部
が
他
人
ノ
荷
物
ヲ
運
ビ
｝
㎝
①
コ
8
ラ
ス
レ
バ
社
内
ノ
仕
事
ガ
オ
留
守
ニ
ナ
リ
ハ
シ
ナ
イ
カ
ト
心
配
セ
ラ
レ
ル
方

モ
ァ
リ
マ
セ
ウ
ガ
ソ
レ
ハ
杞
憂
二
過
ギ
マ
セ
ン
世
界
ラ
相
手
ニ
シ
テ
行
ク
ニ
ハ
コ
レ
位
親
心
ネ
バ
ナ
リ
マ
セ
ン
即
チ
広
ク
業
務

ラ
ヤ
ル
コ
ト
が
必
要
デ
ス

　
今
日
デ
ハ
船
舶
部
ノ
仕
事
ハ
物
産
会
社
ノ
一
機
関
デ
ア
ル
時
期
ハ
去
ッ
テ
海
運
業
ハ
三
井
ノ
ー
ノ
事
業
デ
ア
ル
時
代
ニ
ナ
ツ

タ
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
吾
々
ノ
会
社
ノ
商
売
が
対
外
商
売
ト
イ
フ
ヨ
リ
モ
寧
ロ
外
国
ト
外
国
ト
ノ
間
ノ
商
売
二
重
キ
ヲ
置
ク
様
ニ
ナ

リ
マ
シ
タ
ソ
レ
故
二
一
船
舶
部
モ
払
金
々
発
達
セ
シ
ム
ル
必
要
登
算
ツ
テ
居
り
マ
ス

　
ソ
ウ
ナ
ル
ニ
ハ
船
舶
部
が
各
地
二
支
部
ナ
リ
出
張
員
派
出
員
ヲ
置
ク
必
要
ガ
ア
リ

　
之
テ
通
ジ
テ
世
界
ノ
船
舶
界
ノ
事
情
ハ
明
カ
ニ
船
舶
部
デ
通
暁
ス
ル
様
ニ
ス
ル
必
要
ガ
ア
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
斯
ク
テ
商
売
掛
ハ

船
ハ
船
舶
部
二
一
任
シ
テ
専
ラ
商
売
テ
研
究
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
又
船
舶
部
ハ
商
売
掛
カ
ラ
相
談
ヲ
受
ク
レ
バ
何
ン
ナ
船
デ
モ
忽
チ

系
譜
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荷

社
外
船
　
の

役

郵
商
船
二
対
ス
ル

引
合

各
店
限
リ
ノ
傭
船

系
譜

利
用
出
来
ル
…
様
ニ
ナ
リ
タ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
支
部
出
張
員
ラ
置
ク
コ
ト
ハ
益
々
ソ
ノ
必
要
ヲ
強
ク
感
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
ソ
ノ
様
ニ
ナ
レ
バ
自
然
社
内
ノ
荷
物
ノ
ミ
ヲ
当
ニ
シ
テ
イ
テ
ハ
不
充
分
デ
ア
リ
従
ツ
テ
沢
山
ノ
社
外
ノ
貨
物
迄
モ
扱
フ
コ
ト

ニ
モ
ナ
リ
マ
ス

　
内
外
ノ
各
店
ニ
テ
行
ヒ
ツ
・
ア
ル
各
船
会
社
ノ
b
α
q
①
暮
ノ
仕
事
モ
船
舶
部
デ
行
フ
コ
ト
ニ
ナ
レ
バ
万
事
好
都
合
二
行
キ
船
主

ノ
満
足
テ
買
フ
コ
ト
ニ
モ
ナ
リ
マ
ス
社
内
ノ
商
売
テ
補
助
ス
ル
九
二
於
テ
少
シ
ク
水
臭
イ
気
持
ハ
ス
ル
様
デ
ア
ル
カ
モ
知
レ
マ

セ
ヌ
が
結
局
ハ
世
界
ノ
竃
9
降
9
ヲ
知
り
世
界
的
二
海
運
業
テ
経
営
ス
ル
為
所
ハ
幾
分
其
欠
点
ハ
免
レ
ナ
イ
デ
ア
リ
マ
シ
ヨ
ウ

　
一
船
積
貨
物
ノ
…
揚
卸
一
シ
ノ
止
万
法
ノ
巧
拙
ハ
鼎
運
任
貝
二
至
大
ノ
一
盛
型
鼠
テ
与
フ
ル
テ
以
テ
船
舶
部
｝
＝
7
何
力
Q
D
結
く
①
山
。
同
①
ラ
組
織
シ
宜
ハ

取
扱
モ
船
舶
部
デ
自
由
二
行
フ
コ
ト
が
出
来
レ
バ
ー
般
ノ
為
二
非
常
二
好
都
合
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
ソ
レ
カ
ラ
各
店
二
於
テ
他
店
ノ
為
二
又
ハ
怪
音
限
リ
ノ
傭
舶
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
戦
時
海
運
界
異
常
ノ
好
況
ノ
時
ハ
中
々
二
多
カ

ツ
タ
ガ
ド
ウ
モ
儲
カ
ッ
タ
者
ハ
少
ナ
イ
…
様
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
凡
テ
船
舶
部
へ
一
任
シ
テ
各
店
デ
手
持
船
テ
使
フ
コ
ト
ハ
特
別
ノ

事
情
ア
ル
場
合
ハ
兎
モ
角
原
則
ト
シ
テ
今
後
ハ
行
ハ
ヌ
様
ニ
シ
テ
載
｝
キ
度
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
各
店
田
儀
テ
従
来
商
船
郵
船
等
へ
直
接
船
腹
テ
交
渉
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ツ
タ
が
今
後
皆
船
舶
部
ヲ
通
ジ
テ
行
フ
様
ニ
シ
テ
ハ
如

何
大
体
こ
於
テ
非
常
ノ
、
利
益
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
寸
土
船
舶
部
ハ
今
日
ノ
盛
況
テ
示
シ
昨
年
度
運
搬
ノ
成
績
ヲ
見
テ
モ
内

外
ノ
運
搬
貨
物
ハ
殆
ン
ド
相
半
バ
セ
ル
現
況
ナ
レ
バ
船
ノ
車
ア
ハ
全
然
船
舶
部
二
一
任
ス
ル
様
二
致
シ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
次
回
先
日
木
材
会
議
ノ
時
モ
出
マ
シ
タ
が
船
ノ
荷
物
ノ
属
下
グ
ノ
H
悪
留
蓄
が
運
賃
二
影
響
ス
ル
大
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
何

那
カ
船
舶
部
デ
適
当
ノ
組
織
ラ
作
ツ
テ
ヤ
ラ
レ
タ
ラ
一
般
ノ
タ
メ
こ
ナ
ル
ト
痩
馬
レ
マ
ス
此
辺
ノ
処
モ
部
長
ノ
意
見
ラ
求
メ
タ

イ
ノ
デ
ス

　
又
前
二
道
上
グ
マ
シ
タ
。
。
島
審
早
月
ヲ
、
シ
タ
リ
自
分
ノ
首
罪
リ
デ
雇
船
ノ
コ
ト
ハ
一
切
船
舶
部
二
委
セ
テ
貰
ヒ
タ
イ
ノ

デ
ス
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外
　
国
　
売
　
買

希

望

　
各
自
ノ
店
デ
雇
船
ナ
サ
ル
ト
飛
ン
ダ
打
撃
ラ
蒙
ル
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
休
戦
以
来
沢
山
例
ノ
ア
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
船
舶
部
二

一
任
セ
ラ
レ
タ
ナ
ラ
バ
融
通
ヴ
付
ク
ト
思
ヒ
マ
ス

　
要
ス
ル
ニ
今
日
ノ
船
舶
早
漏
前
述
ノ
如
ク
川
村
氏
十
余
年
ノ
努
力
空
シ
カ
ラ
ズ
今
日
ノ
如
キ
立
派
ナ
モ
ノ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
醗

ツ
テ
我
社
ノ
仕
事
テ
見
マ
ス
ト
仕
事
ノ
四
割
ハ
海
外
対
海
外
ノ
取
引
デ
ア
リ
マ
ス
コ
ン
ナ
ニ
世
界
的
ニ
ナ
ル
ニ
ツ
レ
仕
事
ノ
組

…
織
モ
亦
世
界
的
ニ
シ
テ
貰
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ン
ノ
デ
船
舶
ノ
事
ハ
総
テ
船
舶
部
二
二
セ
商
売
掛
ノ
人
ハ
商
売
二
専
念
シ
テ
頂
キ
度
イ

ノ
デ
ス

　
以
上
ハ
私
ノ
ー
ノ
希
望
＝
過
ギ
マ
セ
ン
幸
ヒ
各
地
カ
ラ
御
参
集
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
諸
君
ノ
論
議
テ
聞
キ
自
分
ノ
参
考
二
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

シ
度
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
コ
レ
丈
ケ
デ
私
募
御
話
ラ
止
シ
皆
サ
ン
ノ
御
話
ノ
マ
・
二
又
愚
見
ヲ
申
述
ベ
ル
コ
ト
ニ
致
シ
マ
ス
」

　
小
田
柿
取
締
役
の
右
の
告
辞
は
、
民
主
的
に
、
　
「
一
ノ
希
望
二
誌
面
」
ず
と
結
び
な
が
ら
も
、
ま
こ
と
に
、
縷
々
と
し
て
、
三
井
船
舶
部

の
一
層
の
飛
躍
の
た
め
に
、
商
売
の
補
助
機
関
か
ら
一
つ
の
独
自
的
な
事
業
へ
の
脱
皮
を
説
き
、
社
内
荷
の
外
に
社
外
荷
積
取
に
努
力
す
べ

き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
前
記
の
如
く
、
私
は
、
こ
の
小
田
柿
取
締
役
の
告
辞
の
実
際
的
意
義
と
効
果
の
決
定
的
な
重
要
性
を
主
張
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
時
以
来
、
三
井
海
運
業
は
、
い
わ
ば
、
公
然
と
半
他
人
運
送
へ
乗
り
出
し
得
る
に
至
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

後
に
述
べ
る
如
く
、
船
舶
部
に
対
す
る
親
会
社
側
の
希
望
や
制
約
が
全
然
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
に
お
け
る
と
同
様
、
否
、
む
し

ろ
、
海
運
不
況
下
一
層
の
切
実
さ
を
も
っ
て
、
三
井
海
運
業
は
三
井
物
産
貿
易
業
と
連
繋
し
て
行
っ
た
し
、
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

今
ま
で
、
と
か
く
、
白
眼
視
さ
れ
、
「
商
売
の
補
助
」
か
ら
の
逸
脱
を
云
々
さ
れ
た
社
外
荷
積
取
と
、
い
わ
ゆ
る
海
運
会
社
的
業
務
ぶ
り
（
他

人
運
送
性
）
は
、
も
は
や
、
社
内
へ
の
奉
仕
に
さ
え
万
全
を
期
し
た
上
で
な
ら
ば
、
敢
え
て
意
に
解
さ
ず
と
も
よ
い
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
私
の
推
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
小
田
柿
取
締
役
告
辞
の
起
案
者
、
少
く
と
も
、
意
見
上
申
者
た
る
べ
き
川
村
船
舶
部
長
は
、
右
告
辞

　
　
　
社
外
船
　
の
　
系
譜
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社
外
船
　
の
　
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

の
あ
と
を
う
け
て
、
　
「
御
言
葉
ノ
趣
旨
ハ
ヨ
ク
服
贋
シ
テ
益
々
当
部
ノ
発
展
ヲ
期
ス
ル
ッ
モ
リ
で
ア
リ
マ
ス
」
と
答
え
、
こ
の
方
針
を
確
定

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
船
舶
会
議
に
お
い
て
、
三
井
船
舶
部
の
「
商
売
の
補
助
機
関
」
か
ら
の
脱
皮
に
つ
い
て
敢
え
て
反
対
す
る
も
の
x

な
か
っ
た
こ
．
と
言
う
ま
で
も
な
く
、
強
い
て
、
挙
ぐ
れ
ば
、
丹
羽
穀
肥
部
長
と
、
本
社
業
務
課
柴
田
規
矩
三
の
発
言
位
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
論
調
は
、
決
し
て
、
「
船
積
会
議
」
に
示
さ
れ
た
如
き
威
圧
的
な
も
の
た
り
得
ず
、
取
締
役
告
辞
に
よ
る
「
三
井
ノ
ー
ノ
事
業
」
と
し
て

の
海
運
業
及
び
船
舶
部
の
行
き
方
は
、
今
や
、
争
う
べ
か
ら
ざ
る
決
定
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
船
舶
部
二
対
ス
ル
各
店

ノ
意
見
並
二
希
望
」
と
い
う
議
題
下
に
開
陳
さ
れ
た
丹
羽
穀
肥
部
長
発
言
は
、

　
　
　
「
要
ス
ル
ニ
根
本
カ
ラ
来
ル
問
題
ニ
ッ
イ
テ
老
ヘ
テ
頂
キ
タ
イ
元
来
船
舶
部
ナ
ル
モ
ノ
ハ
ω
野
合
℃
①
同
ト
船
会
劃
位
ト
ノ
ニ
個
ノ
立
場
ア
ル
為
メ
ニ
我
々

　
　
　
荷
主
ノ
側
ヨ
リ
見
ル
ト
時
二
矛
盾
ト
考
ヘ
ラ
ル
・
手
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
是
レ
ハ
外
部
ヨ
リ
批
評
ス
ル
ト
船
舶
部
ノ
日
常
ノ
仕
事
ヨ
リ
当
然
デ
プ

　
　
　
リ
マ
ス
ク
レ
ド
荷
主
ト
シ
テ
ノ
立
場
ヨ
リ
モ
舶
主
ト
シ
テ
ノ
立
場
ノ
方
が
多
イ
タ
メ
ニ
了
解
が
少
ナ
イ
ノ
ダ
ト
考
ヘ
マ
ス

　
　
　
我
々
ハ
自
ラ
運
賃
界
ニ
ハ
出
ナ
イ
ノ
デ
凡
テ
船
舶
部
ノ
方
二
代
理
ヲ
願
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ス
カ
ラ
荷
主
側
ノ
考
モ
充
分
二
頭
口
入
レ
テ
貰
ヒ
タ
イ
ノ

　
　
　
デ
ス
然
ル
ニ
往
々
荷
主
ト
シ
テ
ノ
立
場
ラ
忘
ラ
レ
ル
カ
ノ
為
メ
ニ
了
解
ラ
欠
ク
様
ナ
コ
ト
ガ
ア
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

　
　
　
御
如
才
ハ
ナ
カ
ラ
ン
モ
此
点
充
分
御
援
助
ヲ
願
ヒ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
云
々
」

と
い
う
の
で
あ
り
、
最
後
に
発
言
せ
る
業
務
課
柴
田
氏
は
、

　
　
　
「
業
務
課
ト
シ
テ
各
店
ヲ
代
表
シ
テ
船
舶
部
二
一
言
致
シ
度
キ
ハ
既
二
穀
肥
部
長
ヨ
リ
モ
御
申
出
ガ
ア
ツ
タ
通
リ
御
互
二
相
手
方
ノ
立
場
ヲ
充
分
了

　
　
　
解
シ
三
井
手
体
ト
シ
テ
如
何
ニ
ス
レ
バ
最
有
利
デ
ア
ル
カ
ノ
根
本
問
題
ノ
解
決
が
出
来
レ
バ
跡
ノ
問
題
ハ
凡
テ
氷
解
ス
ル
コ
ト
、
思
ヒ
マ
ス
船
舶
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

　
　
　
デ
モ
此
大
方
針
二
三
ッ
テ
折
角
各
店
ヲ
援
助
願
ヒ
マ
ス
」

と
述
べ
て
い
る
。
荷
主
と
船
主
と
の
相
対
立
す
を
立
場
乃
至
利
害
の
調
和
、
或
は
、
三
井
全
体
と
し
て
の
最
大
利
益
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
　
「
今
更
前
々
ス
ル
迄
モ
ナ
ク
」
船
舶
部
は
社
内
商
売
の
助
成
に
全
力
を
尽
す
べ
し
（
前
項
「
船
積
会
議
」
引
用
文
参
照
）
と
い
つ
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た
、
　
一
年
前
の
強
い
口
調
は
見
当
ら
な
い
。
右
両
氏
発
言
に
対
す
る
船
舶
部
側
答
弁
（
川
村
部
長
・
古
川
近
海
掛
主
任
・
大
迫
参
事
）
に
お

い
て
も
迎
合
的
空
気
は
些
か
も
発
見
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
荷
主
側
の
高
運
賃
や
高
口
銭
に
対
す
る
非
難
を
逆
襲
し
て
、
自
己
の
立
場
の
了
解

を
要
求
し
て
い
る
。
　
（
こ
れ
に
つ
い
て
も
甚
々
興
味
多
い
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
）

　
三
井
船
舶
部
は
、
は
し
な
く
も
、
そ
の
第
一
回
船
舶
会
議
を
通
じ
て
、
な
か
ん
ず
く
、
同
席
上
小
田
柿
取
締
役
の
理
想
乃
至
希
望
と
し
て

述
べ
ら
れ
た
告
辞
を
契
機
と
し
て
、
従
来
の
社
内
荷
至
上
主
義
（
自
己
運
送
）
か
ら
社
外
荷
積
取
（
他
人
運
送
）
へ
と
方
針
の
転
換
を
行
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
、
社
外
荷
と
社
内
面
相
半
ば
す
る
輸
送
実
績
、
従
っ
て
、
半
他
人
運
送
形
態
の
現
実
的
展
開
の

あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
り
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
し
、
一
般
社
外
船
の
自
営
運
航
と
定
期
航
路
開
設
の
傾
向
と
い
う
、
一
層
広
汎
な
客
観
情
勢

が
、
三
井
海
運
業
の
他
人
運
送
化
に
刺
戟
を
与
え
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
、
表
面
的
な
三
井
船
舶
部
の
海
運
市
況
強
気
論
に
も
か

x
わ
ら
ず
、
戦
後
の
反
動
的
不
況
の
激
化
乃
至
そ
の
必
然
的
予
想
が
、
三
井
船
舶
部
の
所
有
・
運
航
船
舶
に
社
内
荷
輸
送
の
強
い
制
約
を
課

す
こ
と
の
不
利
を
感
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
も
容
易
に
察
知
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
た
各
種
の
主
体
的
及
び
客
観
的
事
情
に
基
い
て
、
三
井

海
運
業
の
他
人
運
送
形
態
へ
の
一
歩
前
進
が
も
た
ら
さ
れ
た
第
一
次
大
戦
直
後
の
時
期
は
、
ま
さ
し
く
三
井
海
運
史
上
最
も
注
目
す
べ
き
劃

期
で
あ
り
、
こ
の
時
開
催
さ
れ
た
「
第
一
回
船
舶
会
議
」
は
全
く
歴
史
的
意
義
を
も
つ
重
大
会
議
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
註
1
）
　
三
井
物
産
株
式
会
杜
船
舶
部
「
第
一
回
船
舶
部
打
合
会
議
々
事
録
」
三
四
頁
。

（
註
2
）
同
　
．
一
－
ご
頁
。

（
註
3
）
　
第
一
次
大
戦
中
三
井
自
身
の
手
に
よ
る
船
舶
の
修
理
及
び
建
造
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
造
船
所
設
置
に
努
力
し
た
川
村
船
舶
部
長
は
、
再
三
に
亘
る
意
見
呉
伸
が

　
物
産
会
社
重
役
の
容
れ
る
処
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
遂
に
直
接
社
長
に
陳
情
書
を
提
出
し
て
こ
れ
が
実
現
に
成
功
し
た
。
ま
た
正
式
の
会
社
側
方
針
も
き
ま
ら
ぬ
う
ち

　
に
、
自
己
の
名
儀
、
す
な
わ
ち
「
川
村
造
船
所
」
と
し
て
後
の
三
井
造
船
宇
野
工
場
を
興
し
て
い
る
。
三
井
造
船
株
式
会
社
「
三
十
五
年
史
」
三
－
五
頁
及
び
十
二
頁
参

　
照
。
ち
な
み
に
川
村
氏
は
船
舶
部
長
兼
任
の
ま
x
、
初
代
造
船
部
長
と
な
っ
た
。

（
註
4
）
　
佐
波
教
授
「
海
運
理
論
体
系
」
二
九
五
－
二
九
八
頁
に
も
、
小
田
柿
取
締
役
告
辞
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
社
　
外
船
　
の
　
系
　
譜

一．
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社
外
船
の
系
譜

（
註
5
）
前
掲
議
事
録

（
註
6
）
同

（
註
7
）
同

（
註
8
）
同

三
四
t
三
八
頁
。

三
八
頁
。

九
七
頁
。

一
〇
三
頁
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

特
に
銀
行
制
度
の
後
進
性
と
肚
會
化
に
つ
い
て
ー
ー

藤

田

正

寛

　
目
　
　
　
　
次

一、

?
@
　
六

二
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
y
に
於
け
る
銀
行
制
度
の
生
成
と
発
展
の
経
過

三
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行

四
、
産
業
銀
行
を
中
心
と
す
る
そ
の
他
の
国
家
金
融
機
関
及
び
民
聞
銀
行

五
、
結
　
　
　
言

　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
（
－
）

　
所
謂
、
後
進
国
と
呼
ば
れ
る
国
々
の
経
済
発
展
に
対
す
る
理
論
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
日
を
逐
っ
て
多
方
面
よ
り
盛
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
進
国
の
経
済

発
展
に
は
資
本
形
成
は
必
須
の
条
件
で
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
之
が
単
に

経
済
間
塞
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
国
の
国
民
性
、
社
会
環
境
、
政
治
状

態
、
歴
史
的
背
景
等
と
い
う
重
要
な
要
素
が
関
連
す
る
。

　
云
う
迄
も
な
く
近
代
経
済
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
資
本
の
需
要

量
は
投
資
誘
因
に
依
存
し
、
投
資
誘
因
は
又
市
場
の
規
模
（
大
き
さ
）
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
併
し
後
進
国
と
云
わ
れ
る
国
民
経
済
に
あ
っ
て
は

市
場
は
狭
隆
で
あ
る
故
に
資
本
形
成
は
阻
害
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
め

に
貨
幣
膨
脹
政
策
に
よ
り
資
本
形
成
を
企
図
し
て
も
（
ケ
イ
ン
ズ
的
方

策
）
生
産
水
準
の
低
位
の
三
等
の
国
で
は
、
イ
ン
フ
レ
を
招
来
す
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
一
方
で
市
場
の
拡
大
を
遂
行
し
、
他

方
で
生
産
の
増
大
の
実
現
す
る
よ
う
な
政
策
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
広
範
囲
な
投
資
活
動
の
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
又
、
生
産
力
向
上
の
可
能
性
の
分
析
に
は
資
本
の
需
要
よ
り
供
給
面
の

分
析
が
肝
要
で
あ
る
。
後
進
国
で
は
実
質
所
得
低
く
、
そ
の
た
め
に
貯
蓄

が
少
く
、
貯
蓄
［
量
の
不
十
分
さ
は
資
本
供
給
を
抑
え
て
生
産
性
を
低
め
、

そ
れ
が
実
質
所
得
向
上
を
阻
ん
で
い
る
。
こ
の
対
策
と
考
え
ら
れ
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

外
資
導
入
と
潜
在
失
業
の
利
用
で
あ
る
。
こ
の
不
生
産
的
な
潜
在
失
業
人

口
が
、
今
、
排
除
さ
れ
る
と
、
今
迄
以
上
の
生
活
水
準
を
望
ま
な
い
限
り

生
産
的
労
働
者
は
貯
蓄
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
貯
蓄
を
財
源
と
す
る
投
資

計
画
に
潜
在
失
業
者
を
従
事
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
従
来
の
不
生
産
的
消

費
も
生
産
的
消
費
に
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
過
剰
人
質
の
な
い
よ

う
な
後
進
国
で
は
、
予
め
農
業
自
体
の
生
産
性
が
向
上
し
て
余
剰
労
働
力

を
創
り
出
す
何
等
か
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
れ
た
貯
蓄
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を
ひ
き
出
す
に
は
、
政
府
の
課
税
に
よ
る
強
制
貯
蓄
が
必
要
と
な
る
事
は

必
定
で
あ
る
。

　
更
に
後
進
国
が
先
進
国
と
相
接
触
し
て
い
る
場
合
、
後
進
国
は
そ
の
低

い
生
産
力
に
も
不
拘
、
先
進
国
の
生
活
様
式
に
影
響
さ
れ
て
、
自
己
の
能

力
以
上
の
消
費
水
準
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
即
ち
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

　
　
　
（
4
）

シ
ョ
ン
効
果
（
創
①
5
∋
Q
旨
Q
陰
臼
脱
O
け
一
〇
口
　
①
R
①
O
け
）
が
あ
る
が
、
之
が
強
い
時
は
、

後
進
国
の
資
本
蓄
積
は
不
可
能
と
な
り
、
経
済
発
展
は
期
待
を
失
す
る
こ

と
に
な
る
。
今
日
の
国
際
経
済
関
係
で
は
そ
の
効
果
の
働
く
余
地
は
頗
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

大
き
い
と
云
え
る
。
こ
の
対
策
は
経
済
の
孤
立
化
乃
至
鎖
国
的
自
足
化
政

策
が
算
え
ら
れ
る
が
そ
れ
よ
り
も
富
裕
国
の
貧
国
へ
の
所
得
移
転
又
は
資

本
の
投
下
即
ち
先
進
国
の
国
際
投
資
が
重
要
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
後
進
国
の
期
待
す
る
産
業
へ
の
直
接
投
資
は
国
内
市
場
が
狭

匙
で
投
資
誘
因
が
小
で
あ
る
た
め
に
期
待
薄
で
、
次
善
の
策
と
し
て
政
府

間
の
貸
与
や
贈
与
が
老
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
資
本
は
投
資
の
収
益

に
左
右
さ
れ
ず
後
進
国
自
身
が
計
画
的
に
運
用
出
来
る
可
能
性
が
多
い
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
可
成
り
有
効
で
あ
る
。
併
し
有
効
で
あ
る
と
は
云
え
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
．

ー
シ
ョ
ン
効
果
が
強
力
に
作
用
す
れ
ば
輸
入
資
本
が
消
尽
さ
れ
て
了
う
可

能
性
が
あ
り
、
輸
入
資
本
が
現
実
に
資
本
の
蓄
積
と
な
っ
て
生
産
向
上
に

役
立
ち
、
将
来
の
国
際
収
支
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
に
は
、
国
内
に
於

け
る
例
え
ば
租
税
政
策
や
財
政
政
策
の
よ
う
な
補
完
政
策
に
よ
っ
て
補
強

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
関
税
や
輸
入
制
限
に
よ
る
保
護
的
な
商
業
政
策
に

つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
、
保
護
の
目
的
で
あ
る
資
本
蓄
積
を
促
進

す
る
よ
う
な
国
内
政
策
が
同
時
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
後
進
国
の
経
済
発
展
を
目
指
す
当
局
は
資
本
移
動
や
保
謹
的
な
商
業
政

策
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
目
的
は
資
本
蓄
積
に
よ
る
経
済
の
発
農
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
単
に
一
時
的
な
国
際
収
支
の
均
衡
に
留
る
こ
と
に
耽
溺
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
後
進
国
の
開
発
投
資
と
い
う
問
題
は
第
二
次
大
戦
後
、
ド
ル
の
世
界
制

覇
に
よ
る
世
界
経
済
の
構
造
変
動
（
ア
メ
リ
カ
へ
の
金
の
集
中
と
ア
メ
リ

カ
以
外
の
多
数
の
国
々
に
見
る
ド
ル
不
足
と
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
投
資
の
之

等
の
国
々
へ
の
急
増
）
と
共
に
表
面
化
し
東
南
ア
ジ
ア
、
西
欧
諸
国
、
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
今
、
こ
こ
で
之
等
の
諸

国
の
夫
々
の
事
例
に
基
く
分
析
は
紙
幅
の
許
さ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
中
で
、
た
黛
一
国
、
全
体
主
義
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ

支
配
を
拒
否
し
つ
黛
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
本
稿
で
は
と
り
上
げ
、
こ
の

国
の
実
態
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
反
米
は
徹
底
的
で
あ
る
か
？
・

経
済
発
展
の
現
段
階
に
於
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
態
勢
は
完
全
に
自
立
を

保
っ
て
い
る
か
？
・
関
心
事
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
併
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
全
経
済
分
野
に
亙
る
分
析
は
避
け
、
金
融
制

度
－
特
に
銀
行
制
度
に
限
定
し
て
後
進
国
開
発
の
事
例
的
研
究
と
し
て

下
堀
を
試
み
た
い
。

註
（
－
）
後
進
国
と
い
う
語
は
§
亀
鼠
①
〈
①
喜
亀
8
§
訂
図
と
薩
閥
蓄
嵐
8
§
ξ

　
　
と
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
Q
荊
者
の
揚
合
は
そ
の
国
の
一
人
当
り
の
実

　
　
質
所
得
が
来
国
、
西
欧
、
カ
ナ
ダ
等
に
比
べ
低
い
即
ち
貧
困
と
い
う
こ
と
で

　
　
後
者
の
一
当
は
工
業
国
を
先
進
国
と
す
る
と
き
に
対
し
て
前
工
業
国
の
意
味

　
　
で
い
わ
ば
前
者
を
低
開
発
国
、
後
者
を
後
進
国
と
い
っ
て
も
い
い
。

　
（
2
）
切
・
遠
耳
①
“
中
亀
。
暴
。
h
O
畳
皇
国
自
暴
島
。
巳
昌
q
昌
号
巳
①
邑
ε
巴 一　f70　一



　
O
O
ロ
回
覧
一
Φ
q
唐
．
H
ゆ
q
ω
・

　
甲
司
・
国
。
。
・
⑦
露
N
亀
∴
　
目
臣
男
目
。
σ
q
容
器
亀
q
巳
①
巳
①
＜
①
ぎ
℃
。
山
b
目
窪
ω
・
H
8
P

　
Q
D
・
累
・
q
D
。
罠
O
魯
訂
巴
切
碧
江
ロ
α
Q
ぎ
d
巳
①
a
⑦
〈
色
。
唱
巴
蜜
8
①
曳
目
臼
冨
け
』
O
給
◎

　
即
ρ
≦
仁
。
崇
。
『
d
巳
。
凱
①
〈
①
♂
唱
巴
O
。
§
艮
①
．
。
・
㊤
巳
さ
Φ
一
二
。
ヨ
註
8
驕
。
一

　
竃
。
昌
。
図
護
⑦
o
冨
巳
。
・
巨
●
ち
豊
．

（
3
）
　
潜
在
失
業
は
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
鎌
ω
α
q
旦
器
山
口
昌
①
日
義
。
図
巨
O
昌
臼
で
あ
り

　
技
術
水
準
に
変
化
が
な
く
と
も
、
生
産
量
を
減
少
さ
せ
な
い
で
排
除
出
来
る

　
人
口
で
あ
る
。
東
南
ヨ
ー
官
ツ
パ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
農
業
人
口
に
は
こ
の
よ

　
う
な
徒
食
階
層
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
を
他
の
産
業
に
転
換
さ
せ
て
も
農
業

　
生
産
に
は
変
化
は
な
い
Q
開
・
宕
ロ
藁
の
①
“
団
同
。
巳
Φ
日
の
o
h
∩
9
営
θ
巴
司
自
冨
9
幽
。
昌

　
ぎ
q
巳
。
巳
。
〈
巴
要
言
∩
霊
ロ
け
二
①
。
。
・
O
蔦
。
乙
●
H
ゆ
器
題
．
G
。
c
o
・

（
4
）
子
爵
ω
ρ
。
や
葺
●
亭
凱
。
。
・

（
5
）
　
明
治
初
年
の
日
本
の
状
況
や
ソ
連
の
現
在
（
鉄
の
カ
ー
テ
ン
内
の
経
済

　
統
制
下
の
国
々
）
の
経
済
的
立
揚
は
一
応
、
こ
の
適
例
で
あ
る
。

（
6
）
　
ア
メ
リ
カ
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
（
目
げ
Φ
弓
。
ぼ
下
男
。
自
旧
巳
α
q
壁
5
）

　
を
考
え
る
論
者
（
例
え
ば
ヌ
ル
ク
セ
）
が
あ
る
が
、
之
は
マ
ー
シ
ア
ル
援
助

　
等
と
そ
の
性
質
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
資
本
主
義
の
よ
り
山
凸
μ
の
段
階
に

　
あ
る
国
の
低
位
の
国
へ
の
資
本
輸
出
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
附
註
）
　
最
近
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
内
乱
は
経
濟
的
要
因
以
上
に
政
治
的
な
要

　
因
が
宗
教
的
、
二
会
的
要
因
の
統
一
と
し
て
大
き
く
働
い
て
い
る
ご
と
を
見

　
て
も
先
述
し
た
如
く
、
後
進
国
の
経
濟
発
展
の
問
題
は
純
粋
に
経
済
問
題
の

　
み
に
佳
…
点
を
し
ぼ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
は
十
全
で
な
い
こ
と
は
軌
百
肯
さ
れ
る

　
と
こ
ろ
で
あ
る
。
苦
拶
す
る
現
在
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
国
内
情
勢
は
余
り
に

　
も
痛
々
し
い
後
進
国
の
現
実
を
眼
前
に
呈
示
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

　
い
Q

二

ア
ル
ぜ
ン
チ
ン
は
永
い
聞
、
ス
ペ
イ
ン
の
属
領
と
し
て
複
本
位
制
の
下

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

に
二
重
通
貨
（
ら
。
口
乞
①
2
員
窪
塁
）
の
不
利
益
に
坤
吟
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
即
ち
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
も
亦
、
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
同
じ
く

征
服
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
か
ら
そ
の
金
融
制
度
を
う
け
つ
ぎ
一
九
世
紀
の

三
分
の
二
迄
は
金
銀
複
本
位
で
あ
っ
た
が
一
八
七
三
年
以
来
銀
価
の
急
落

に
よ
り
之
等
の
大
部
分
は
漸
次
、
複
本
位
を
廃
棄
し
て
金
本
位
に
移
っ
た
。

　
一
方
、
一
九
世
紀
半
ば
に
は
銀
行
予
金
及
び
紙
幣
の
形
態
に
よ
る
信
用

の
流
通
が
発
達
し
、
こ
の
紙
幣
は
国
庫
又
は
民
闇
銀
行
に
よ
っ
て
発
行
さ

れ
、
後
に
は
党
換
性
の
な
い
も
の
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

非
党
換
券
は
金
又
は
外
国
通
貨
及
び
そ
の
預
金
を
請
求
に
応
じ
て
国
内
通

貨
と
交
換
す
る
為
替
局
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
そ
の
影
を
潜
め
た
。

　
為
替
局
は
好
景
気
の
時
に
は
規
定
通
り
交
換
を
行
い
、
外
国
の
為
替
を

買
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
通
貨
の
供
給
を
増
加
さ
せ
て
い
た
。
叉
、

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
国
際
収
支
が
悪
化
す
る
と
外
国
為
替
を
照

嘱
し
て
国
内
通
貨
を
吸
上
げ
た
。
併
し
、
為
替
局
は
一
段
目
に
し
か
交
換

を
行
わ
な
か
っ
た
し
、
叉
為
替
準
備
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
種
々
な
困

難
が
起
り
、
遂
に
為
替
局
は
廃
止
さ
れ
、
発
換
券
へ
の
復
帰
が
叫
ば
れ
た
の

で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
的
不
幸
は
一
八
九
九
年

に
冒
一
三
p
円
醇
國
8
幽
が
大
蔵
大
臣
と
な
り
O
螢
智
畠
①
6
。
毫
震
。
・
ま
ロ
が
設

立
さ
れ
て
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
一
八
二
〇
年
五
月
、
国
民
代
表
会
議

（
芽
①
臼
§
審
亀
爵
。
冒
簿
鼠
。
置
9
一
切
①
鷲
窃
。
昌
冨
江
く
①
ω
）
は
金
準
備
が
な
く
て

も
紙
幣
を
逐
次
発
行
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
。
漸
次
、
之
等
の
中
、
償
還
、

購
戻
し
得
る
手
形
に
つ
い
て
は
以
前
の
政
府
の
管
理
下
で
州
が
結
ん
だ
負

債
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
月
に
つ
ぎ
、
之
等
各
種
の
手
形
は

・171・一
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約
四
万
ピ
ア
ス
ト
ル
発
行
さ
れ
た
。
二
年
後
、
ヴ
エ
ノ
ス
、
ア
イ
レ
ス
州

割
引
銀
行
は
二
十
九
万
ピ
プ
ス
ト
ル
を
紙
幣
で
発
行
し
、
一
八
二
六
年
、

之
が
国
立
銀
行
（
ワ
『
臼
酔
一
〇
口
曽
一
　
田
W
9
謬
犀
）
と
な
る
や
、
紙
幣
発
行
高
は
二
六
九

万
四
八
五
六
ド
ル
に
及
び
、
一
八
五
四
年
迄
に
国
立
銀
行
は
造
幣
局
と
な

り
、
プ
ロ
ヴ
イ
ン
シ
ヤ
ル
（
中
。
＜
ぎ
且
巴
頃
9
鼻
地
方
銀
行
）
と
し
て
至
急

再
建
を
担
い
、
そ
の
後
発
行
高
は
延
享
三
九
一
万
五
二
〇
穴
ド
ル
と
な
っ

た
。
一
八
六
七
年
に
ヴ
エ
ノ
ス
、
ア
イ
レ
ス
州
知
事
は
銀
行
為
替
局
の
設

置
を
命
令
し
た
が
、
こ
こ
で
は
金
と
紙
幣
は
一
対
二
十
五
の
率
で
交
換
さ

れ
た
。
之
は
非
席
な
成
果
を
あ
げ
た
に
も
不
拘
、
為
替
局
は
一
八
七
六
年
、

そ
の
作
用
を
停
止
し
た
の
で
一
八
八
一
年
に
至
り
金
は
再
び
二
七
〇
六
％

と
い
う
プ
レ
ミ
ア
ム
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
こ
の
点
で
紙
幣
流
通
を

減
少
さ
せ
よ
う
と
し
交
換
比
率
を
再
び
二
十
五
対
一
に
戻
し
た
。
同
時
の

金
の
単
位
は
二
四
・
九
グ
レ
ィ
ン
・
ト
ロ
イ
（
十
分
の
九
が
純
粋
の
金

属
）
で
あ
り
且
つ
三
八
三
・
三
グ
レ
イ
ン
（
十
分
の
九
の
純
分
）
の
銀
ド

ル
と
決
め
ら
れ
た
。
併
し
こ
の
金
属
党
換
は
僅
か
四
年
後
に
は
消
滅
し
て

了
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
金
に
対
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
は
騰
貴
し
一

八
九
七
年
に
は
二
七
四
％
と
な
っ
た
が
二
年
後
、
前
蔵
相
の
冒
ω
④
竃
9
ユ
薗

閑
。
・
。
。
。
は
国
会
で
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
。
即
ち
、

　
　
（
一
）
　
免
換
率
は
固
定
す
べ
し

　
　
（
二
）
　
層
雲
を
保
証
す
る
金
属
準
備
を
作
成
す
べ
し

　
　
（
三
）
〇
四
冒
画
①
O
。
嚢
。
屋
ご
β
を
設
立
す
べ
し

　
　
（
四
）
国
立
銀
行
は
国
際
交
換
に
干
渉
権
を
も
つ
べ
し

　
之
が
法
律
第
三
八
七
一
号
と
い
う
所
謂
免
換
法
（
鼻
。
、
、
0
8
＜
①
匿
§

目
睾
．
、
）
　
で
一
八
九
九
年
、
相
当
の
反
対
に
も
不
拘
、
改
革
案
と
し
て
採

択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
以
下
の
役
目
を
遂
行
し
た
と
い
え

る
。
即
ち
す
べ
て
の
紙
幣
は
金
と
一
、
四
四
セ
ン
タ
ヴ
オ
ス
（
O
Φ
昌
甘
P
＜
O
の
）

対
一
〇
〇
セ
ン
タ
ヴ
オ
ス
紙
幣
の
莞
換
率
で
莞
換
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
一

〇
〇
ド
ル
金
貨
は
ど
れ
も
二
二
七
・
七
ド
ル
導
8
巴
曽
ま
賦
8
巴
の
最
小

公
定
価
値
に
固
定
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
占
有
さ
れ
た
特
別
資
源
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

全
輸
入
に
五
，
％
を
附
加
し
た
収
入

ヒ⇔

ｫ
8
幽
。
『
2
9
。
ざ
昼
の
も
た
ら
す
利
潤

切
睾
8
2
器
ざ
昼
匙
の
清
算
に
よ
る
収
入

｝
毒
言
⑦
鉄
道
の
売
却
（
で
実
現
し
た
）
価
格

2
9
凱
。
昌
巴
O
巴
三
霧
（
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
預
金
に
関
し
て
）
内

　
　
　
の
六
九
六
万
七
六
五
〇
の
金
の
合
計
額

　
　
（
六
）
　
利
用
可
能
量
の
年
々
の
増
加
を
取
消
す
か
も
知
れ
ぬ
他
の
資

　
　
　
産
や
資
源

　
併
し
、
こ
の
特
別
資
源
は
金
の
蓄
積
を
大
に
し
、
　
一
九
一
二
年
の
金
の

準
備
が
二
億
五
二
八
七
万
五
九
三
〇
又
は
七
一
・
八
七
七
％
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
紙
幣
の
総
流
通
量
は
七
億
九
九
五
五
万
三
五
五
四
を
示
し
て
い

た
事
を
見
て
も
十
分
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
色
々
な
試
み
が
そ
の
設
立
当
時
、
永
久
的
な
立
場
か
ら
企
て
ら
れ
た
が

存
外
早
く
国
立
銀
行
は
そ
の
姿
を
没
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
プ
ル
ぜ
ン

チ
ン
国
立
銀
行
（
切
魯
8
鮎
。
三
密
。
δ
昌
｝
嶺
①
昌
臼
冒
㊤
）
は
一
八
九
一
年
に

開
業
し
、
そ
れ
は
恰
も
一
八
九
〇
年
政
治
的
経
済
的
危
機
直
後
の
創
立
で
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あ
る
。
そ
し
て
資
本
の
半
分
は
政
府
が
出
資
し
、
残
り
半
分
は
大
衆
よ
り

の
公
募
で
外
部
よ
り
の
応
募
は
な
か
っ
た
の
で
政
府
は
五
〇
〇
〇
万
ド
ル

を
引
受
け
行
政
部
（
と
霞
巨
の
ぎ
曇
①
∪
①
雨
下
ヨ
①
巨
。
。
）
の
出
先
（
腎
碧
島
）

と
い
う
形
で
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
商
業
上
の
信
用
と
大
衆
の
信
頼
を
獲

得
す
る
た
め
に
総
裁
と
多
く
の
理
事
は
官
界
以
外
の
老
練
の
士
よ
り
選
任

す
る
事
に
し
た
。
銀
行
は
政
府
の
金
融
業
務
を
執
行
し
、
政
府
に
貸
付
を

し
更
に
金
準
備
を
保
有
す
る
任
務
を
も
つ
て
い
た
。
一
九
一
二
年
末
で
は

資
本
金
は
一
億
二
千
五
百
万
ド
ル
（
紙
幣
）
で
預
金
は
五
五
五
万
燈
0
0

0
万
ド
ル
（
金
）
に
四
国
二
千
六
二
万
二
〇
〇
〇
ド
ル
（
紙
幣
）
で
、
準

備
は
＝
二
二
四
万
五
四
〇
七
ド
ル
（
金
）
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の

銀
行
は
一
般
業
務
を
忠
実
に
遂
行
し
た
が
、
や
は
り
鋭
い
競
争
者
が
存
在

し
て
い
た
Q

　
そ
れ
は
他
の
政
府
機
関
で
あ
る
国
立
抵
当
銀
行
（
頃
碧
8
＝
首
。
8
8
同
ご

蜜
。
ざ
昌
巴
）
　
で
あ
る
。
創
立
は
一
八
八
六
年
で
、
当
初
の
資
本
金
は
五
〇

〇
〇
万
ド
ル
で
一
九
一
二
年
で
は
三
億
ド
ル
に
及
ん
で
い
た
。

　
こ
の
銀
行
は
共
和
国
内
の
土
地
、
家
屋
財
産
に
対
し
て
。
巴
巳
9
ω
の
形

で
抵
当
権
を
与
え
、
そ
の
利
潤
の
半
分
は
準
備
と
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ

仕
組
み
で
あ
り
一
九
一
二
年
遅
は
各
州
に
二
四
の
代
理
店
を
も
つ
て
い
た
。

当
時
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
見
る
場
合
に
重
要
な
こ
と
は
外
国
の
金
に
よ
っ

て
融
資
が
行
わ
れ
、
貿
易
の
大
部
分
も
外
国
の
力
に
頼
っ
て
い
た
こ
と
で

之
は
外
国
の
銀
行
が
商
業
の
心
臓
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
に
帰
一
す
る
。

外
国
資
本
の
総
額
は
三
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
、
そ
の
各
々
は
大
き
な
資
源

を
手
中
に
擁
し
、
彼
等
は
日
常
、
現
金
業
務
と
預
金
の
受
入
業
務
を
し
為

　
　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

替
を
買
い
、
手
形
を
割
引
き
貸
付
業
務
を
行
い
経
．
金
勘
定
の
一
％
を
提
供

し
三
ヶ
月
と
六
ヶ
月
の
預
金
勘
定
で
は
三
、
五
，
％
か
ら
四
，
％
を
提
供
し
、

預
金
は
普
通
は
三
〇
日
、
六
〇
日
、
九
〇
日
、
一
〇
八
日
目
受
取
ら
れ
、

経
常
借
勘
定
の
利
息
手
数
料
一
二
％
か
ら
六
、
七
％
で
あ
っ
た
。
金
の
売

買
は
以
前
程
、
賭
と
は
な
ら
ず
、
ご
く
僅
か
の
利
潤
し
か
、
こ
れ
か
ら
は

生
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
国
に
あ
っ
た
英
国
の
銀
行
の
中
で
、
　
国
。
旨
訂
ぼ
編
H
o
乱
。
昌
き
畠

国
ぞ
霞
団
『
8
切
昌
犀
は
四
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
資
本
金
で
一
八
六
二
年
の
設

立
で
あ
る
。
特
に
こ
の
本
店
は
ヴ
ェ
ノ
ス
、
ア
イ
レ
ス
に
あ
り
、
同
市
に

準
支
店
五
店
男
。
ω
践
ρ
冒
Φ
巳
。
N
⑨
∩
ひ
置
。
び
9
・
日
並
葺
巳
碧
・
団
賃
9
冨
・
0
8
・

。
巨
財
2
頃
島
冨
切
心
身
臼
　
の
各
地
に
支
店
を
も
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ウ
ル
グ

ア
イ
、
チ
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
支
店
及

び
出
張
所
を
も
つ
て
い
た
。
之
が
南
米
で
の
英
国
銀
行
の
先
陣
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
一
年
を
経
て
資
本
金
二
〇
〇
万
ボ
ン
ド
で
閑
葺
♂
げ
じ
d
碧
犀

亀
ω
。
鑑
爵
諺
ヨ
①
円
ざ
9
が
創
立
さ
れ
一
八
八
八
年
に
は
田
8
犀
竃
鼠
戸
9
智
8

㊤
巳
ド
。
昌
q
8
と
し
て
設
立
さ
れ
、
後
年
頃
き
犀
日
日
霞
口
業
＄
碧
侮
≧
α
q
①
暑
ぎ
臼

－
と
し
て
知
ら
れ
た
。
　
｝
ロ
㎝
ざ
－
ω
o
自
転
》
目
①
二
8
二
心
昌
犀
は
資
本
金
二
五
〇

デ
刀
ポ
ン
ド
、
支
店
を
ヴ
ェ
ノ
ス
、
ア
イ
レ
ス
、
切
9
騨
㎞
帥
切
討
旨
。
帥
9
切
o
o
Ω
9
ユ
P
Q
Q
o
口

守
審
鼻
国
一
器
8
0
邑
①
σ
q
o
・
・
に
お
き
、
出
張
所
は
ウ
ル
グ
ア
イ
、
チ
リ
ー
、

．
ボ
リ
ビ
ア
、
　
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
、
　
バ
リ
に
設
け
ら
れ
て
い
た
Q

　
更
に
　
ド
O
三
下
O
ロ
麺
召
畠
閑
同
9
N
自
9
昌
　
閑
餌
昌
”
　
は
一
八
六
二
年
、
次
貝
太
田
金
一
二

五
万
ポ
ン
ド
で
発
足
し
、
支
店
は
ヴ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
、
ロ
サ
リ
オ
、

　
モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ρ
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

　
ド
イ
ツ
の
資
本
進
出
は
資
本
金
三
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
の
切
き
8
と
①
日
昌

弓
蚕
塁
鷺
冨
主
事
8
　
の
存
在
が
之
を
物
語
っ
て
い
た
が
、
　
こ
の
銀
行
の
支
店

は
ベ
ル
リ
ン
、
ヴ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
と
六
州
に
あ
り
b
d
㊤
昌
8
0
霞
孝
順
巳
o
o

畠
。
討
諺
日
豊
8
亀
9
ω
巳
は
資
本
金
二
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
で
支
店
設
置

は
ベ
ル
リ
ン
、
　
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ヴ
ェ
ノ
ス
。
ア
イ
レ
ス
d
。
。
げ
ロ
巴
9
メ
キ
シ

．
コ
・
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
p
、
ヴ
ァ
ル
パ
ラ
イ
ソ
、
G
D
9
ロ
江
9
α
Q
o
画
①
∩
霞
δ

で
あ
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
資
本
は
切
碧
8
閉
駕
①
。
・
島
9
国
δ
山
①
回
◎
℃
『
鼠
が
代
表
し

た
。
こ
の
銀
行
は
資
本
金
四
〇
〇
〇
万
ド
ル
（
金
）
で
支
店
は
ブ
エ
ノ
ス

心
ア
イ
レ
ス
、
ロ
サ
リ
オ
切
9
ぼ
9
し
d
ド
昌
o
P
∩
ぼ
く
＝
8
図
Ψ
目
昌
。
口
暑
い
炉
］
≦
①
苧

自
o
N
ρ
G
D
導
二
黒
器
凝
℃
胃
p
昌
辞
冒
。
暮
①
〈
達
8
に
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
切
騨
㌣

自
口
①
国
同
9
。
昌
◎
巴
ω
①
℃
o
口
同
♂
O
o
§
ヨ
①
目
。
①
　
①
臼
　
一
。
H
昌
伍
口
。
。
茸
δ
（
痴
貧
本
A
二
六
〇
〇

〇
万
フ
ラ
ン
）
、
切
目
8
甲
碧
8
－
諺
鵡
Φ
昌
ぎ
。
号
∪
①
。
・
薯
①
葺
。
ω
（
資
本
金
一

〇
〇
万
ド
ル
紙
幣
）
が
進
出
し
て
い
た
。

　
イ
タ
リ
ー
の
資
本
を
代
表
す
る
も
の
は
u
」
碧
8
H
訂
臣
図
国
。
号
冨

コ
9
缶
で
あ
り
、
そ
の
資
本
金
は
一
〇
〇
万
ド
ル
（
紙
幣
）
で
多
数
の
支
店

を
も
ち
、
資
本
金
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
　
（
紙
幣
）
の
頃
導
8
0
0
ヨ
霞
9
巴

同
旧
臣
昌
。
及
び
資
本
金
五
〇
〇
万
ド
ル
（
紙
幣
）
の
く
ロ
①
＜
。
閑
き
8
腎
㌣

冨
ぎ
が
活
動
し
て
い
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
の
金
融
機
関
は
九
つ
あ
り
、
そ
れ
は
地
方
利
益
を
代
表
す
る

大
混
合
体
た
る
特
質
を
も
つ
て
い
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
銀
行
の
中
で
重
要
な
の
は
臨
き
8
自
①
『
団
容
丘
昌
σ
貯

長
川
碧
羅
。
・
≧
器
。
・
で
あ
る
が
、
資
本
金
は
一
億
五
〇
〇
万
ド
ル
（
紙
幣
）

で
半
額
は
州
政
府
出
資
で
残
り
が
株
主
の
持
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
機
構
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
総
裁
及
び
四
人
の
理
事
は
州
知
事
の
任
命
で
株

主
代
表
理
事
は
八
名
と
な
っ
て
い
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
は
当
時
、
以
下
の
諸
銀
行
が
営
業
し
て
い
た
。

　
冨
§
8
山
里
密
。
山
。
㌶
コ
g
9
・
　
　
　
　
　
資
本
金
　
δ
O
O
万
ド
ル
（
紙
幣
）

　
切
碧
8
山
鮎
℃
⇔
駐
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
本
金
　
　
δ
O
万
ド
ル
（
〃
）

　
切
碧
8
ζ
含
。
・
＃
芭
≧
σ
q
窪
臼
ぎ
9
　
　
　
　
　
資
本
金
　
　
δ
O
万
ド
ル
（
〃
）

　
切
碧
8
山
g
o
。
宣
臼
g
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
本
金
　
　
蹴
O
O
万
ド
ル
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州
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昌
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ω
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p
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．
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u
ゴ
讐
8
留
勺
ま
苫
。
》
器
臣
。
・
・
　
　
　
　
　
　
資
本
金
　
　
一
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万
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⇔
ゴ
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σ
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資
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目
一
．
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①
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．
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〃
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ピ
d
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冒
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．
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ド
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さ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
銀
行
業
務
で
は
そ
の
内
容
は

一、

o
常
勘
定

　
経
常
勘
定
に
は
二
つ
の
形
式
が
認
め
ら
れ
（
一
）
公
開
さ
れ
た
借
款
（
。
喝
窪
巴

自
。
爵
酔
）
と
銀
行
が
同
意
を
尊
え
た
貸
付
（
二
）
顧
客
に
よ
る
資
金
規
定
が
あ
る
。

　
特
別
な
同
意
の
欠
如
し
た
場
合
は
、
勘
定
閉
鎖
の
要
求
が
一
方
に
対
し
て
十
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日
の
予
告
を
も
つ
て
行
わ
れ
、
決
済
の
際
に
同
意
条
件
の
な
い
時
は
顧
客
に
細

　
目
勘
定
仕
払
の
各
四
半
期
毎
の
期
聞
終
了
の
八
日
以
内
に
済
ま
さ
れ
ね
ば
な
ら

　
な
い
と
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
署
名
さ
れ
た
同
意
が
必
要
で
あ
る

　
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
反
対
を
顧
客
が
勘
定
の
受
取
日
か
ら
五
日
以
内
に
提
起

　
さ
れ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
反
対
が
な
く
、
こ
の
五
日
と
い
う
猶
予
以
内
に
応
答

　
が
あ
る
な
ら
ば
勘
定
は
認
め
ら
れ
る
。

　
　
経
常
勘
定
上
の
利
子
は
、
も
し
明
瞭
な
契
約
規
定
で
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば

　
三
ケ
月
毎
に
資
本
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
利
子
や
手
数
料
や
ら
彼
等
の
法
律
的

　
地
位
を
規
制
し
て
い
る
す
べ
て
の
条
件
は
顧
客
と
銀
行
家
が
同
意
を
与
え
ね
ば

　
な
ら
な
い
。

　
二
、
小
　
切
　
手

　
　
小
切
手
は
以
下
の
報
告
書
を
含
ん
で
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
一
）
注
文
の
数
、

　
手
形
の
控
の
印
刷
と
小
切
手
の
印
刷
（
二
）
日
附
（
三
）
署
名
地
名
（
四
）
注

　
文
者
に
払
わ
れ
る
か
、
小
切
手
持
参
人
に
仕
払
わ
れ
る
か
、
特
定
人
に
有
利
に

　
麦
払
わ
れ
る
か
（
五
）
引
出
量
、
之
は
筆
記
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も

　
筆
耕
機
や
他
の
印
刷
業
を
止
め
て
、
訂
正
や
削
除
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
貨
幣

　
の
種
類
や
小
切
手
の
隅
の
上
に
指
で
書
い
た
数
量
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
可
能

　
で
あ
る
（
六
）
引
出
人
の
署
名
で
あ
る
。

　
銀
行
は
独
特
の
方
法
で
印
刷
し
た
小
切
手
帳
を
顧
客
に
渡
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
銀
行
は
小
切
手
帳
を
利
用
者
に
正
し
く
与
え
、
小
切
手
は
そ
の
番

号
を
正
し
く
確
め
て
受
取
人
に
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
受
取
は
記

録
と
小
切
手
の
継
続
的
控
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
一
層
取
扱
が
厳
し
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
銀
行
法
第
八
0
0
条
－
八
〇
一
条
）
。

次
に
引
出
人
は
振
出
さ
れ
た
小
切
手
の
控
を
手
許
に
も
っ
て
い
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
之
等
は
次
の
記
入
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
事
が
必
要
で
あ
る

　
　
　
　
　
（
1
）

（
第
八
〇
三
条
）

　
即
ち

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

（
一
）
小
切
手
の
番
号
、
（
二
）
引
出
の
日
附
、
（
三
）
引
出
数
量
及
び
貨
幣

の
種
類
の
指
定
、
（
四
）
あ
る
人
の
加
勢
の
た
め
に
引
出
さ
れ
る
場
合
は
小

切
手
所
有
者
の
氏
名
、
（
五
）
引
出
が
頻
繁
に
起
る
な
ら
ば
小
切
手
は
支
離

滅
裂
と
な
っ
て
了
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
八
十
六
条
迄
、
そ
の
規
定
を

見
て
行
く
な
ら
ば
（
一
）
銀
行
は
小
切
手
面
の
指
定
通
り
の
金
額
を
引
出

人
に
支
払
う
べ
き
こ
と
、
（
二
）
も
し
誤
り
の
記
載
が
あ
っ
た
り
、
疑
点
が

生
じ
た
場
合
は
銀
行
は
小
切
手
を
保
留
し
て
引
出
人
に
即
刻
通
知
を
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
（
三
）
小
切
手
保
有
者
が
支
払
い
を
強
制
出
来
ぬ
に
も
不

拘
、
小
切
手
を
引
出
し
て
の
支
払
い
を
減
少
す
る
時
は
銀
行
は
小
切
手
保

有
者
の
指
示
に
服
し
て
損
害
を
廿
超
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
四
）
不
渡
小

切
手
の
所
有
者
は
同
日
附
で
同
場
所
振
出
の
も
の
の
場
合
は
引
出
人
に
通

知
せ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
且
つ
支
払
い
と
利
子
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
五
）
こ
の
よ
う
な
不
渡
よ
り
生
ず
る
支
払
い
は
同
一
場
所
で
事
が
発
生

し
て
二
十
四
時
聞
以
内
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
ら
そ
の
小
切
手
は
保
護
を
受

け
ら
れ
な
く
な
る
、
（
六
）
銀
行
は
次
の
場
合
は
支
払
い
を
拒
否
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
即
ち
、

（
イ
）
　
裁
判
所
か
ら
特
別
の
指
令
の
な
い
限
り
、
小
切
手
保
有
者
や
引
出
人
の
破

　
産
宣
告
を
受
領
し
た
場
合

（
官
）
　
引
出
人
が
死
亡
と
か
、
そ
の
逃
亡
と
か
．
公
共
当
局
に
よ
り
彼
の
法
的
無

　
能
力
が
宣
言
さ
れ
た
場
合

（
ハ
）
　
小
切
手
が
不
法
に
引
出
さ
れ
る
か
又
は
い
く
ら
で
も
削
除
が
可
能
で
あ
る

　
場
合

（
二
）
　
通
知
が
呈
示
前
に
着
い
て
三
つ
た
な
ら
ば
引
出
人
又
は
小
切
手
保
有
者
は

　
麦
払
い
を
な
さ
ぬ
こ
と
を
書
面
で
銀
行
に
予
告
し
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

　
　
（
第
八
○
八
条
）
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

　
更
に
銀
行
は
小
切
手
を
期
日
に
支
払
う
場
合
は
損
失
を
負
担
す
る
だ
ろ

う
が
そ
れ
は
以
下
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
即
ち

（
一
）
虚
偽
の
署
名
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
場
合
、
（
二
）
記
入
事
項
が

削
除
、
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ど
ん
な
時
で
も
引
受
を
す
る
、
（
三
）
前

述
の
八
条
、
　
一
条
に
よ
り
小
切
手
の
引
出
人
へ
の
送
達
の
行
わ
れ
な
い
場

合
等
で
あ
る
。
　
（
第
八
〇
九
条
）

　
一
方
、
小
切
手
引
出
人
は
不
渡
と
な
っ
た
偽
の
小
切
手
の
場
合
に
は
そ

の
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
そ
の
場
合
は
（
一
）
も

し
彼
の
著
名
が
銀
行
か
ら
与
え
ら
れ
る
小
切
手
面
に
贋
作
し
て
あ
る
場
合

及
び
之
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
そ
の
疑
の
あ
る
場
合
、
（
二
）
小
切
手
が
番

頭
叉
は
優
良
な
小
切
手
面
に
そ
の
署
名
を
用
い
る
よ
う
な
人
の
署
名
の
あ

る
場
合
等
で
あ
る
（
第
八
一
〇
条
）
。

　
小
切
手
は
同
一
地
の
銀
行
で
引
出
す
の
な
ら
ば
使
用
人
の
受
取
り
の
十

五
日
と
い
う
期
閣
内
に
支
払
の
手
続
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
振

出
地
と
別
の
場
所
で
引
出
す
場
合
は
一
ク
月
以
内
と
い
う
期
間
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
不
作
為
は
不
利
益
と
な
る
よ
う
な
小
切
手
が
原
因
と
な
る
こ

と
が
警
告
さ
れ
て
い
る
（
第
八
＝
二
条
）
。

　
以
下
、
横
線
小
切
手
に
つ
い
て
は
一
般
線
引
小
切
手
は
銀
行
家
で
な
い

人
へ
の
支
払
い
用
に
特
定
線
引
小
切
手
は
そ
の
入
の
名
は
横
線
を
入
れ
て

な
い
が
小
切
手
や
損
害
や
利
子
に
対
し
て
引
出
人
に
服
し
て
い
る
銀
行
家

（
特
別
に
公
認
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
に
対
し
て
の
支
払
い
用

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
規
定
し
て
あ
る
。
併
し
乍
ら
当
時
の
情
勢
か
ら
た

と
い
横
線
小
切
手
が
移
動
し
他
の
未
公
認
の
変
更
が
な
さ
れ
て
も
小
切
手

は
誠
実
に
引
受
け
て
期
日
に
仕
払
わ
れ
て
も
銀
行
家
は
責
任
を
も
た
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
規
定
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
第
八
ご
コ
条
）
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
銀
行
は
小
切
手
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
法
の
規
定
に
の

み
縛
ら
れ
ず
銀
行
の
判
断
に
基
づ
い
て
小
切
手
の
清
算
を
し
、
こ
の
た
め

に
各
地
方
都
市
に
公
認
の
手
形
交
換
所
を
組
織
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
で
は
こ
の
よ
う
な
交
換
所
も
劉
・
。
け
ご
昌
巴
国
×
8
5
ぞ
⑦
団
。
ミ
。
目
か
ら

の
設
立
の
認
可
が
な
け
れ
ば
活
動
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
小

切
手
に
適
用
さ
れ
る
為
替
手
形
に
関
す
る
商
業
法
O
。
巨
目
。
円
。
芭
∩
。
山
・
の

規
定
が
特
別
の
変
更
の
な
い
限
り
有
効
と
第
八
三
六
条
は
云
う
。

　
以
上
、
一
九
一
二
年
当
時
の
銀
行
法
の
外
廓
を
述
べ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
金
融
制
度
i
就
中
、
銀
行
制
度
の
生
成
か
ら
近
代
化
へ
の
努
力
を
跡
づ

け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
銀
行
法
は
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
時
代
の
ス
ペ
イ
ン

的
色
彩
に
一
九
二
〇
年
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
経
済
学
者
ク
ン
メ
ラ
ー
国
’

　
（
2
）

≦
・
国
①
8
菖
霞
霞
を
団
長
と
す
る
使
節
団
が
南
米
各
国
を
視
察
し
金
融
制

度
の
整
備
を
勧
告
し
た
が
そ
の
際
の
．
、
囚
。
日
日
角
震
コ
碧
、
、
に
よ
っ
て
資

本
主
義
的
商
業
銀
行
の
業
務
と
中
央
銀
行
の
機
能
の
吸
収
に
よ
っ
て
生
れ

出
で
た
も
の
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
は
一
九
四
近
年
、
ペ
ロ
ン
の
独
裁
政
権
出
現
迄

は
後
進
農
業
国
家
と
し
て
の
道
を
只
管
歩
み
つ
黛
け
た
が
、
一
挙
の
ペ
ロ

ン
政
府
の
成
立
は
国
内
体
制
の
抜
本
的
改
革
を
指
向
し
よ
う
と
し
て
第
一

次
五
華
年
計
画
、
第
二
次
五
力
年
計
画
が
企
画
さ
れ
金
融
制
度
も
漸
次
、

国
有
化
の
方
向
を
辿
っ
て
来
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
現
在
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
内
で
営
業
中
の
銀
行
に
は
ど
の
よ
う
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な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
等
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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碧
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臼
・

　
q
o
O
O
δ
酔
ひ
O
①
昌
①
H
亀
O
●

之
等
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
国
内
銀
行
及
び
外
国
銀
行
が
金
融
を
担
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
中
央
銀
行
や
長
期
貸
付
を
担
当
す
る
産
業
銀
行
等
の
機

能
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
黛
、
こ

こ
に
於
い
て
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
銀
行
の
実
力
の
向
上
を
示
す
若
干
の
表

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
状
を
展
望
す
る
に
止
め
た
い
。

唱
巳
Φ
巳
Φ
〈
①
H
。
や
亀
8
毒
茸
累
と
し
て
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
　
（
｝
）
面
積
に

比
し
て
低
い
人
口
比
率
、
　
（
二
）
高
い
利
子
率
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
資
本

不
足
、
　
（
三
）
総
生
産
額
な
い
し
総
人
口
に
対
す
る
工
業
生
産
額
な
い
し

工
業
人
口
の
低
い
比
率
、
（
四
）
若
い
国
、
．
（
五
）
追
加
投
資
、
追
加
労
働

力
な
い
し
利
用
可
能
な
追
加
天
然
資
源
に
つ
い
て
十
分
な
将
来
性
を
も
ち
、

現
在
の
人
口
の
も
と
で
生
活
水
準
を
よ
り
高
め
る
可
能
性
又
は
既
に
一
人

当
り
所
得
水
準
が
か
な
り
高
い
場
合
に
は
そ
の
水
準
を
維
持
し
つ
二
よ
り

大
ぎ
な
入
口
を
支
え
う
る
可
能
性
を
も
つ
国
と
い
う
五
つ
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー

の
規
準
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
特
に
非
工
業
化
（
昌
8
ト
ぽ
音
・
・
巳
9
守
㌣

ま
昌
）
が
之
等
の
国
の
特
質
で
あ
る
だ
け
に
金
融
的
行
動
も
す
べ
て
工
業

化
の
促
進
に
傾
注
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第1表　ドル，タームに於けるラテy・アメリカの通貨（価値）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

1928 1932 1934 1938 1940 1945 1946 1947 1948

アノレゼ　ン’チ　ン 42 26 25 33 23 25 25 24 21

ブ　　　ラ　　ジ　　ル 12 7 8 6 5 5 5 5 5

ウ　ル　グ　ア　イ 103 47 80 57
一

55 56 56 44

チ　　　　リ　　　　一 12 6 10 5 3．0 3．1 2．9 2．1 1．5

ボ　　リ　　ビ　　ャ 39
一 一

2．2
一

1．7 1．6 1．6 1．1

ペ　　　　　ノレ　　　　　一 40 18 25
一

16 15 15 7 7

エ　ク　ァ　ド　ル 20 17 13 7 6．2 7．3 6．8 6．7 4．4

コ　　ロ　　ン’　ビ　　ア 97 95 62 56 57 57 57 42 34．5

ヴエネ　ズェ　ラ 19 15 30 31 29 30 30 30 30

ノミ　　　　ナ　　　　篭マ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

コ　ス　タ・リ　ィ　カ 25 23 24 18 　　唖

p 18 17 16 14

ニ　　カ　　ラ　グ　ア 100 100 100 100
一

15 18 16 15

ホ　ソヂ　ュ　ラ　ス 50 50 50 50 50 50 49 49 49

エル・サルヴァドル 50 40 39 40 40 40 40 40 40

グ　ア　テ　マ　ラ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

キ・　　ユ　　一　　ノミ 100 100 100 100 100 100 100 100 98

ハ　　　　・f　　　チ 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ド　　ミ　　ニ　　カ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

メ　　キー　　シ　　コ 48 31 28 22 19 21 21 21 14

連　　合　王　　国 486 333 494 489 383 403 403 403 403
脚

Source：　Survey　of　Current　Business，　1942． Wall　Street　Journal．　1949．

’

（各国通貨単二は100万）第2表　銀行制度の中に於ける予金（1948年12月）

百万米ドノレ 　　　　　　印ﾂドルによ
要求払予金 政府予金 定期予金 予金総計 による予金 る資本当り

総計 回金

アル・ぜ　ン　チ　ン 6986 2786 6572 16344 4080 254

ブ　　ラ　　ジ　　ル 27710 7070 15500 50280 2705 58

パ　ラ　グ　ァ　イ 31
一 一 一 一 一9

ウ　ノレ　グ　ァ　イ 331
一 一 一 一 一

チ　　　　リ　　　　一 9959 2750 3472 15181 480 88

ボ　　　リ　　ビ　　ア 1037 807 77 1916 45 12

ペ　　　　　ノレ　　　　　・一・ 1070 4 522 1596 246 35

エ　ク　ア　ド　ル 308 63 88 459 34 10

コ　　官　　ソ　　ビ　　ア 381 25 31 437 224 21

ヴェ　ネ　ズェ　ラ 600 147 120 867 258 60

パ　　　　ナ　　　　・マ 29
一

19 48 48 75

コスタ　・　リ　ィ　カ 95 14 4 113 20 28

ニ　　カ　　ラ　グ　ア 41
一 一 一 一 一

ホγヂ　ュ　ラ　ス 27
一 一 一 一 一

；ニノレ●サノレヴァドノレ 29 7 1 37 15 7
グ「 A　テ　マ　ラ 19 9 1 29 29 8

キ　　ュ　　F一　　バ 437
一

103 540 540 107

ド　　ミ　　ニ　　カ 19 9 15 43 43 20

メ　　キ　　シ　　コ 1802
一

436 2238
一 一

ア　　メ　　　リ　　カ 85800 3300 57300 146400 146400 1010

Source　： International　Financial　Statitics．　1949．
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第3表銀　行　の 営業i状況
　　1955年1月31日現在 （400ペソ）

予　　　金
貸付金，当座
ﾝ越，手形割引

資本及び
?@備金

Naci6n　Argentina 16，110，969 23，812，966 1，161，649

Provincia　de　Buenos　Aires 4，633，260 7，738，690 412，500

Espan61　del　Ri6　de　la　Plata 2，367，112 925，506 86，633

ItaliaアRio　de　la＝Plata 2，318，080 1，060，264 99，500

LondresγAmerica　del　Sud 1，894，618 694，558 68，871

First　National　Bank　of　Boston 1．370β41 369，866 45，952

provincia　de　C6rdoba 966，346 588，009 37，380

National　CitγBank　of　N．　Y． 885，357 214，114 23，593

Popular　Argentino　　　　　・ 821，501 403，579 36，958

NueVo　Italiano 631，687 306，742 40，473

Banco　de　AveUaneda 578，624 173，554 17，003

Industrial　Argentino 659，905 12，151，370 679，590

Galicia　y　Buenos　Aires 539，664 162，777 20，182

Franc6s　del　Rio　de　Ia　Plata 397，078 344，109 45，880

Holand色s　Unido 296，747 195，925 31，050

Franc益s　e　Italiano 333，897 277，522 42，769

Royal　Bank　of　Canada 260，307 91，637 12，782

Soci合tεG6n6rale 211，125 205，702 36，077

Banco　di　Napoli 154，189 102，048 16，166

Israelita　del　Rio　de　Ia　Plata 182，874 117，191 26，229

Supervietle　de　Buenos　Aires 142，135 72，934 8，826

Sirio　Liban6s　del　Rio　de　Ia　Plata 124，633 83，618 11，725

Ital・Belga 104，404 114，816 27，396

other　banks 6，864，062 15，769，153 831，498

Totals　Jan．31，1955． 42，848，915 65，976，450 3，820，682

Totals　Jan．31，1954． 36，341，867 53，601，853 3，820，682

各　　月 の　　変 動

1953－12月 34，303，612 52，618，512 2，992，853

1954－2月 37，366，761 ．54，817，944 8，295，152

3 38，128，018 55，，675，629 3，313，910

4 38，565，520 56，366，016 3，320，327

5 39，191，431 5百，866，611 3，322，279

6 39，067，353． 37，643，866 3，331，641

7 38，945，334 58，221，400 3，333，479

8 39，333，997 59，187，331 2，340，927

9 39，674，207 60，265，953 3，345．’072

10 39，8・32，161 61，106，642 3，352，247

11 40，786，114 621，87，271 3，359，707

12 40，260，381 65，069，286 3，423，575
．

Source：　The　Review　of　the　River　Plate．　Buenos　Aires．　July　10，　1955．
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。
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（
3
）
H
．
＜
ぎ
ご
國
暮
Φ
毎
。
。
融
一
8
巴
早
藤
窪
国
国
。
8
。
巨
。
U
①
邑
。
℃
日
Φ
夢
這
い
ω
w

　
唱
・
憲
O
・

三

　
こ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
一
九
三
五
年
に
中
央
銀
行
が
設
立
さ
れ
、

所
謂
、
近
代
的
中
央
銀
行
制
度
が
後
進
国
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
も
採
用
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
離
っ
て
、
後
進
国
乃
至
低
開
発
国
の
中
央
銀
行
制
度
を
考
察
す
る
時
は

各
国
の
特
殊
性
に
応
じ
、
そ
の
中
央
銀
行
も
夫
々
、
性
格
を
異
に
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

大
馴
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
四
種
が
区
分
さ
れ
る
。
即
ち
、

　
（
一
）
　
割
引
銀
行
　
ボ
リ
ビ
ア
、
チ
リ
i
、
コ
官
ソ
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ

　
　
ル
ー
、
　
サ
ル
。
ハ
ド
ル
、
　
べ
・
不
ズ
工
一
フ

　
（
二
）
　
近
代
的
中
央
銀
行
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ン
、
メ
キ
シ
コ

　
（
三
）
　
綜
合
銀
行
　
グ
ア
テ
マ
ラ
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
、
ハ
イ
チ
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、

　
　
コ
ス
タ
・
リ
ィ
カ
、
　
ニ
カ
ラ
グ
ァ

　
（
四
）
　
中
央
銀
行
を
欠
い
て
い
る
も
の
　
ブ
ラ
ジ
ル
、
キ
ュ
ー
バ
、
パ
ナ
マ
、

　
　
ド
ミ
ニ
カ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

　
そ
こ
で
之
等
に
つ
い
て
ご
く
ラ
フ
な
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、

　
一
、
割
引
銀
行
西
岸
諸
国
の
中
央
銀
行
は
最
も
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
、
こ
の
例
に
入

り
、
発
券
及
び
信
用
供
与
に
対
し
て
は
、
中
央
銀
行
の
い
か
な
る
実
際
的
管
理
を

も
認
め
て
い
な
い
。
之
に
属
す
る
国
は
更
に
二
種
に
分
類
さ
れ
る
。

　
1
、
ボ
リ
ビ
ア
、
チ
リ
ー
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
の
中
央
銀

行
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
西
岸
諸
国
は
全
部
、
先
述
し
た
ケ
ソ
メ
ラ
ニ
・
・
ッ
シ
ョ

　
ソ
（
】
バ
①
巨
】
］
P
①
同
①
弩
　
冨
一
Q
D
o
D
一
〇
出
）
の
勧
告
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
を
も
つ
て
い
る
。
即
ち

コ
官
ン
ビ
ア
の
中
央
銀
行
は
一
九
二
三
年
に
設
立
さ
れ
、
チ
リ
ー
、
一
九
二
五
年
、

　
エ
ク
ア
ド
ル
、
　
一
九
二
七
年
、
ボ
リ
ビ
ア
、
　
一
九
二
八
年
、
ペ
ル
ー
、
　
一
九
一
一
二

年
と
相
つ
い
で
発
足
を
見
た
の
で
あ
る
。
之
等
の
中
央
銀
行
は
資
本
金
に
つ
い
て

は
政
府
、
民
聞
株
式
銀
行
、
個
人
株
主
に
よ
り
出
資
さ
れ
．
経
営
上
の
発
言
、
即

ち
株
主
総
会
等
の
投
票
権
は
出
資
高
と
関
係
な
く
、
こ
の
三
者
に
夫
々
、
平
等
に

三
分
の
一
宛
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
銀
行
の
拡
張
は
規
定
に
よ
り
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
割
引
に
よ
る
か
又
は

何
等
か
の
担
保
の
差
入
れ
に
対
し
て
だ
け
銀
行
券
が
発
行
さ
れ
る
。
国
庫
に
対
す

る
貸
付
は
小
額
に
限
ら
れ
、
一
方
適
格
手
形
に
つ
い
て
は
銀
行
だ
け
で
な
く
一
股

公
衆
に
対
し
て
も
貸
付
を
す
る
。
通
貨
管
理
は
中
央
銀
行
の
権
限
外
で
あ
っ
て
、

通
貨
は
厳
密
に
金
巾
は
金
為
替
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
従
っ
て
銀
行
の
出
来
る
唯

一
つ
の
オ
ペ
レ
；
シ
ヨ
ン
は
割
引
率
操
作
だ
け
で
あ
る
。
併
し
、
事
実
上
、
適
格

手
形
は
そ
の
数
は
比
較
的
少
く
、
割
引
率
の
操
作
も
金
融
市
場
が
割
含
に
進
歩
し

て
い
る
工
業
国
に
於
い
て
さ
え
、
左
程
の
効
果
は
上
っ
て
い
な
い
事
情
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
種
の
中
央
銀
行
は
為
替
局
制
度
を
承
継
し
て
、
僅
か
乍
ら
進
展
を
見
せ
た

の
で
あ
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
輸
出
ブ
ー
ム
を
外
資
流
入
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
傾

向
を
抑
制
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
又
一
九
二
九
年
、
経
済
情
勢
が
一
変
し

て
デ
フ
レ
と
な
る
や
、
中
央
銀
行
は
国
際
収
麦
の
悪
化
や
民
聞
銀
行
の
信
用
収
縮

に
対
し
て
も
統
制
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
一
年
に
は
多
く
の
中
央
銀
行
の
金
準
備
が
金
本
位
制
を
維
持
す
る
た
め

に
は
不
可
能
な
程
減
少
し
、
通
貨
政
策
は
根
本
的
転
換
を
み
る
に
至
っ
た
。
先
ず
、

申
央
銀
行
の
貸
出
及
び
投
資
の
形
態
で
国
内
信
用
は
膨
張
し
、
こ
の
貸
出
は
当
初

は
政
府
、
開
発
会
社
、
公
立
及
び
半
公
立
の
農
業
及
び
抵
当
銀
行
、
そ
の
他
各
種

生
産
組
合
業
に
対
し
て
行
わ
れ
、
　
一
般
銀
行
の
信
用
を
恢
復
す
る
の
に
役
立
つ
た

の
で
あ
る
。
之
は
臆
て
世
界
経
済
の
好
転
と
相
侯
っ
て
国
民
経
済
を
デ
フ
レ
の
ド

ン
底
か
ら
救
済
し
た
。

　
今
日
で
は
ケ
ン
メ
ラ
ー
勧
告
の
特
質
は
非
常
に
減
退
し
、
様
々
な
緊
急
事
態
の

た
め
に
採
用
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
之
等
の
国
の
中
央
銀
行
は
為
替
相
場
及
び
為

替
管
理
に
つ
い
て
の
中
央
銀
行
の
権
限
拡
大
を
要
請
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
チ

リ
ー
で
は
国
会
の
討
論
を
し
ば
ら
く
飾
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
2
、
サ
ル
バ
ド
ル
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
中
央
銀
行

　
前
述
し
た
ク
ン
メ
ラ
i
式
の
銀
行
に
類
似
す
る
も
の
に
サ
ル
バ
ド
ル
申
央
準
備
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銀
行
（
剛
W
曽
昌
O
O
　
轟
Ω
①
昌
θ
h
四
一
　
砧
O
　
菊
¢
ω
O
困
く
国
　
畠
O
　
国
一
　
Q
Q
曽
一
く
即
山
O
同
）
は
一
九
三
四
年
の
設
立

に
か
x
り
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
中
央
銀
行
（
一
W
脚
昌
O
O
　
O
O
昌
臼
同
F
9
一
　
山
①
　
＜
O
冨
O
N
q
O
一
僧
）
は
一
九

三
九
年
の
設
立
で
あ
る
。

　
サ
ル
バ
ド
ル
中
央
銀
行
は
所
有
権
は
完
全
に
個
人
に
属
し
、
政
府
の
介
入
に
対

し
て
は
株
主
よ
り
選
出
の
銀
行
の
総
裁
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
又
一
般
公
衆
に

対
す
る
取
引
も
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
近
代
銀
行
の
形
を
備
え
て
は
い
る
が

金
融
市
場
に
対
す
る
統
制
力
は
足
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
〇
年
の
法
令
で
銀
行
は

政
府
保
証
付
の
サ
ル
バ
ド
ル
抵
当
銀
行
の
証
券
及
び
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド

ン
市
場
に
あ
る
公
債
の
売
買
を
認
め
ら
れ
、
叉
其
の
他
の
銀
行
及
び
公
衆
に
対
し

債
権
参
加
証
の
売
却
が
許
さ
れ
る
に
至
っ
て
公
開
市
場
操
作
の
道
が
拓
け
た
。
現

在
、
銀
行
が
所
有
出
来
る
之
等
債
務
の
最
高
限
度
は
約
七
百
万
コ
p
y
で
あ
る
が

将
来
は
約
九
百
万
コ
戸
ン
に
引
上
げ
ら
れ
る
筈
で
之
は
一
公
開
市
場
の
発
展
に
依

存
す
る
公
開
市
場
操
作
に
期
待
さ
れ
る
。

　
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
中
央
銀
行
は
公
開
市
場
操
作
は
許
さ
れ
て
い
な
い
代
り
に
一
般

銀
行
に
対
し
て
二
七
〇
日
、
公
衆
に
対
し
一
八
○
日
南
夫
々
信
用
を
与
え
る
こ
と
、

民
間
銀
行
の
準
備
高
の
変
更
に
つ
い
て
勧
告
を
行
い
、
赤
字
財
政
補
唄
の
た
め
自

己
の
払
込
資
本
金
及
び
余
剰
金
の
二
倍
を
最
大
限
度
と
し
て
大
筆
省
証
券
の
再
割

引
及
び
売
買
を
す
る
権
限
を
も
つ
て
い
る
。

　
二
、
近
代
的
中
央
銀
行

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
中
央
銀
行
の
申
で
最
も
近
代
的
で
強
力
な
中
央
銀

行
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
y
中
央
銀
行
（
じ
d
碧
8
0
Φ
葺
餌
こ
巴
臼
図
①
陰
臣
S
＞
茜
①
註
岳
）

と
メ
キ
シ
コ
銀
行
（
剛
W
P
口
O
O
　
畠
⑦
　
ζ
①
目
凶
O
O
）
の
二
つ
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
と
し
メ
キ
シ
コ
銀
行
は
最
初

は
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
一
一
二
年
、
一
九
三
六
年
、
一

九
四
一
年
の
三
回
に
亘
っ
て
改
組
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
国
の
民
間
銀
行
は
数
度

の
董
・
命
に
よ
り
殆
ん
ど
潰
滅
し
、
こ
の
た
め
メ
キ
シ
コ
の
銀
行
は
政
府
及
び
各
公

共
団
体
に
対
す
る
貸
付
の
外
に
、
民
閻
銀
行
に
代
っ
て
商
業
貸
付
も
担
当
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

　
一
九
三
一
年
、
金
本
位
離
脱
と
共
に
、
メ
キ
シ
コ
銀
行
は
商
業
銀
行
の
機
能
を
廃

し
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
銀
行
制
度
に
言
う
て
、
専
ら
中
央
準
備
銀
行
と
な
り
通

貨
統
制
機
関
と
な
っ
た
。
現
在
の
メ
キ
シ
コ
銀
行
の
組
織
は
一
九
四
一
年
の
改
正

令
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
通
貨
発
行
と
為
替
相
場
の
規
制
に
つ
い
て
広
汎
な
権
限

を
認
め
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
銀
行
は
実
質
的
な
公
開
市
場
操
作
を
行
う
ほ
か
、
民
聞

銀
行
の
必
要
準
備
高
を
各
銀
行
予
金
の
五
％
か
ら
五
〇
％
の
範
囲
内
で
変
更
出
来

る
。
政
府
は
メ
キ
シ
コ
銀
行
の
資
本
金
の
五
一
％
を
所
有
し
理
事
九
名
中
剃
名
を

任
命
し
て
い
る
。
政
府
の
信
用
状
況
と
金
融
市
場
の
発
展
度
よ
り
見
る
時
は
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
が
メ
キ
シ
コ
銀
行
よ
り
公
開
市
場
操
作
に
は
効
果
的
で
あ
る
。

　
三
、
綜
合
銀
行

　
欧
米
の
金
融
専
門
家
の
勧
告
に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
正
統
的
な
中
央

銀
行
が
相
つ
い
で
設
立
さ
れ
る
迄
は
種
々
因
襲
的
国
立
銀
行
が
多
数
存
在
し
て
い

た
。　

グ
ア
テ
マ
ラ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ハ
イ
チ
の
国
立
銀
行
は
、
こ
の
種
の
も
の
で
あ

る
Q
グ
ア
テ
マ
ラ
中
央
銀
行
（
b
口
臼
】
ρ
O
O
　
O
O
昌
峠
同
9
一
　
自
O
O
口
鋤
け
①
旨
9
一
缶
）
は
一
九
二
七
年
、

ハ
イ
チ
国
立
銀
行
（
切
き
8
冒
9
ま
葛
『
山
①
冨
切
Φ
宅
げ
崔
函
口
。
山
．
出
9
三
）
は
一
九

一
一
年
の
設
立
で
あ
る
。
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
一
九
一
六
年
に
為
替
局
（
O
⇔
。
一
冨
山
。

6
9
昌
ぼ
。
。
・
）
が
設
立
さ
れ
ボ
リ
ビ
ア
と
の
戦
争
中
（
一
九
三
二
！
三
五
年
）
政
府
へ

戦
費
を
調
達
融
資
し
、
一
九
三
七
年
に
共
和
国
銀
行
（
⇔
d
営
8
亀
。
冨
即
・
窟
臣
＄
）

と
改
称
し
た
。

　
ウ
ル
グ
ア
イ
共
和
銀
行
（
じ
⇔
留
8
山
2
・
。
開
。
唱
霞
舞
O
同
窪
冨
一
琶
d
屡
σ
q
・
醸
）

は
一
八
九
六
年
設
立
さ
れ
、
当
初
は
小
企
業
及
び
農
業
に
融
資
す
る
商
業
銀
行
で

あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
よ
り
紙
幣
発
行
の
独
占
権
を
獲
得
し
た
が
、
こ
の
外
に
農
、

商
業
の
短
期
信
用
の
ほ
か
抵
当
貸
付
、
農
業
開
発
貸
付
、
質
屋
業
務
、
更
に
金
融

以
外
の
業
務
と
し
て
政
府
の
穀
物
倉
庫
の
管
理
、
農
産
物
の
輸
出
最
低
価
格
規
則

の
監
督
等
の
業
務
を
担
当
し
た
。
一
九
三
五
年
に
至
っ
て
紙
幣
発
行
業
務
は
そ
の

他
の
業
務
と
別
に
さ
れ
、
新
に
自
治
権
を
も
つ
発
券
局
の
所
管
と
な
っ
た
。

　
コ
ス
タ
・
リ
イ
興
国
銀
行
（
一
W
僧
昌
O
O
　
H
4
9
0
一
〇
口
四
一
①
　
笛
①
　
O
O
o
D
け
⇔
　
労
一
〇
臼
）
は
一
九
三

七
年
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
国
銀
行
（
切
§
8
冒
餌
9
。
葛
冨
幽
。
2
8
p
冨
σ
q
冨
）
は
一
九
四
一

年
に
創
立
さ
れ
、
中
央
銀
行
業
務
に
属
す
る
発
券
局
と
民
聞
商
業
銀
行
に
類
似
し
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

た
業
務
を
す
る
銀
行
局
或
は
営
業
局
を
両
銀
行
を
も
つ
て
い
る
。
コ
ス
タ
・
リ
イ

カ
国
立
銀
行
は
、
之
に
抵
当
局
が
加
わ
っ
て
三
局
制
で
あ
る
。
各
局
は
共
通
の
管

理
及
び
理
事
会
の
支
配
に
属
す
る
（
但
し
、
発
券
局
は
特
別
な
通
貨
委
員
会
所
属
）

が
夫
々
別
の
資
本
金
を
も
ち
、
バ
ラ
ン
ス
、
シ
イ
ー
ト
も
分
れ
て
い
る
。
こ
の
分

局
制
度
は
正
統
派
の
銀
行
制
度
と
土
産
の
混
合
業
務
と
の
折
衷
型
で
あ
る
。
上
述

の
如
き
銀
行
局
又
は
営
業
局
は
貸
付
業
務
に
つ
い
て
は
広
汎
な
権
限
を
も
ち
、
特

に
農
工
業
に
貸
す
五
年
以
下
の
中
、
小
短
期
の
貸
付
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
発

券
局
の
通
貨
統
制
は
公
開
市
場
操
作
又
は
準
備
金
変
更
の
権
限
の
欠
如
に
よ
り
十

分
な
効
果
を
望
め
な
い
。

　
四
、
中
央
銀
行
の
な
い
も
の

　
既
述
の
十
五
ケ
国
以
外
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
に
は
国
立
銀
行
は
あ
る

が
、
夫
等
は
実
質
的
意
昧
の
中
央
銀
行
で
は
な
い
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
（
一
W
僧
昌
O
O
　
畠
O
　
冨
同
四
ω
一
一
）
は
政
府
金
融
機
関
で
財
務
の
代
理
を
し

て
い
る
。
そ
の
外
に
割
引
業
務
及
び
普
通
商
業
銀
行
業
務
も
営
む
が
紙
幣
発
行
権

は
大
藏
省
に
あ
る
。
ご
く
最
近
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
中
央
銀
行
創
立
の
計
画
が
進
ん
で

い
る
Q

　
パ
ナ
マ
国
立
銀
行
（
一
W
9
Ω
昌
O
O
　
ヴ
引
9
0
一
〇
昌
陶
一
　
山
①
　
団
陣
昌
臼
日
帥
）
は
商
業
及
び
抵
当
銀
行

で
、
通
貨
発
行
機
能
は
な
い
。
国
内
の
癖
貨
は
大
三
省
が
発
行
す
る
。

　
キ
ュ
ー
バ
で
は
通
貨
は
大
膳
省
が
発
行
し
、
米
ド
ル
と
併
行
的
に
流
通
し
て
い

る
。
一
九
四
工
年
に
ア
メ
リ
カ
の
使
節
団
は
金
融
事
情
視
察
の
上
で
ド
ル
貨
の
引

上
げ
と
中
央
銀
行
の
創
設
を
勧
告
し
た
。

　
叉
、
ド
ミ
ニ
カ
で
は
一
九
四
一
年
に
政
府
が
乞
畿
曾
巴
Ω
ξ
頃
9
。
艮
亀
2
①
芝

団
。
時
の
麦
店
を
入
手
し
て
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
準
備
銀
行
（
田
碧
8
山
。
開
Φ
。
・
霞
話
幽
①

ポ
男
①
層
げ
一
三
∪
。
正
日
。
p
葛
）
を
設
立
し
た
が
、
こ
の
銀
行
は
中
央
銀
行
機
能
は
な

く
普
通
の
商
業
銀
行
に
す
ぎ
な
い
。
国
内
で
は
米
ド
ル
が
流
通
し
て
い
る
。

　
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
で
は
、
通
貨
発
行
の
責
任
は
政
府
委
員
会
と
二
つ
の
民
間
銀
行

に
あ
る
。
政
府
は
レ
ン
ピ
ラ
金
貨
を
発
行
し
、
二
民
間
銀
行
は
各
資
本
金
及
び
法

定
準
備
金
の
一
七
五
％
を
限
度
と
し
て
紙
幣
を
発
行
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

近
年
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
で
は
貨
幣
を
補
足
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
銀
貨
を
輸
入

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
政
府
は
一
九
四
三
年
の
ア
メ
リ
カ
使
節

団
の
勧
告
に
基
づ
い
て
中
央
銀
行
の
設
立
を
鋭
意
研
究
し
て
お
り
、
一
旦
、
一
九

四
九
年
十
二
月
に
は
中
央
銀
行
法
案
が
議
会
へ
提
出
さ
れ
る
。

　
パ
ラ
グ
ァ
イ
は
従
来
は
半
土
着
的
中
央
銀
行
を
も
つ
て
い
た
が
国
内
経
済
の
発

展
と
共
に
近
代
的
申
央
銀
行
へ
と
新
し
く
脱
皮
、
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
の
中
で
中
央
銀
行
の
な
い
国
々
も
近

代
的
申
央
銀
行
の
設
立
計
画
を
進
め
て
い
る
の
が
現
段
階
で
あ
る
。

◇
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
最
初
の
中
央
銀
行
法
は
英
蘭
銀
行
の
オ
ッ
ト
ー
．
ニ

ー
マ
イ
や
卿
（
ω
マ
9
8
≧
§
塁
窪
）
が
作
製
し
た
草
案
を
若
干
修
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
一
九
三
五
年
に
採
択
さ
れ
た
が
、
之
は
公
衆
へ
の
直
接
的
保
護
を
企
て

て
い
な
い
因
襲
的
な
面
の
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
反
面
、
銀
行
は
資
本
金
及
び
余
剰
金
の
外
、
四
万
ペ
ソ
（
銀
行
設

立
当
時
の
有
価
証
券
中
の
整
理
公
債
の
額
に
相
当
）
を
加
え
た
金
額
迄
公

開
市
場
操
作
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
中
央
銀
行
に
は
更
に
、
民
間
銀
行
に

対
す
る
監
督
権
及
び
為
替
管
理
権
が
与
え
ら
れ
た
。

　
政
府
は
銀
行
の
正
副
総
裁
及
び
理
事
の
一
名
を
任
命
し
、
他
の
一
名
は

国
立
銀
行
が
選
任
し
、
他
の
十
名
の
理
事
は
株
主
銀
行
が
選
任
す
る
。
但

し
こ
の
中
に
は
農
、
牧
、
商
、
工
各
界
の
代
表
者
一
名
が
含
ま
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
銀
行
の
払
込
資
本
は
二
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
で
政
府
及
び
株
主
銀
行

が
夫
々
一
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
宛
負
担
し
て
い
る
。

　
銀
行
の
公
開
市
場
操
作
は
設
立
の
翌
年
の
一
九
三
六
年
に
は
そ
の
範
囲

は
拡
大
さ
れ
、
特
定
の
大
蔵
省
証
券
を
一
億
ペ
ソ
迄
、
取
引
出
来
る
事
と

な
り
、
一
九
三
七
に
は
金
及
び
外
国
為
替
証
明
書
の
取
引
も
許
さ
れ
た
。
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後
者
は
金
及
び
外
国
為
替
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
銀
行
の
直
接
債
務
で
あ
る
。

か
く
て
中
央
銀
行
は
民
間
諸
銀
行
か
ら
為
替
を
買
上
げ
て
放
出
し
た
資
金

を
、
整
理
公
債
、
特
定
大
蔵
省
証
券
、
為
替
証
明
書
等
の
債
権
参
加
証
明

書
を
民
間
諸
銀
行
に
売
っ
て
吸
収
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
方
法
で
吸

収
し
た
資
金
は
一
九
三
七
年
八
月
に
は
最
高
の
七
型
四
〇
〇
〇
万
ペ
ソ

（
同
時
期
の
民
間
諸
銀
行
の
総
現
金
保
有
高
に
等
し
い
）
に
達
し
た
。
　
一

九
四
〇
年
以
来
、
大
蔵
省
証
券
は
競
争
入
札
に
よ
り
公
衆
が
直
接
投
資
出

来
る
よ
う
に
な
り
、
又
、
一
九
四
二
年
以
降
は
整
理
債
券
の
債
権
参
加
証

明
書
も
直
接
公
衆
に
売
却
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
九
四
九
年
十
月
に
中
央
銀
行
法
は
改
正
さ
れ
後
掲
の
新
し
い
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
共
和
国
中
央
銀
行
法
が
制
定
を
見
た
が
、
之
が
旧
法
に
比
し
改
正

さ
れ
た
点
は
、
国
際
金
融
面
の
発
展
を
は
か
る
た
め
広
範
な
権
限
が
与
え

ら
れ
た
こ
と
と
、
　
一
方
で
業
務
内
容
を
純
粋
に
通
貨
面
に
限
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
　
一
九
四
六
年
、
ペ
ロ
ン
政
権
が
樹
立
さ
れ
、
中
央
銀
行
法
が
改
正

さ
れ
た
際
の
目
標
で
あ
っ
た
国
内
完
全
雇
用
の
達
成
と
国
民
生
活
水
準
向

上
の
任
務
は
四
九
年
の
改
正
で
は
国
家
経
済
委
員
会
及
び
経
済
関
係
各
省

に
移
譲
さ
れ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
強
力
な
国
有
で
あ
り
、
総
裁
が
大
蔵
大
臣

の
兼
務
す
る
と
こ
ろ
で
財
政
と
金
融
の
一
本
化
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
之

は
恰
も
ソ
連
が
国
立
中
央
銀
行
O
。
。
・
厨
p
艮
を
財
務
人
民
委
員
部
の
支
配

下
に
運
営
し
、
以
下
の
人
々
か
ら
成
る
評
議
委
員
会
の
監
督
を
う
け
る
事

例
に
学
ん
だ
と
も
見
ら
れ
る
。
国
有
化
に
は
色
々
の
型
が
あ
る
が

（一

j
　
ソ
連
で
は
評
議
委
員
会
は
　
（
イ
）
財
務
人
民
委
員
（
議
長
）
（
冒
）
ゴ
ス

ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
の
金
融
制
度

・
バ
ン
ク
理
事
長
（
ハ
）
工
業
銀
行
、
協
同
組
合
銀
行
、
農
業
銀
行
、
公
共
経
済

銀
行
の
理
事
長
（
二
）
外
国
銀
行
理
事
長
（
ホ
）
国
民
経
済
の
他
の
部
門
の
代
表

者
と
し
て
政
府
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
委
員
（
ハ
）
各
連
邦
共
和
国
代
表
者
に
よ
り

組
織
さ
れ
、
こ
れ
が
ゴ
ス
・
バ
ン
ク
の
理
事
と
正
副
理
事
長
と
を
任
命
す
る
仕
組

み
で
あ
る
。

（
二
）
　
之
に
対
し
て
国
有
の
方
向
は
同
じ
で
も
英
蘭
銀
行
の
場
合
は
特
殊
法
人
で
、

大
藏
省
が
そ
の
株
式
の
全
部
を
譲
り
受
け
、
理
事
会
は
国
王
の
任
命
す
る
総
裁
及

び
副
総
裁
並
び
に
十
一
名
の
理
事
（
下
院
議
員
と
官
吏
は
そ
の
資
格
は
な
い
）
で

組
織
さ
れ
、
理
事
会
が
経
営
事
務
を
行
い
、
大
慌
省
は
必
要
を
認
め
た
場
合
は
指

令
を
総
裁
に
諮
問
の
上
、
英
蘭
銀
行
に
発
す
る
こ
と
が
出
来
、
又
銀
行
業
者
に
報

告
を
求
め
、
叉
は
勧
告
を
行
う
こ
と
も
出
来
る
と
い
う
金
融
市
場
に
対
す
る
強
力

な
指
導
と
統
制
権
を
も
た
せ
て
あ
っ
た
。

（
三
）
今
一
つ
の
国
有
方
式
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
政

府
、
金
融
機
関
、
労
働
組
合
、
商
工
業
者
の
代
表
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
「
国
家

信
用
理
事
会
」
が
銀
行
業
の
監
督
の
た
め
に
広
汎
な
任
務
を
担
当
す
る
が
中
央
銀

行
と
し
て
の
フ
ラ
y
ス
銀
行
は
国
有
化
さ
れ
て
も
一
切
、
今
迄
の
業
務
や
組
織
に

変
化
は
な
く
、
た
罫
株
主
は
そ
の
所
有
株
式
を
す
べ
て
国
家
に
引
渡
し
そ
れ
に
対

し
て
こ
の
銀
行
は
三
％
回
附
流
通
記
名
証
券
を
交
付
し
そ
の
証
券
の
償
還
は
五
〇

年
以
内
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
株
式
の
清
算
価
絡
は
一
九
四
四
年

九
月
乃
至
一
九
四
五
年
八
月
三
十
一
日
に
至
る
聞
の
取
引
所
公
定
相
場
の
平
均
又

は
一
九
四
五
年
九
月
一
日
か
ら
清
算
価
格
決
定
迄
の
株
式
取
引
所
で
の
実
際
購
入

価
格
の
双
方
を
超
過
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
フ
ラ
y
ス
の
場
合
は
一
九
四
五

年
一
〇
月
の
総
選
挙
の
結
果
、
左
翼
の
共
産
覚
、
社
会
党
及
び
M
R
P
と
ド
ゴ
ー

ル
の
連
立
内
閣
が
断
行
し
た
も
の
で
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
国
有
化
と
共
に
同
国
の
予

金
総
額
の
八
割
を
保
有
す
る
四
大
鎗
金
銀
行
（
リ
ヨ
y
信
用
銀
行
ρ
巴
律
ξ
。
暮
。
♂

一
般
銀
行
。
α
。
二
審
0
9
曾
・
。
一
Φ
パ
リ
国
民
割
引
銀
行
∩
。
目
当
。
貯
完
薮
8
巴
山
．
国
争

8
ヨ
冥
。
山
Φ
剛
・
。
・
一
。
・
商
工
銀
行
田
昇
宕
註
。
冨
な
。
霞
一
・
O
。
ヨ
ヨ
曾
8
。
二
．
H
巳
垢
旦
Φ
）

の
国
有
化
が
国
民
予
金
の
保
護
、
流
動
資
金
の
国
家
管
理
、
中
央
銀
行
と
の
協
調

を
実
現
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

　
等
等
の
国
有
方
式
に
も
況
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
場
合
は
国
家
の
強
大

な
権
力
が
目
立
ち
、
華
言
の
国
々
の
場
合
の
夫
々
優
れ
た
点
の
採
用
に
つ

と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
中
央
銀
行
以
外
に
国
立
抵
当
銀
行
、
産
業
銀
行
、

国
立
郵
便
貯
蓄
金
庫
等
と
の
緊
密
な
連
携
上
、
大
蔵
大
臣
の
総
裁
兼
務
を

行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
有
化
を
行
っ
た
国
で
は
英

国
を
除
き
ソ
連
も
設
備
資
金
の
融
資
の
た
め
に
専
門
的
に
工
業
、
電
気
事

業
資
本
建
設
銀
行
中
。
日
切
碧
斥
都
市
住
宅
建
設
銀
行
日
・
。
集
。
日
切
ゆ
鱒

協
同
組
合
資
本
建
設
銀
行
く
。
・
集
。
切
9
艮
農
業
銀
行
ω
①
ぎ
。
N
じ
d
碧
界
を

設
置
し
そ
の
外
に
個
人
貯
蓄
を
受
入
れ
る
国
立
労
働
貯
蓄
銀
行
G
∩
訂
言
募
－

ぴ
。
霞
Q
。
磐
貯
σ
q
切
9
ロ
叶
が
あ
る
よ
う
に
業
務
の
分
化
は
不
可
避
で
あ
る
。
仏

国
の
場
合
に
つ
い
て
は
先
述
の
如
く
で
あ
り
、
経
済
体
制
の
如
何
に
不
拘
、

金
融
事
象
と
し
て
の
投
資
活
動
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
普
く
見
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
も
又
そ
の
例
に
洩
れ
て
は
い
な
い
。

　
　
抑
々
銀
行
の
社
会
化
又
は
国
有
化
は
一
八
世
紀
か
ら
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

　
る
。
第
一
は
銀
行
を
国
家
財
政
の
目
的
に
便
宜
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
ジ
ョ

　
　
ソ
・
戸
1
の
玉
垂
銀
行
の
例
は
、
国
家
主
義
的
政
策
の
遂
行
を
企
て
る
全
体
主

　
義
の
金
融
統
制
の
背
後
の
思
想
で
あ
る
。
第
二
は
特
殊
の
金
融
機
関
を
保
護
、

　
監
督
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
各
国
に
見
ら
れ
る
国
営
又
は
公
営
の
貯

　
蓄
銀
行
や
庶
民
銀
行
や
ア
メ
リ
カ
や
日
本
に
於
け
る
経
済
復
興
や
産
業
開
発
の

　
た
め
の
特
殊
金
融
機
関
之
で
あ
る
。
第
三
は
中
央
銀
行
の
機
能
か
ら
し
て
そ
の

　
独
占
的
利
益
を
国
家
の
掌
中
に
帰
さ
ん
と
す
る
中
央
銀
行
国
有
論
で
あ
る
。
リ

　
カ
ア
ド
オ
が
一
八
一
六
年
発
表
し
た
提
案
中
。
℃
。
。
・
臼
『
h
自
ρ
ロ
団
8
ぎ
目
8
導
自

　
ω
①
。
日
①
9
目
窪
曙
や
一
八
二
四
年
の
国
立
銀
行
設
置
案
コ
§
h
手
馴
①
国
。
・
冨
・

　
臣
昏
日
①
b
け
o
h
9
2
9
島
自
巴
煙
き
吋
は
こ
の
思
想
の
先
駆
を
な
し
た
も
の
と
い

　
え
る
。
第
四
は
経
済
改
革
を
行
う
手
段
と
し
て
の
銀
行
の
社
会
化
又
は
国
有
化

　
の
主
張
で
そ
れ
は
現
在
の
資
本
主
義
社
会
の
下
で
金
融
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て

雇
用
の
増
加
、
国
民
生
活
水
準
向
上
の
経
済
的
繁
栄
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立

場
と
資
本
主
義
社
会
を
超
克
し
て
社
会
主
義
社
会
実
現
の
プ
戸
グ
ラ
ム
と
し
て

考
え
る
立
場
と
が
含
ま
れ
る
。

　
銀
行
国
有
化
の
対
象
と
な
る
の
は
中
央
銀
行
（
之
に
関
し
て
は
前
述
の
如
く

諸
国
の
例
が
あ
り
第
二
次
大
戦
後
は
東
欧
諸
国
ー
チ
エ
ッ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
が
相
つ
い
で
国
有
化
を
実

現
し
た
）
が
第
一
で
第
二
に
は
銀
行
そ
の
他
の
信
託
会
社
や
生
命
保
険
会
社
等

の
主
要
機
関
が
あ
り
第
三
に
特
殊
目
的
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
各
種
の
金
融
機

関
が
あ
る
。
中
央
銀
行
以
外
の
金
融
機
関
の
社
会
化
、
国
有
化
も
漸
次
各
国
で

試
み
ら
れ
て
は
い
る
が
尚
籍
す
に
時
日
を
も
つ
て
せ
ね
ば
完
全
な
実
現
は
遠
い
。

　
日
本
の
場
合
は
敗
戦
後
連
合
軍
の
経
済
民
主
化
の
指
令
に
よ
り
金
融
制
度
の

改
革
が
断
行
さ
れ
日
本
銀
行
の
最
高
機
関
と
し
て
政
策
委
員
会
が
設
置
さ
れ
政

策
決
定
の
唯
一
の
機
関
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
一
時
、
日
銀
の
祉
会
化
が
論

ぜ
ら
れ
た
が
今
日
は
銀
行
法
の
改
正
を
待
望
す
る
声
は
市
銀
よ
り
強
く
、
日
銀

の
強
力
な
金
融
統
制
権
の
緩
和
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
　
（
信
用
調
整
法
、

日
銀
法
、
銀
行
法
改
正
の
動
き
は
こ
の
線
に
そ
っ
て
叫
ば
れ
て
い
る
）
。
　
日
銀

の
場
合
は
資
本
主
義
の
枠
内
に
於
け
る
経
済
的
繁
栄
へ
の
政
策
で
あ
り
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
中
央
銀
行
に
比
し
国
家
独
話
の
色
彩
は
遙
に
薄
い
。
英
蘭
銀
行
国
有
化

の
際
に
主
張
さ
れ
た
如
く
今
迄
の
英
蘭
銀
行
は
商
業
銀
行
へ
の
統
制
力
は
弱
く
、

金
利
と
準
備
率
操
作
を
商
業
銀
行
の
採
算
に
影
響
す
る
こ
と
を
通
じ
て
し
か
統

制
力
を
発
揮
出
来
ず
、
市
場
資
金
需
要
の
少
い
不
況
期
に
は
こ
の
二
つ
の
操
作

は
何
等
恢
復
策
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
次
に
英
蘭
銀
行
は
商
業
銀
行
を
一
つ
に

纒
め
る
力
に
不
足
し
た
が
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
以
来
、
商
業
銀
行
の
集
中
化
が

促
進
さ
れ
所
謂
五
大
銀
行
の
独
占
的
地
位
が
強
化
さ
れ
過
ぎ
英
蘭
銀
行
の
指
導

的
地
位
は
弱
体
化
の
一
途
で
あ
り
、
更
に
政
府
と
英
蘭
銀
行
と
の
政
策
的
対
立
、

即
ち
財
政
と
金
融
と
の
不
円
滑
等
が
従
来
の
英
蘭
銀
行
の
中
立
性
と
い
う
古
典

的
立
場
で
あ
る
が
英
金
融
等
の
発
展
、
政
府
の
財
政
上
の
変
化
、
特
に
国
際
金

融
上
の
英
の
実
力
低
下
が
二
度
の
大
戦
と
共
に
決
定
的
と
な
っ
た
こ
と
は
勢
い

英
蘭
銀
行
の
地
位
の
低
下
と
い
う
客
観
情
勢
と
相
容
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
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で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
一
九
四
六
年
三
月
二
五
日
、
ペ
ロ
ン
政
権

の
金
融
制
度
の
全
面
的
改
革
の
一
翼
と
し
て
完
全
に
国
有
化
さ
れ
、
（
一
）

政
府
の
財
政
顧
問
、
（
二
）
外
国
貿
易
の
統
制
と
調
整
担
当
機
関
、
（
三
）
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
の
通
貨
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ぬ
限
り
で
資
本
の
国
際
移
動
を
調

整
、
統
制
す
る
機
関
、
（
四
）
証
券
に
対
す
る
完
全
な
統
制
力
を
も
つ
機
関
、

（
五
）
国
立
銀
行
、
産
業
銀
行
、
不
動
産
銀
行
に
対
し
て
高
度
の
統
制
力

を
も
つ
機
関
と
し
て
再
出
発
し
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
に
つ
い
て
は
そ
の
銀
行
法
が
あ
る
Q
即
ち

○
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
中
央
銀
行
法

　
第
一
章
　
性
格
及
び
目
的

　
　
　
一
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
中
央
銀
行
は
大
蟻
巻
に
従
属
す
る
自
治
機
関
と

　
　
　
　
し
本
法
及
び
関
係
法
規
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
る
。

　
　
　
　
国
家
は
中
央
銀
行
が
締
結
す
る
す
べ
て
の
債
務
を
保
証
す
る
。

　
　
二
、
中
央
銀
行
は
、
本
店
を
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
市
に
お
く
。

　
　
　
　
中
央
銀
行
は
理
事
会
、
の
決
定
に
よ
り
国
内
及
び
外
国
に
麦
店
叉
は
代
理

　
　
　
　
店
を
設
置
し
、
又
は
コ
ル
レ
ス
関
係
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
三
、
中
央
銀
行
の
業
務
は
次
の
事
項
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
1
　
貨
幣
価
値
及
び
経
済
活
動
が
貿
易
、
資
本
の
国
際
移
動
及
び
投
資
を

　
　
　
　
　
促
進
す
る
よ
う
準
備
金
を
調
節
、
変
更
し
、
為
替
管
理
を
行
う
。

　
　
　
2
　
金
融
業
務
を
最
高
度
に
行
わ
し
め
る
た
め
信
用
及
び
支
払
方
法
の
規

　
　
　
　
　
則
を
実
施
す
る
。

　
　
　
3
　
決
済
及
び
信
用
業
務
を
監
視
し
銀
行
法
そ
の
他
関
係
法
規
を
適
用
す

　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
4
　
有
価
証
券
市
場
を
監
督
し
、
内
外
取
引
、
公
共
貸
付
に
関
し
政
府
の

　
　
　
　
　
財
務
代
理
を
行
う
。

　
第
二
章
資
本
金

　
四
、
中
央
銀
行
の
資
本
金
は
一
億
ペ
ソ
と
す
る
。

第
三
章
　
理
　
　
事
　
　
会

　
五
、
中
央
銀
行
は
総
裁
、
副
総
裁
及
び
九
名
の
理
事
よ
り
な
る
理
事
会
に
よ

　
　
　
つ
て
運
営
さ
れ
る
。

　
　
　
会
員
は
す
べ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
の
出
生
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
、
総
裁
、
副
総
裁
は
夫
々
場
慣
大
臣
、
国
務
次
官
と
す
る
。

　
七
、
副
総
裁
は
総
裁
が
不
在
又
は
支
障
あ
る
場
合
又
は
欠
員
の
場
合
、
総
裁

　
　
の
職
務
を
代
行
す
る
。
以
上
の
ほ
か
は
総
裁
が
命
ず
る
業
務
を
行
う
。

　
八
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
立
銀
行
（
し
口
§
8
山
Φ
冨
密
。
ざ
昌
≧
㎝
窪
臼
冨
）
ア
ル

　
　
　
ゼ
ン
チ
ン
産
業
銀
行
（
ρ
注
ぽ
H
巳
鵠
鼠
亀
≧
σ
舜
Φ
昌
茸
。
）
国
立
抵
当
銀

　
　
　
行
（
じ
d
き
8
国
首
g
①
8
同
一
。
宕
碧
一
8
＆
　
国
立
郵
便
貯
蓄
金
庫
（
∩
轡
冒

　
　
　
宕
零
凶
8
巴
山
Φ
》
『
o
寄
。
団
。
・
・
け
ロ
一
）
の
各
総
裁
は
自
動
的
に
理
事
と
な
る
。

　
　
　
そ
の
他
の
五
名
の
理
事
は
農
、
牧
、
工
、
商
、
労
働
の
各
界
の
代
表
者

　
　
　
を
行
政
当
局
が
任
命
す
る
。

　
九
、
行
政
当
局
よ
り
任
命
さ
れ
た
五
名
の
理
事
の
任
期
は
四
年
で
重
選
を
妨

　
　
　
げ
ず
、
又
二
年
毎
に
更
新
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
理
事
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
1
　
国
家
叉
は
州
の
公
立
団
体
の
役
員
及
び
市
会
の
審
議
員

　
　
2
　
破
産
者
若
し
く
は
債
権
者
に
よ
り
管
財
を
う
け
て
い
る
債
務
者
及
び

　
　
　
　
諸
銀
行
に
対
し
て
弁
済
を
延
滞
し
て
い
る
債
務
者

　
　
3
　
犯
罪
．
に
よ
り
刑
の
宣
告
を
う
け
た
者

　
　
4
　
銀
行
法
に
定
め
る
組
織
体
の
管
理
或
は
経
営
に
参
画
し
又
は
関
係
あ

　
　
　
　
る
者

　
一
〇
、
行
政
当
局
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
五
名
の
理
事
の
報
酬
は
申
央
銀
行
予

　
　
　
算
の
定
、
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
。

　
一
一
、
総
裁
は
理
事
会
を
代
表
し
中
央
銀
行
を
統
轄
す
る
。

　
　
1
　
理
事
会
の
決
定
に
基
く
す
べ
て
の
事
項
を
遂
行
す
る
た
め
に
権
限
を

　
　
　
　
も
つ
。

　
　
2
　
理
事
会
の
未
決
定
事
項
に
つ
い
て
実
行
し
解
決
す
る
権
限
を
も
つ
が
、

一　185　一
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ン
チ
ン
の
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融
制
度



ア
ル
ゼ
y
チ
ソ
の
金
融
制
度

　
　
　
こ
の
場
合
は
速
や
か
に
理
事
会
に
対
し
て
事
後
承
認
を
求
め
る
こ
と
が

　
　
　
必
要
。
総
裁
は
第
三
者
に
対
し
中
央
銀
行
を
代
表
し
職
員
の
任
免
、
昇

　
　
　
級
、
停
職
を
行
い
そ
れ
を
理
事
会
に
報
告
す
る
。

　
一
二
、
総
裁
は
勘
く
と
も
二
週
聞
に
一
度
は
理
事
会
を
召
集
す
る
、
議
決
定

　
　
　
数
は
六
名
と
し
採
決
は
出
席
人
員
の
単
純
多
数
決
と
す
る
。
可
非
同
数

　
　
　
の
場
合
は
総
裁
又
は
そ
の
代
理
者
が
二
重
投
票
を
す
る
。

　
二
二
、
理
事
会
の
職
…
能

　
　
1
　
申
央
銀
行
の
業
務
規
定
の
作
成
、
こ
の
規
定
に
基
ぎ
行
わ
れ
た
業
務

　
　
　
　
の
確
認
、
規
定
外
の
業
務
の
処
理
、
俸
給
及
び
雑
費
に
関
す
る
年
予

　
　
　
　
算
の
作
成

　
　
2
　
毎
年
の
中
央
銀
行
の
じ
⇔
＼
q
D
”
局
＼
u
及
び
報
告
書
の
認
可

　
　
3
　
毎
年
の
副
総
裁
次
一
席
埋
の
任
命

　
　
4
　
支
店
及
び
代
理
店
の
開
設
及
び
閉
鎖

　
　
5
　
コ
ル
レ
ス
の
締
結

　
　
6
　
中
央
銀
行
の
再
割
引
率
、
利
子
率
、
及
び
為
替
相
場
の
決
定
に
対
す

　
　
　
　
る
参
加

　
　
7
　
中
央
銀
行
業
務
に
必
要
な
不
動
産
の
購
入
及
び
譲
渡
、
一
八
の
5
に

　
　
　
　
従
っ
て
購
入
し
た
不
動
産
の
売
却

　
　
8
　
行
政
当
局
に
対
す
る
総
支
配
人
及
び
副
支
配
人
の
推
挙

　
　
9
　
四
五
に
定
め
る
予
備
金
額
の
決
定

　
　
1
0
　
中
央
銀
行
職
員
に
対
す
る
懲
罰
規
定

第
四
章
　
支
　
　
配
　
　
人

　
一
四
、
中
央
銀
行
の
経
営
は
総
支
配
入
及
び
副
支
配
人
が
行
う
。

　
　
　
何
れ
も
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
出
生
者
で
あ
る
こ
と
を
要
し
理
事
会
の
推
せ

　
　
　
ん
に
よ
り
行
政
当
局
が
任
命
す
る
。

　
一
五
、
総
麦
配
人
及
び
副
支
配
人
は
総
裁
及
び
理
事
を
補
佐
し
、
理
事
会
に

　
　
　
は
補
佐
官
の
資
格
で
何
れ
か
一
方
が
出
席
す
る
。

　
　
　
総
支
配
人
及
び
副
麦
配
人
は
理
事
会
の
規
定
及
び
決
定
事
項
の
実
施
に

　
　
　
関
し
責
任
を
有
す
る
。
又
、
総
裁
の
認
可
を
え
て
必
要
な
内
規
を
定
め

　
　
　
る
事
が
出
来
る
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
総
麦
配
入
又
は
副
支
配
入
は
中
央
銀
行
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
総
裁
に

　
　
　
報
告
を
行
う
。

第
五
章
　
業
　
　
　
　
務

　
一
六
、
申
央
銀
行
は
理
事
会
の
定
め
る
所
に
従
い
次
の
業
務
を
行
う
。

　
　
1
　
紙
幣
鋳
貨
の
発
行

　
　
2
　
諸
銀
行
か
ら
の
預
り
金
の
受
理

　
　
3
　
国
際
聞
の
支
払
協
定
に
関
す
る
業
務

　
一
七
、
中
央
銀
行
は
理
事
会
の
定
め
る
条
件
に
従
い
次
の
行
為
を
な
す
事
が

　
　
　
出
来
る
。

　
　
1
　
金
及
び
外
国
為
替
の
売
買

　
　
2
　
担
保
を
必
要
と
す
る
債
券
、
約
束
手
形
、
証
書
及
び
債
権
参
加
証
の

　
　
　
　
発
行
並
び
に
特
別
に
保
証
を
必
要
と
し
な
い
其
の
他
手
形
の
発
行

　
　
3

456789一
八
、

1

適
格
手
形
の
再
割
引

諸
銀
行
に
対
す
る
前
貸
及
び
其
他
の
貸
付

金
貨
又
は
金
塊
を
担
保
と
す
る
前
貸
の
承
認

金
の
保
管

他
の
中
央
銀
行
の
コ
ル
レ
ス
又
は
代
理
店
業
務
国
際
的
又
は
信
用
制

度
育
成
の
た
め
必
要
な
業
務

公
債
の
発
行
、
売
買
の
引
受
、
こ
の
場
合
す
べ
て
政
府
勘
定
と
し
申

央
銀
行
は
応
募
を
行
わ
ず
、
又
そ
の
売
捌
き
に
つ
い
て
保
証
を
な
す

事
は
出
来
な
い

資
本
金
及
び
準
備
金
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
公
債
の
売
買
。

市
場
調
節
の
必
要
の
あ
る
場
合
に
限
り
こ
の
限
度
は
他
銀
行
か
ら
の

預
り
金
残
高
の
一
五
％
ま
で
増
加
で
き
る
。

右
の
三
、
四
、
五
項
の
場
合
は
保
証
積
立
金
を
課
す
る
。

次
の
諸
項
は
禁
止
す
る
。

（
イ
）
　
第
三
十
条
に
定
め
る
業
務

（
戸
）
　
銀
行
商
業
、
工
業
又
は
国
家
に
属
す
る
公
共
事
業
の
手
形
の
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再
割
引

　
　
　
　
を
除
く
対
政
府
貸
付

　
　
2
　
州
、
．
市
塵
は
こ
れ
ら
に
従
属
す
る
自
治
団
体
に
対
す
る
貸
付
（
但
し

　
　
　
　
銀
行
、
商
業
、
工
業
又
は
州
、
市
に
属
す
る
公
共
事
業
の
手
形
再
割

　
　
　
　
副
一
の
場
合
を
除
く
）

　
　
3
　
政
府
、
州
、
市
、
自
治
団
体
の
手
形
又
は
其
他
証
書
の
保
証
或
は
裏

　
　
　
　
書

　
　
4
　
保
証
な
し
の
前
貸
又
は
無
担
保
信
用
（
但
し
他
の
中
央
銀
行
の
協
定

　
　
　
　
に
基
き
相
互
に
借
用
供
与
を
行
う
協
定
あ
る
場
合
を
除
く
）

　
　
5
　
不
動
産
の
購
入
（
但
し
、
中
央
銀
行
業
務
に
必
要
な
場
合
を
除
く
。

　
　
　
　
理
事
会
が
承
認
し
た
場
合
に
限
り
申
央
銀
行
の
権
益
を
保
護
す
る
必

　
　
　
　
要
上
債
務
者
の
不
動
産
或
は
商
品
を
入
手
す
る
事
が
出
来
る
。
こ
の

　
　
　
　
場
合
一
般
銀
行
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
そ
れ
を
売
却
し
な
け

　
　
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
）

第
六
章
　
貨
幣
発
行
、
金
及
び
外
国
為
替
準
備

　
一
九
、
中
央
銀
行
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
の
紙
幣
及
び
鋳
貨
を
独
占
的
に
発
行

　
　
　
す
る
。
政
府
、
其
他
の
州
、
市
の
公
共
機
関
、
諸
銀
行
及
び
其
他
の
如
何
な

　
　
　
る
機
関
も
紙
幣
及
び
鋳
貨
に
類
似
の
も
の
を
発
行
す
る
事
は
で
き
な
い
。

　
二
〇
、
耳
擦
銀
行
の
紙
幣
及
び
鋳
貨
は
ア
ル
ゼ
γ
チ
ソ
国
全
域
に
お
い
て
額

　
　
　
面
通
り
の
価
値
を
有
す
る
。
そ
の
呼
称
は
理
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
従
う
。

　
一
二
、
紙
幣
に
は
引
換
に
鋳
貨
を
表
記
金
額
通
り
所
持
人
に
対
し
即
時
支
払

　
　
　
う
旨
記
載
す
る
。
こ
の
ほ
か
総
裁
及
び
総
遅
配
人
の
署
名
の
肉
筆
模
写

　
　
　
を
記
載
す
る
。

　
二
二
、
中
央
銀
行
は
常
に
発
行
し
た
流
通
紙
幣
及
び
一
覧
払
手
形
の
少
な
く

　
　
　
と
も
二
五
％
に
相
当
す
る
金
及
び
外
国
為
替
の
準
備
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
金
及
び
外
国
為
替
は
す
べ
て
中
央
銀
行
に
集
中
す
る
金
及
び
外
国
為
替

　
　
　
の
準
備
と
は
金
及
び
外
国
為
替
に
よ
る
す
べ
て
の
債
務
を
返
済
し
た
後

　
　
　
の
純
残
高
を
云
う
。

　
二
三
、
中
央
銀
行
は
発
行
せ
る
紙
幣
を
金
塊
一
二
、
四
四
一
キ
官
グ
ラ
ム

　
　
　
（
四
〇
〇
ト
戸
イ
オ
ン
ス
）
に
相
当
す
る
貨
幣
額
を
下
ら
な
い
金
額
で

　
　
　
金
又
は
要
求
に
応
じ
外
国
為
替
に
即
時
党
換
の
義
務
を
負
う
。
紙
幣
と

　
　
　
外
国
為
替
と
の
交
換
に
適
用
さ
れ
る
相
場
は
平
価
の
上
下
二
％
以
上
の

　
　
　
変
動
を
認
め
な
い
。

　
二
四
、
中
央
銀
行
は
貨
幣
発
行
の
独
占
か
侵
害
さ
れ
て
い
る
事
を
知
っ
た
場

　
　
　
合
そ
の
事
実
を
行
政
当
局
に
報
告
す
る
。

第
七
章
　
他
銀
行
と
の
関
係

　
二
五
、
申
央
銀
行
の
資
格
に
応
じ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
諸
銀
行
に

　
　
　
対
し
要
求
す
る
事
が
で
き
る
。

　
二
六
、
中
央
銀
行
は
銀
行
法
に
従
っ
て
設
け
ら
れ
た
各
種
公
共
体
の
活
動
に

　
　
　
対
し
協
力
す
る
事
が
で
き
る
。

　
二
七
、
国
立
の
諸
銀
行
が
作
成
し
た
開
発
計
画
並
び
に
同
計
画
に
含
ま
れ
る

　
　
　
す
べ
て
の
投
資
は
事
前
に
申
央
銀
行
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
開
発
投
資
は
国
民
経
済
に
役
立
つ
場
合
に
限
り
行
う
。

　
二
八
、
国
立
以
外
の
諸
銀
行
も
前
条
の
開
発
計
画
に
参
加
す
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
の
場
合
均
等
な
利
益
及
び
特
権
を
享
受
す
る
。

　
　
　
諸
銀
行
は
開
発
計
画
参
加
の
要
請
を
中
央
銀
行
に
対
し
て
行
う
。
中
央

　
　
　
銀
行
は
諸
銀
行
に
対
し
損
失
を
保
証
す
る
た
め
積
立
金
を
徴
集
す
る
。

　
二
九
、
中
央
銀
行
は
補
償
機
関
（
9
含
量
ω
O
。
起
8
。
。
践
。
旨
の
）
を
管
理
す
る
Q

第
八
章
政
府
と
の
関
係

　
三
〇
、
中
央
銀
行
は
政
府
に
対
し
季
節
的
或
は
一
時
聞
な
不
足
額
を
補
う
た

　
　
　
め
、
政
府
が
こ
の
三
年
聞
に
え
た
有
効
資
産
の
平
均
一
五
％
の
を
超
え

　
　
　
な
い
金
額
ま
で
期
限
付
で
前
貸
を
な
す
事
が
出
来
る
。

　
　
　
こ
の
前
貸
は
す
べ
て
一
ニ
ケ
月
以
内
に
返
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又

　
　
　
こ
の
期
限
内
に
返
済
さ
れ
な
い
場
合
は
そ
れ
を
完
済
す
る
ま
で
爾
後
の

　
　
　
前
貸
を
行
わ
な
い
。

　
　
　
こ
の
前
貸
に
対
し
て
政
府
は
現
行
の
割
引
に
適
用
さ
れ
る
最
も
低
率
を

　
　
　
超
え
な
い
利
子
を
支
払
う
。

p－ P87一

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
闘
制
度



ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

　
三
一
　
中
央
銀
行
は
要
求
に
応
じ
直
接
又
は
指
定
銀
行
を
通
じ
て
国
内
、
国

　
　
　
外
に
お
い
て
政
府
の
送
金
及
び
銀
行
業
務
を
引
受
け
る
。
こ
の
場
合
政

　
　
　
府
の
資
金
を
受
け
政
府
…
勘
定
に
よ
り
支
払
を
行
う
。
出
丁
央
銀
行
は
政
府

　
　
　
の
勘
定
に
預
け
ら
れ
た
金
額
に
対
し
て
は
利
子
を
支
払
わ
ず
、
又
代
理

　
　
　
業
務
の
手
数
料
も
徴
収
し
な
い
。
但
し
そ
れ
に
要
し
た
雑
費
を
負
担
さ

　
　
　
せ
る
事
は
出
来
る
Q

　
三
二
、
中
央
銀
行
は
大
虚
省
の
た
め
一
般
勘
定
を
開
設
す
る
。
こ
の
勘
定
に

　
　
　
は
徴
税
金
、
政
府
に
対
す
る
す
べ
て
の
前
貸
を
貸
記
す
る
。
こ
の
勘
定

　
　
　
か
ら
の
支
払
は
国
庫
の
指
令
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

　
三
三
、
中
央
銀
行
は
政
府
勘
定
に
よ
り
公
共
貸
付
及
び
内
外
の
公
共
債
務
を

　
　
　
取
扱
5
。
証
券
類
を
直
接
売
り
に
出
す
事
、
或
は
取
引
所
に
出
す
事
が

　
　
　
で
き
る
。
中
央
銀
行
は
取
引
所
の
会
員
と
な
る
事
は
で
き
な
い
が
、
そ

　
　
　
の
業
務
を
監
督
す
る
た
め
取
引
所
に
介
入
す
る
事
は
で
き
る
。

　
三
四
、
中
央
銀
行
は
大
藏
省
の
代
理
者
で
あ
る
国
庫
代
理
人
或
は
支
払
人
と

　
　
　
協
議
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。

　
三
五
、
中
央
銀
行
は
内
外
の
公
債
取
扱
費
用
及
び
そ
れ
に
要
す
る
雑
費
用
を

　
　
　
大
藏
省
の
勘
定
に
借
記
す
る
。

　
三
六
、
中
央
銀
行
は
大
藏
省
の
指
名
し
た
官
吏
に
対
し
、
公
債
の
発
行
、
売

　
　
　
却
、
取
扱
に
対
す
る
管
理
に
関
し
随
時
便
宜
を
与
え
る
。
又
、
そ
の
業

　
　
　
務
に
関
す
る
書
類
を
検
閲
に
供
す
る
。

　
三
七
、
申
央
銀
行
は
国
内
の
通
貨
状
況
及
び
外
国
の
通
貨
上
の
重
要
事
件
に

　
　
　
関
し
少
な
く
と
も
年
二
回
政
府
に
報
告
を
提
出
す
る
。

　
　
　
更
に
毎
年
財
政
の
進
展
に
つ
い
て
特
別
報
告
書
を
作
成
す
る
。
こ
れ
は

　
　
　
中
央
銀
行
の
年
次
総
報
告
の
中
に
含
め
る
事
が
で
き
る
。

　
三
八
、
国
立
恩
給
金
庫
の
発
行
す
る
有
価
証
券
の
す
べ
て
の
売
買
は
中
央
銀

　
　
　
行
を
通
じ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
三
九
、
中
央
銀
行
は
公
債
を
発
行
し
た
場
合
毎
回
行
政
当
局
に
報
告
す
る
。

第
九
章
　
為
　
替
　
管
　
理

　
四
〇
、
中
央
銀
行
は
次
の
如
き
為
替
管
理
を
行
う
。

　
　
1
　
輸
出
、
其
の
他
受
取
に
基
く
外
国
為
替
の
収
入
に
対
す
る
監
視
、
及

　
　
　
　
び
輸
入
其
の
他
支
払
に
必
要
な
外
国
為
替
の
配
分
に
対
す
る
監
視

　
　
2
　
輸
出
入
の
た
め
の
為
替
の
種
類
の
決
定

　
　
3
　
為
替
管
理
方
式
の
決
定
及
び
為
替
管
理
規
定
の
作
成

　
　
4
　
為
替
規
則
の
適
用
及
び
必
要
な
会
計
検
査
の
実
施

　
四
一
、
中
央
銀
行
は
為
替
取
引
に
直
接
間
接
を
問
わ
ず
介
入
す
る
金
融
機
関

　
　
　
仲
買
人
輸
出
入
業
者
及
び
其
の
他
の
者
に
対
し
、
そ
の
帳
簿
、
書
類
の

　
　
　
呈
示
及
び
当
該
取
引
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
の
呈
供
を
随
時
要
求
す

　
　
　
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
右
に
よ
り
入
手
し
た
情
報
は
秘
密
事
項
と
し
て
銀
行
法
第
二
〇
条
に
準

　
　
　
じ
て
取
扱
う
。

　
四
二
、
申
央
銀
行
は
為
替
業
務
を
行
う
た
め
の
登
記
或
は
許
可
及
び
そ
の
取

　
　
　
消
を
行
う
。

第
一
〇
章
証
券
市
場

　
四
三
、
中
央
銀
行
は
証
券
市
場
を
育
成
す
る
た
め
国
内
の
取
引
所
及
び
市
場

　
　
　
の
監
督
を
行
う
。
こ
の
た
め
次
の
任
務
を
有
す
る
。

　
　
1
　
証
券
の
取
引
所
及
び
市
場
業
務
の
認
可
申
請
、
計
画
、
並
び
に
改
訂

　
　
　
　
に
関
し
行
政
当
局
に
報
告
す
る
。

　
　
2
　
取
引
所
及
び
市
場
業
務
に
つ
い
て
、
規
則
違
反
を
行
っ
た
関
係
者
に

　
　
　
　
対
し
退
場
を
勧
告
す
る
。

　
　
3
　
取
引
所
及
び
市
場
業
務
に
関
す
る
規
定
を
舞
茸
す
る
。

　
　
4
　
取
引
所
の
仲
次
人
の
許
可
取
消
及
び
登
録
を
行
う
。

　
四
四
、
中
央
銀
行
は
取
引
所
、
市
場
、
仲
介
入
の
帳
簿
及
び
書
類
を
検
査
し

　
　
　
関
係
あ
る
す
べ
て
の
情
報
の
呈
供
を
要
求
す
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
銀
行
法
第
二
〇
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
藤
密

　
　
　
に
取
扱
う
。

第
一
一
章
利
　
　
　
　
益

　
四
五
、
会
計
年
度
ご
と
に
資
産
償
却
及
び
理
事
会
が
必
要
と
認
め
た
準
備
金
、

　
　
　
予
備
金
を
控
除
し
た
後
純
益
の
五
〇
％
は
、
一
般
準
備
基
金
（
聞
。
巳
。
画
①

一188一



　
　
　
　
開
。
・
・
下
話
。
①
器
邑
）
へ
残
り
の
五
〇
％
は
政
府
へ
帰
属
す
る
。

　
　
五
二
、
大
藏
大
臣
は
三
ケ
月
毎
に
銀
行
に
対
し
次
の
事
項
に
関
す
る
通
知
を

　
　
　
　
行
う
。

　
　
　
1
　
国
庫
の
入
金
及
び
出
金
の
変
動

　
　
　
2
　
正
貨
資
産
の
徴
税
及
び
信
用
資
産
の
収
益
に
関
す
る
詳
細

　
　
　
3
各
会
計
の
靹
乱
雑
に
基
く
出
費

　
　
　
4
　
固
定
及
び
流
動
負
債
の
状
態

　
　
　
　
右
の
通
知
の
ほ
か
中
央
銀
行
は
大
藏
大
臣
及
び
其
他
の
大
臣
に
対
し
必

　
　
　
　
要
な
通
知
を
要
求
す
る
事
が
で
き
る
。

　
以
上
の
如
き
機
能
を
も
つ
中
央
銀
行
で
あ
る
が
更
に
附
言
す
る
な
ら
ば

ケ
ン
メ
ラ
ー
計
画
で
は
中
央
銀
行
は
銀
行
券
の
二
五
％
、
プ
ラ
ス
　
。
。
お
窪

山
名
。
ω
＃
。
暮
ω
鼠
巳
営
G
q
に
対
し
て
準
備
を
も
つ
べ
し
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
大
体
の
方
向
は
採
用
さ
れ
て
は

い
る
。
又
中
央
銀
行
の
再
割
引
率
は
二
一
三
・
九
，
％
と
な
っ
て
い
る
が
之

は
（
イ
）
貿
易
量
の
統
制
（
ロ
）
公
開
市
場
操
作
の
見
地
か
ら
有
効
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
中
央
銀
行
の
統
制
力

は
絶
大
で
あ
る
が
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
国
際
通
貨
基
金
（
1

・
M
・
F
）
に
加
入
し
そ
の
通
貨
を
金
叉
は
ド
ル
に
結
び
つ
け
て
い
る
に

対
し
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
加
入
せ
ず
、
（
一
）
政
府
と
、
（
二
）
流
通
通
貨
量
の

二
要
素
に
よ
っ
て
通
貨
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
一
・
M
・
F
が
そ
の
国
の
金
融
制
度
の
性
格
を

決
定
す
る
主
要
な
要
素
で
あ
る
程
、
満
足
な
機
能
を
果
し
て
い
る
が
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
は
そ
の
国
民
の
国
家
に
対
す
る
絶
対
の
信
頼
に
よ
っ
て
通
貨
の

力
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
ペ
ロ
ン
政
権
の
統
制
力
は
偉
大
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
の
資
本
金
の
構
成
、
預
金
構
成
を
他
の
ラ
テ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
の
金
融
制
度

ン
・
ア
メ
リ
カ
諦
国
の
中
央
銀
行
の
場
合
と
比
較
す
る
と
一
九
四
八
年
に

於
い
て
は
第
四
嗜
め
如
く
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
一
国
の
全
金
融
、
経
済
生
活
の
中
枢
で
あ

る
国
内
の
生
産
活
動
に
対
し
て
の
政
府
の
干
与
や
国
際
経
済
関
係
へ
の
指

導
を
も
含
む
全
商
業
、
通
商
の
分
野
に
統
制
権
を
強
力
に
揮
っ
て
い
る
。

　
公
立
や
準
公
立
の
銀
行
制
度
と
夫
等
相
互
間
の
調
整
、
指
揮
、
産
業
銀

－
行
や
多
く
の
準
政
府
代
理
機
関
（
色
々
な
経
済
活
動
の
分
野
を
担
当
し
て

い
る
十
以
上
の
）
の
監
督
と
指
導
を
す
る
。
即
ち
、

　
　
目
同
m
山
O
弓
H
O
ヨ
O
鉱
O
昌
H
昌
ω
鼠
臼
昌
甘
O
・

　
　
宕
。
凱
。
昌
9
団
8
ω
ぎ
α
q
Ω
o
目
目
訂
。
・
ぎ
ロ
．

　
．
冥
9
自
。
ロ
亀
〉
お
①
三
ぎ
曽
0
2
昌
9
ド

　
　
累
9
試
O
ロ
巴
O
o
ヨ
ヨ
一
。
・
。
・
一
〇
ロ
㌦
O
H
一
昌
鴨
島
ω
訂
一
9
。
一
団
同
。
目
。
鼠
O
ロ
●

　
　
＝
薗
謡
O
ロ
巴
O
O
ヨ
目
駐
㎝
一
〇
ロ
o
h
O
同
巴
昌
ω
騎
。
昌
脳
G
D
一
一
〇
9

　
　
乞
薗
菖
8
巴
O
o
日
国
恥
。
・
。
・
ご
昌
亀
け
冨
∪
鉱
山
一
巳
葛
胃
￥

　
　
図
。
㎝
巳
薗
ざ
曙
聞
岳
巳
o
h
諺
σ
q
隊
。
巳
ε
冨
一
団
H
o
含
。
戯
8
四
巳
Ω
o
二
目
。
同
。
一
島
N
臼
凱
自

　
　
o
h
図
。
同
一
目
鉾
①
・

　
　
菊
。
σ
Q
巳
9
0
曙
b
⇔
o
騨
巳
義
臣
α
q
同
一
Q
巳
ε
H
巴
b
H
o
曾
。
誌
8
。

　
　
2
9
江
O
昌
⇔
一
重
O
缶
け
切
O
麟
目
山
。

　
　
2
9
賦
O
富
薗
一
遍
一
口
O
切
0
9
◎
同
自
・

　
　
2
鋤
鉱
O
昌
僧
一
〇
〇
詳
O
嵩
切
O
薗
同
亀
・

　
　
2
節
鼠
。
昌
巴
ω
編
舘
b
ロ
畠
巳
●

　
政
府
銀
行
と
し
て
の
中
央
銀
行
は
之
等
の
国
家
的
機
関
に
対
し
て
信
用

．
．
貸
．
付
政
策
を
行
う
事
も
一
つ
の
任
務
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
国
の
経
済
発

展
に
対
し
て
必
要
な
産
業
資
金
を
融
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
云
わ
ば
国
内

投
資
活
動
の
中
央
銀
行
に
よ
る
推
進
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
後
進
国
た
る
自
国
経
済
構

造
の
急
速
な
る
高
度
化
の
た
め
に
国
家
権
力
に
よ
る
運
営
の
下
に
全
力
を
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第4表中央銀行の資本と剰余 （百万各国通貨）

資本金 剰　　　余 資本金及び 米ドル表示の資
（払込済） （一般準備のみ） 剰　　　余 本金及び剰余

アルゼ　ン　チ　ン’ 30 30 60 15

ブ　　ラ　　ジ　　ル 100 366 466 26

パ　ラ　グ　ァ　イ 3

ウ　ノレ　グ　ァ　イ 60 31 91 48

チ　　　　リ　　　　一 140 133 173 9

ボ　　ビ　　リ　　ア 50

ペ　　　　　ノレ　　　　　P噌 5 8 13 2

エ　ク　ァ　ド　ル 14 16 30． 2

コ　　官　　ソ　　ビ　ア 14 9 23 13

ヴェネ　ゼェ　ラ
5 1 6 2

パ　　　　ナ　　　　・マ 一 一 一 一

コスタ　・　リ　ィ　カ 10

ニ　カ　　ラ　グ　　ァ 2．5 2 4．6 1

ホ　ソヂ　ェ　ラ　ス 一 一 一 一

エル。サノレバドル 1．65 0．58 2．23 0．9

グ　ァ　テ　マ　ラ 一 一 一 『

キ　　ュ　　一　　ノミ 5

ハ　　　イ　　　チ 5 1 6 1

ド　　ミ　　ニ　　カ 0．1 0．1

メ　　キ　　シ　　コ 50 87 137 28

アメリカ合衆国 196 476 672 672

連　合　　玉　　国 15 4 19 76

Soruce：　Federal　Reserye　Bulletin，　Mar．　1949．
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第5表中央銀行の予金 1948，12月

個人予金 銀行予金 政府予金 その他の
¥　　　金 予金総計

100万米ドル

¥示予金
香@　　計

ア　ルゼ　ン　チ　こ／
1職850（1 427 1，480 84 1，991 498

ブ　　ラ　　ジ　　ル 8，719 3，630 5，219 17，028 920

パ　ラ　グ　ァ　イ 15

ウ　ル　グ　ァ　イ 54 232 286 151

チ　　　　リ　　　　一 1，037 246 1，283 41

ボ　　　リ　　ビ　　ア 222 5

ペ　　　　　ノレ　　　　　一 258 40

エ　ク　ァ　ド　ノレ 144 60 204 15

コ　　ロ　　ン’　ビ　　ア 154 78

ヴェ　ネ　ズエ　ラ 253 75

コ　スタ　・　リ　ィ　カ 63 11

エル・サノレバドル 20 8

グ　ァ　テ　マ　ラ 12 4 16 16

ハ　　　イ　　　チ 28 15 1 44 9

ド　　ミ　　ニ　　カ 4 4

ミ　　キ・　　シ　　コ 676 139

アメリカ合衆国 20，479 1，123 1，779 23，381 23，381

100万米ドル 米ドル表示
要求払予金 政府予金定期予金 予金総計 表示即金 資本当り

総　　　計 予　　　金
ア　ル　ゼ　ン’チン’

S銀行の予金
6，986 2，786 6，572 16，344 4，080 254

　Source：　Federal　Reserve　Bulletin，　Mar．　194，9．

（1）は所謂国有化予金で商業銀行が申央銀行に対してもっている予金である。

形をとる）

（普通銀行予金の

第6表　アルゼンチン中央銀行の準備　　（単位　百万ペソ）

t・・・・・…952
Dec．31，1953 Dec．31，1954

　　金

O　国為替（純）

@　合　　　　計

　　906．5

@　177．3

P，038．8

1，623．4

P，461．5

R，084．9

1，623．4

P，389．9

R，013．3

Source：　The　Review　of　the　River　Plate，　June，　1955．
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傾
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
謂
わ
ば
ソ
連
合
に
属
す
る
中
央
銀
行
と
見
ら

れ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
の
準
備
は
そ
の
構
成
は
第
六
表
の
如
く
で
あ

る
。
尚
、
中
央
銀
行
保
有
の
金
の
現
在
価
値
は
一
〇
六
一
万
三
〇
〇
〇
オ

ン
ス
（
ト
ロ
イ
）
で
あ
る
。

　
第
二
次
五
ク
年
計
画
と
共
に
中
央
銀
行
の
投
資
も
重
大
と
は
な
っ
て
い

る
が
政
府
の
立
案
し
た
一
九
五
五
年
の
投
資
計
画
に
よ
る
な
ら
ば
、
第
八

第7表 ラテン・アメリカに於ける政府金保有高並びに政
府及び民間の短期ドル保有高　　　（100万ドル）

1950 1951 1952 1953 1954

6月 6月 6月 9月 6月 12月 6月

ド　ノレ　圏

コ　ロ　ン　ビア 122 124 138 194 197 237 319

キ　　ュ　　F一　バ 536 609 635 515 579 531 532

メ　キ　　シ　コ 224 352 266 375 339 341 287

ヴネズェ　ラ 489 449 503 519 530 596 621

そ　　の　　他 1，682 1，878 1，933 1，977 2，106 2，094 2，180

非ドル圏
アノレゼンチン 454 632 415 427 519 503 550

ボ　リ　ヴ　ィ　ア 37 48 47 46 47 41 37

ブ　　ラ　ジ　ル 442 529 398 390 451 423 417

チ　　　リ　　　一 102 115 96 121 129 121 106

ペ　　　ノレ　　　一 78 100 103 107 109 104 103

ウルグァ　イ 255 354 309 301 311 337 331

合　　　　計 1，368 1，778 1，368 1，392 1，566 1，529 1，544

全うテン・アメ
潟J諸国’計

3，050 3，656 3，301 3，369 3，672 3，623 3，724
1

Source：　The　Reyiew　of　the　River　Plate．　June，　1955．

表
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
之
は
又
国
民
所
得
の
増
大
の
結
果
か
ら
政
策

的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
Q

（単位ペソ）

　　249，　310，　OOO

1，　758，　790，　OOO

1，　989，　990，　eOO

　　756，　600，　OOO

4，　754，　690，　OOO

　　500，　OOO，　OOO

5，　254，　690，　OOO

第8表　投資計画（アルゼyチy）

　
　
ス

　
　
イ

策
画
ヴ
隊

乳政
轟

会
翻

社
経
町
軍

国家計画に於ける総支：出　（1955）

各州に対する支出

第9表 アルゼンチyに於ける現在のペソ価値
による国民所得の変動　　（百万ペソ）

既発表所得 地代収入 直接税
調　　整
走ｯ所得

1945 16，584 1，100 1，070 18，854

1948 37，903 2，700 3，100 43，703

1951 73，000 5，100 7，200 85，300

1952 88，500 6，200 7，300 102，000

1953 92，000 6，500 7，700 106，200

1954
一 一 一

125，000

Source：　ibid，，　June，　1955．

Source　：　ibid．，　May，　1955．
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アルゼンチンの1946年の国民
所得は次の如し

示
り
国
払

表
当
得
産

漉
本
所
生

腰
上

儀
鵡妨

羅

－o

走
ｯ

ソ
国
高

ぺ
得
産

万
所
生

。
民
総

－o

走
ｯ

2604，　19016，　740



　
こ
の
よ
う
な
国
民
所
得
の
推
移
と
共
に
前
掲
の
如
く
予
金
も
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
中
央
銀
行
の
内
容
は
ど
う
い
う
様
相
を
示
し
た
か
は
次

表
に
よ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

註
（
1
）
　
匂
D
．
国
．
閏
9
昌
凶
。
・
”
国
。
8
。
巳
。
中
。
げ
一
①
ヨ
ω
亀
訂
θ
ぎ
b
ヨ
。
ユ
8
’
客
団
’

　
　
ピ
心
心
・
℃
℃
．
O
幽
I
O
O
．

　
（
2
）
≦
ρ
O
。
巳
8
鱒
日
冨
国
8
8
越
竃
H
臼
診
諺
日
巴
。
餌
．
客
嘱
」
ゆ
凱
9
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第10表　1946－1953の国民所得の地域的配分（アノレゼンチソ）
■

全　　所 得
増　　減％

1946 1953

Greater　Buenos　A．ires 42，597 40，341 ＿5．3

Buenos　Aires 19，089 19，672 十3．0

Santa　Fe 9，795 9，844 十1．3

C6rdoba 7，361 8，593 十16．7

North．east 6，670 7，515 十12・7

Guyo 5，533 5，972 十7．9

North－west 5，028 6，119 十21．9

Patag・nia 2，262 2，780 十22．9

計 ga，255 100，836 十2．6

　　　　　　　単位は1953の購買力のペソ（百万）
Source　：　The　Review　of　the　River　Plate，　Dec．　1954．

　　

･
や
b
σ
H
ひ
1
唱
・
卜
。
脳
O
・

（
3
）
誹
Φ
口
豊
睾。
鴇
甘
げ
。
国
一
く
o
H
団
H
9
梓
9
　
μ
O
鼻
ら
甲
』
曽
昌
●
1
閃
。
ぴ
．

第11表国 民所得（アルゼンチン）

　　　　　　単位百万ペソ

1945

1948

1951

1952

1953

1954

現在ペソ
の価値

18，　854

43，　703

85，　300

102，　OOO

106，　200

125，　OOO

公定生．
1943年のペソの購買力

計費指数1943＝100）
　合．計（百万ペソ）

指数
資本当り
iペソ） 指数

119．4 15，800 100．0 1，026 100．0

180．4 24，200 153．1 1，464 144．5

405．8 21，000 133．0 1，190 116．0

56λ9 18，100 114．5 1，012 98．6

585．3 18，150 114．9 996 97．0

607．5 20，580 130．4 1，108 108．0

Source：　The　Review　of　the　River　Plate，　Aug．　1955．
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第12表　アルゼソチy中央銀行勘定 百万m＄n

資　　　　産 1953．12／31 195瓜3／31 1954．12／30 1955．3／31 1955．4／30

金 1・623・4， 1，623．4 1，623．4 1，623．4 1，623．4

金の保証をもつた外国為替 225．3 360．9 413．2 325．1 213．7

そ　　　の　　　他 2，006．6 2，303．0 1，931．7 1，811．2 1，787．4

無利子政府証券 350．8 350．8 350．8 350．8 350．8

国家財務コンソル債券 376．6 376．6 374．9 374．9 374．9

アノレゼソチン，イタリー協

閧ﾆその他
3，179．8 3，106．8 3，278．0 3，331．4 3，341．6

政府に対する一時貸付 15
一

173．3 208．0
一

抵当貸に対する貸付 10，703．8 11，557．2 14，227．2 14，265．3 14，588．7

担保による銀行貸金保証 4，853．7 5，108．7 5，376．0 5，334．5 5，358．6

種々保証のある銀行貸金 164．5 157．9 253．0 355．3 391．6

負債勘定上の再割引と貸付 36，816．6 39，181．3 44，340．8 45，016．2 46，225．3

法令12962号の作用する勘定 5β06．0 5，527．0 5，336．0 7，798．3 7，505．1

他　　の　資　産 199．3 249．2 129．8 440．4 381．3

負　　　　　　債 65，806．4 69，902．8 77，808．1 81，234．8 82，202．4

一　一　　　　　　i

溌　通　通　貨 22，102．6 21，335．4 26，837．9 25，908．1 26，005．2

流通紙幣（他の銀行に於ける） 4，393．1 4，715．6 4，750．7 5，581．3 5，297．2

海外の通商，為替 770．4 811．3 955．0 941．1 867．7

見える負債（黒金） 454．5 564．6 375．3 540．2 629．4

他の見える負債 1．6 0．8 3．6 3．1 5．3

中央銀行抵当債券 506．8 604．8 745．8 804．0 822．0

中央銀行勘定宛の他銀行の

¥金
34，303．8 38，301．7 40，259．0 43，340．2 44，393．6

その他の負債 597．5 753．6 569．1 771．9 752．8

計 63，130．3 67，087．8 74，497．2 77，889．9 78，773．2

資　　　　　　本 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0

一般準備基金 302．2 42生0 424．0 606．0 606．0

その他の準備金 2，022．9 2，022．9 2，422．9 2，422．9 2，422．9

損　益　勘　定 251．0 268．1 364．0 216．0 300．3

計 2，676．1 2，815．0 竃・…1 3，344．9 3，429．2

Souce：　Sintesis　Estadistica　Mensual　de　la　Republica　Argentina．　1955．

　　　　　　　　　　　　　　r　194　一

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度



（百万各国通貨）第13表　1948年於ける中央銀行の国内貸付

事業及個人
ﾝ　　　付

銀行間貸付 対政府貸付
対公共団体
ﾝ　　　対

全　国　内

ﾝ　付計
100万米ドル

¥示総計

アルゼ　ン　チ　ソ ｝
17，170 1，238

一
18，408 462

ブ　　ラ　　ジ　　ル 10，780 1，720 2，130 1，680 16，320 882

パ　ラ　グ　ァ　イ 28 66 73 167 54

ウ　ル　グ　ァ　イ 126 19 48 159 351 185

チ　　　　リ　　　一 683 1，762 1，495 1，199 5，139 165

ボ　　ノレ　　ビ　　ア 487 68 1，513 492 2，560 61

ペ　　　　　ノン　　　　　一 一
118 583 151 852 131

エ　ク　ア　　ド　ル 86 63 52 41 242 18

コ　　ロ　　y　　ビ　ア 19 145 132 42 338 173

ヴェネ　ズ　ェ　ラ 　 一 一
41 41 12

コス・タ　・　リ　ィカ 一
64 35 17 116 21

ニ　カ　ラ　グ　ア ｝
39 36

一
75 15

グ　ァ　テ　マ　ラ 一
6． 4

一
10 10

エノレ・サルヴァドノレ 一
9 2

一
11 4

ハ　　　　イ　　　チ ｝ 一 一 一
19 4

ド　　ミ　　ニ　　カ 一 一
5

一
5 5

メ　　キ　　シ　　コ 833 241 1，269 147 2，490 513

米　　　　　　国 1 330 23，002
』

23，978 23，978

中央銀行以外の銀行の国内貸付
100万米ドル

表示総計
　　4，　280

113，　800

量子

17，　129

113，　800

事業及び
個人貸付

7，　344

45，　900

対公共
団体貸付

6，　642

5，　400

対政府
貸　　付

3，　143

62，　500
ン
国

チンゼルア
米

Source：　Sintesis　Estadistica　Mensual　de　la　Repubiica　Argentina．　1955．

　
　
　
　
　
四

　
中
央
銀
行
以
外
の
銀
行
と
し
て
は
三
大
政
府
銀

行
が
あ
る
。

　
（
］
）
　
産
業
銀
行
　
騨
自
ω
三
巴
ρ
①
舞
b
d
9
艮

　
　
（
田
四
口
旨
O
O
　
山
①
　
直
Ω
目
Φ
山
一
臼
O
　
H
昌
亀
口
ω
魯
円
一
⇔
一
）

　
　
之
は
国
内
産
業
の
開
発
、
発
農
（
鉱
業
を
含

　
む
）
の
た
め
に
国
家
の
金
融
政
策
の
】
環
と
し

　
て
融
資
を
す
る
。
日
、
本
の
開
発
銀
行
と
長
期
信

　
用
銀
行
と
興
業
銀
行
の
機
能
を
営
む
。

　
（
二
）
　
国
立
銀
行
Z
9
識
§
巴
団
p
。
鱒
（
じ
d
鎚
8
山
①

　
　
詔
。
諄
）

　
　
農
業
と
非
才
生
産
へ
の
融
資
を
中
心
と
し
貿

　
易
活
動
も
含
む
の
で
日
本
の
農
業
協
同
組
合
、

　
農
林
申
央
金
庫
、
勧
業
銀
行
、
輸
出
入
銀
行
、

　
外
国
為
替
業
務
を
な
す
銀
行
の
機
能
に
同
じ
。

　
（
三
）
　
国
家
抵
当
銀
行
累
昌
。
昌
巴
罎
。
昌
σ
Q
9
。
α
Q
①

　
　
野
艮
（
切
§
8
国
信
g
①
。
p
ユ
。
2
⇔
9
8
巴
）

　
　
抵
当
権
に
信
用
を
供
与
す
る
銀
行
。

　
さ
て
三
等
の
中
、
順
次
に
考
察
す
る
享
を
こ
こ

で
は
省
略
し
て
、
先
ず

一、

Y
業
銀
行

　
　
一
九
四
三
年
八
月
二
六
日
の
法
令
第
六
八
二

　
五
号
に
よ
り
政
府
の
管
理
下
に
産
業
信
用
基
金
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ア
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ゼ
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（同

綷
ﾞ
自
Q
D
叶
同
一
①
一
　
〔
μ
門
①
山
一
け
　
］
『
口
昌
畠
）
が
設
立
さ
れ
る
迄
に
既
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

で
は
産
業
貸
付
の
資
金
に
対
す
る
色
々
の
便
は
発
達
し
て
い
た
。
之
等
の

資
金
は
民
間
銀
行
の
銀
行
業
務
の
一
つ
と
し
て
商
業
慣
習
に
則
っ
て
融
資

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
産
業
銀
行
は
一
九
四
四
年
四
月
三
日
公
布
の
法
令
第
八
五
三
七
号
に
よ

り
設
立
さ
れ
産
業
貸
付
資
金
は
大
規
模
に
融
資
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
産
業
の
当
初
資
本
金
は
五
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
で
あ
っ
た
が
一
九
四
五
年

五
月
五
日
の
法
令
第
九
七
五
七
号
に
よ
り
資
本
金
は
一
一
億
ペ
ソ
（
二
五

〇
〇
万
ド
ル
）
に
増
資
と
決
定
し
た
。

　
産
業
銀
行
法
第
五
条
は
五
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
の
特
別
資
金
を
産
業
振
興
部

　
門
に
産
業
資
金
と
し
て
投
資
さ
る
べ
き
事
を
規
定
し
、
第
六
条
以
下
で

　
次
の
如
く
云
う
○

　
（
イ
）
　
国
内
消
費
、
又
は
輸
出
の
処
理
の
た
め
に
国
内
原
料
を
処
理
す

　
　
る

（
ロ
）

（
ハ
）

（
二
）

（
ホ
）

（
へ
）

産
業
振
興
部
門
は
技
術
研
究
の
実
行
を
第
二
義
的
に
着
手
し
、

備
を
勧
告
し
産
業
的
科
学
的
奨
学
金
を
後
援
す
る
等
の
施
策
を
相
つ
い
で

行
っ
た
。
夏
に
一
九
四
五
年
の
法
令
第
九
五
五
七
号
は
こ
の
産
業
振
興
部

門
の
基
本
的
機
能
と
い
う
の
は
産
業
企
業
に
対
し
て
直
接
に
貸
金
を
す
る

右
と
同
じ
目
的
の
た
め
に
外
国
の
原
料
を
処
理
す
る

産
業
施
設
の
組
織
化
と
機
械
化

新
規
の
必
要
な
生
産
物
の
製
造

産
業
が
生
産
原
料
を
必
要
と
す
る
地
域
に
於
け
る
産
業
立
地

販
売
製
品
を
有
利
に
す
る
よ
う
な
特
殊
団
体
の
組
織
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
備
の
整

こ
と
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

数字は総計に対する％

1945 1944

第14表

量付貸

5万ペソ以下 1a　7 12．3

5万一10万 1α6 7．4

10万一20万 9．1 12．2

20万一100万 28．6 42．5

100万と100万以上 33．0 25．6

F

100．0 10α0

さ
れ
た
。

で
許
可
額
は
＝
一
コ
億
七
九
〇
万
ペ
ソ
で
あ
っ
た
。

量
に
つ
い
て
は
第
二
四
表
が
経
過
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
貸
付
の
条
件
に
よ
る
状
況
を
見
る
と

　
一
九
四
五
年
は
一
八
○
日
以
下
は
二
五
・
六
％

　
　
　
　
　
　
　
一
八
0
日
か
ら
三
六
〇
日
は
六
・
六
％

　
　
　
　
　
　
　
五
一
一
〇
年
の
も
の
は
五
一
・
九
％

　
と
な
っ
て
い
て
長
期
信
用
の
供
与
の
圧
倒
的
な
こ
と
が
分
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
え
ば
産
業
社
債
券
や
証
券
の
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
企
業
の
形
成
の
た
め
の
市
場
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
産
業
企
業
の
債
券
業
の
受
托
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
と
一
層
高
度
の
技
術
進
歩
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
特
別
に
貸
付
を
許
可
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
部
門
の
貸
付
金
の
上
限
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
万
ペ
ソ
（
米
ド
ル
で
は
二
万
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇
ド
ル
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
行
の
最
も
下
寺
に
働
い
て
い
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
四
年
の
四
ケ
月
の
間
に
資
金
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
求
額
七
四
億
四
〇
〇
万
ペ
ソ
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
二
七
億
三
七
〇
〇
万
ペ
ソ
が
許
可

一
九
四
五
年
に
な
る
と
要
求
額
は
二
〇
八
割
六
九
〇
〇
万
ペ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ニ
ケ
年
の
貸
付

一196一



ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

第15表　主要産業グループ別貸金許可

食料品，飲物，煙草

繊維及び類似製品

材木及び類似褻品

紙及び類似製品

印刷出版及び類似製品

化学，薬品及び類似製品

ゴ　ム　製　品

皮及び皮革製品

石，粘土及びガラス製品

金属及び金属製品高級機械類

機械類及び運搬具（車）

電　気　装　雨

露　築　関　係

鉱山，井戸，採石所

そ　　　の　　他

主　　　　　　計

　　1945
（ペソ表示の価値）

30，　329，　400

18，　320，　500

7，　479，　500

3，　054，　500

1，　838，　800

11，　981，　OOO

　953，　100

3，　317，　900

3，　202，　OOO

12，　795，　OOO

14，　513，　400

　579，　OOO

16，　041，　OOO

　644，　700

　6，　737，　500

131，787，500

1945　　　　　　　　　　　1944

　
　（総計数の％）

0
9
7
3
4
1
7
5
4
7
0
5
2
5
1
0

器
至
量
。
。
量
ユ
蓋
。
孟

罰
鑑
認
謡
輩
侃
2

1
1
　
　
　
1
　
　
　
3

2
3
0

　
・
●
・

2
5
0

　
　
1
0Source：　The　Review　of　the　River　Plate，　Dec．　1954．

　　　　　　　第16表　アルゼンチン全銀行の拒否した手形

手形の数
百万ペソ表示の価値

糀のぺ・i 1949のペソ

1949 24，821 101．3 101．3

1950 28；473 123．1 94．0

1951 36，317 198．4 111．0

1952 70，126 515．7 207．0

1953 104，973 743．7 287．0

1953，7ケ月 59，791 422．2 169．5

1954，7ケ月 70，38「5 469．4 190．0

Source：　The　Review　of　the　River　Plate，　1954，　Dec．

　　　　　　　　　一　197　一一



第17表資金の供給との生産高

資金供給
i百万ペソ）

1943価値のペ
¥の百万ペソ

総：生産高
i1950価格の百万米ドル）

1950 24，748 8，330 8，524

1951 30，345 7，470 8，471

1952 噛　34，220
6，080 7，743

1953 42，990 7，350 8，459

1954 50，000 8，400

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

　　　Source　：　ibid．，　Jan．　1955．

第18表総銀行残高（12月31日現在） （百万ペソ）

貸付金支出の残高 予 金

総　　計 公　　衆 官　　庁 総　　計 公　　衆　　国家的

1952

P953

P954

44，599

T3，019

U5，371

32，673

R7，732

S5，761

11，926

P5，337

P9，610

27，709

R5，187

S2，040

22，828

Q8，687

R2，601

4，88［

U，500

X，439

　Source：　ibid．，　Mar．　1955．

第19表銀　行貸　付　金工　出 （百万ペソ）

31－12．1952 31－12．1953 31－12．1954

第一次生産（主として農業）

H　　業　生　　産

Kス及び電力
噤@　物　　建　設

､　　　　　　業

Tーヴィス（主として運送）

�@共　機　　関

G多　な　活動

5，524

V，918

@455

P，190

R，195

Q，755

P，596

@790

7，113

W，913

@496

@990

R，395

Q，950

P，571

@814

8，499

X，706

@477

@967

R，847

R，110

P，626

P，026

総　　　　　　計 23，423 26，242 29，258

Source　：　ibid．，　June　1955．

　　一　198　一



ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
の
金
融
制
度

第21表　アルゼソチy国立銀行の預金状況 （単位　百万ペソ）

1949

1950

1951

1952

1953

1954

総 計

28，　997

30，　675

31，　069

35，　927

43，　450

47，　536

連 A口 資 本 金

ムロ 計

11，　770

12，　433

12，　522

14，　750

17，　570

19，　040

．
本

店

2，　022

2，　051

2，　024

2，　321

2，　745

2，　920

支 店

9，　747

10，　382

10，　482

12，　429

14，　830

16，　120

内
合

部
計

17，　227

18，　242

18，　547

21，　117

25，　875

28，　496

各 州

Buenos　Aires

7，　816

8，　372

8，　559

10，　067

12，　089－

13，　722

各 州

Catamasca Cordoba Mendoza Corr三entes Entre　Ri6s Eva　Per6n

1949 53 1，743 789 250 732 331

1950 60 1β00 841 269 786 305

1951 59 1，760 865 280 820 307

1952 64 1，870 1，017 321 863 311

1953 68 2，360 1，212 386 1，178 450

1954 72 2，575 1，284 396 1，326 479

各 州

Julug ■aRioja Misines
Presidente

@　Peron
Salta Sa且Juan

1949 59 42 89 201 134 229

1950 61 49 93 208 147 226

1951 60 49 91 242 147 227

1952 70 49 127 233 161 266

1953 76 54 158 285 188 373

1954 84 58 161 1　　　　310 202 413

各 州

San　Luis Santa　Fe
Santiag・del
@　Exstero

Tucuman
Covrodoro

qi†adavia
Ghubut

1949 113 3，527 106 315 267 102

1950 122 3，702 113 347 264 117

1951 126 3，727 122 343 2．71 118

1952 133 4，165 133 394 302 126

1953 166 5，217 工59 466 379 147

1954 174 5，791 160 457 420 156

各 州 1
！

Fo■mosa Neuqu邑n Ri・Negr・ Santa　Cruz
Teerra　deI

@　FuegO

1949 31 58 143 77 20

1950 35 65 155 87 18

1951 35 64 157 95 23

1952 34 70 183 98 17

1953 38 83 211 108 18

1954．． 42． 95 233 117 21

．
　　　　　Source：　Sintesis　Estadistica　Mensual　de　la　Republica　Argentina，　1955．
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第20表　アルゼンチy全銀行の貯金勘定の残高及び純貯蓄高

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

残　　　高
（1943購買力のペソで算定）

12・31・現在 総　　　計 前年比 残　　　高 総　　　計 前　年比

1950 7，665．2 650．8 一　238．6 2，590．0 一175，0 一60．0

1951 8，014．7 349．5 一　301．3 1，975．0 一615．0 一240．0

1952 9，604．1 1，589．4 十1，239．9 1，7C6．0 一269．0 十344．0

1953 11，912．9 2，308．8 十　719．4 2，035．0 十329．0 十598．0

1954 14，199．2 a286．3 ＿　　22。5 2，335．0 十300．0 ＿29．0

　
　
産
業
銀
行
の
資
本
金
は
一
九

　
四
六
年
に
は
一
億
五
五
〇
〇
万

　
ペ
ソ
に
増
資
と
な
る
。

　
　
そ
の
中
で
五
〇
〇
〇
万
ペ
ソ

　
は
長
期
及
び
中
期
の
投
資
活
動

　
に
、
又
、
二
五
〇
〇
万
ペ
ソ
は

　
短
期
の
投
資
活
動
に
、
残
り
の

　
五
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
は
特
別
貸
〔
金

臨
と
産
濫
発
馨
に
振
向
け
ら

。・

黷
ｽ
が
法
令
・
第
一
四
九
六
〇
号

脱

，
（
一
九
四
六
年
公
布
）
に
述
べ

撫
で
あ
る
如
く
肇
銀
行
の
馨

臓
中
、
最
も
重
要
で
而
も
大
量
の

照

e
も
の
は
鉱
業
を
含
む
産
業
の
開

止
㎡
発
資
金
融
資
で
あ
る
こ
と
は
勿

㎞
論
、
設
立
の
目
的
に
徴
し
て
明

㎞
ら
か
で
あ
る
・
尚
こ
の
銀
行
は

　

皿
中
小
企
業
に
対
し
て
国
防
上
と

鵬
地
方
産
業
発
展
の
二
つ
の
見
地

肋
よ
り
特
別
馨
を
な
し
・
更
に

　
国
内
経
済
の
開
発
の
た
め
に
ア

　
ル
ゼ
ン
チ
ン
貿
易
促
進
機
構
及

　
び
国
立
銀
行
と
協
同
し
て
融
資

を
行
っ
た
。

　
二
、
貿
易
促
進
機
構
目
冨
藷
国
。
§
ぎ
冨
H
霧
誠
ε
臼
①

　
　
初
め
の
形
は
一
九
四
一
年
設
立
の
貿
易
促
進
会
社
（
∩
。
印
押
巴
8
h
自

　
島
。
中
。
日
。
江
8
亀
目
鵠
山
①
）
で
あ
る
が
之
は
一
九
三
三
年
創
設
の
農

　
業
生
産
調
整
局
（
閑
①
α
q
岳
ざ
蔓
聞
8
缶
。
h
亀
〉
α
q
円
巨
ぎ
出
差
。
含
註
8
）

　
に
と
っ
て
代
っ
た
も
の
で
あ
る
が
一
九
四
六
年
ペ
ロ
ン
政
権
の
樹
立
と

　
共
に
政
府
の
通
商
代
理
を
単
独
で
行
う
貿
易
の
独
占
的
行
政
機
関
と
な

　
つ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
活
動
範
囲
は
以
下
の
如
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

◇
家
畜
及
び
そ
の
由
来
物

　
食
肉
　
冷
凍
、
罐
詰
、
箱
詰
、
袋
詰
、
燃
製
、
塩
蔵

　
皮
革
　
牛
皮
、
粗
皮
、
羊
皮
、
羊
毛
と
そ
の
包
装
型

　
脂
肪
（
獣
肉
）
食
用
脂
肪
（
獣
肉
）
不
食
用
脂
肪
（
獣
肉
）
牛
脂
（
獣

　
　
　
　
　
　
　
脂
）
牛
脂
及
び
羊
脂
、
ラ
ー
ド

◇
農
業
穀
物
　
米
及
び
小
麦

　
飼
料
等
　
大
麦
、
ラ
イ
麦
、
稜
、
粟
、
玉
蜀
黍
、
カ
ナ
リ
島
の
燕
麦
、

　
　
　
　
　
カ
ナ
リ
島
の
飼
料

　
乾
燥
植
物
　
酪
業
（
萱
類
）
　
魏
豆
、
え
ぢ
ぶ
と
豆
、
そ
ら
豆

◇
油
種
子

　
油
種
子
　
亜
麻
種
子
、
向
日
葵
種
子
、
落
花
生
種
子
、
菜
種
棉
種
子
、
油

　
　
　
　
　
菓
子
と
揚
物
用
小
麦
粉
の
油
種
子
は
上
掲
の
種
子
よ
り
摂
る
。

◇
そ
の
他
　
馬
鈴
薯
、
鶏
卵
砂
糖
、
エ
チ
ー
ル
、
ア
ル
コ
ー
ル

◇
そ
の
他
の
雑
製
品

一一@200　一



　
　
ミ
ル
ク
（
牛
乳
）
製
品
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
、
乾
酪
素

　
　
そ
の
他
　
タ
ン
ニ
ン
、
ク
エ
ブ
ラ
チ
ヨ

　
価
格
の
利
鞘
（
売
価
と
買
価
の
差
）
の
増
大
に
よ
り
騰
和
す
る
収
入
の

範
囲
は
貿
易
促
進
機
構
の
総
裁
が
決
定
す
る
が
（
総
裁
は
中
央
銀
行
の
総

（トン当りアルゼンチン，ペソ）第22表

その他の穀物

基本公定価格
　（平均）

172

商業価絡
　（平均）

177

麦小

商価格業基本公定価格
　（平均）　　　（平均）

1552181946

1452821703651947（1月）

裁
が
兼
務
で
あ
る
）
そ
れ
は
一
九
四
六

年
一
二
月
一
六
日
、
ブ
エ
ノ
ス
、
ア
イ

レ
ス
の
証
券
取
引
所
に
対
す
る
指
定
に

よ
り
発
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
総
裁
は
油
種
子
の
単
独
取
引
の
利
益

が
七
堂
八
○
0
0
万
ペ
ソ
（
一
九
四
六

年
）
で
翌
四
七
年
の
貿
易
促
進
機
構
を

通
じ
て
売
買
さ
れ
た
が
政
府
の
二
〇
〇

〇
万
ペ
ソ
で
あ
っ
た
と
公
表
し
た
、
そ

の
事
椿
は
上
の
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
三
、
そ
の
他
の
民
間
金
融
機
関

　
こ
の
外
に
民
間
商
業
銀
行
、
生
命
保

険
会
社
等
が
存
在
し
て
い
る
。
前
者
は

そ
の
自
己
資
本
だ
け
が
直
接
に
便
用
出

来
る
だ
け
で
銀
行
預
金
は
国
家
当
局

（
中
央
銀
行
の
勘
定
）
に
釘
づ
け
さ
れ

て
統
制
は
ご
く
厳
重
で
あ
る
。
そ
の
事

惜
は
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
、

短
期
商
業
貸
付
と
預
金
の
受
入
れ
を
主
な
業
務
と
し
て
い
て
発
券
権
は

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

専
ら
中
央
銀
行
の
独
占
で
あ
る
の
と
対
照
し
て
い
る
。
米
国
の
商
業
銀
行

の
貸
付
は
短
期
に
限
ら
れ
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
長
期
貸
付
や
非
流
動

的
投
資
契
約
を
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
奨
励
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
商
業
銀
行
は
中
央
銀
行
の
指
導
を
う
け
る
が
そ
れ
は
中
央
銀
行
の
各
地

の
支
店
を
通
じ
て
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
国
内
商
業
銀
行
の
筆
頭
は

切
き
8
山
Φ
ド
中
。
＜
冒
。
β
藷
切
口
①
昌
。
。
。
臣
呼
＄
で
あ
る
Q

　
こ
の
国
の
商
業
銀
行
の
特
質
と
し
て
は

　
（
一
）
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
民
間
銀
行
は
単
に
中
央
銀
行
の
代
理
店
と
し

　
　
て
だ
け
個
人
か
ら
の
預
金
を
受
入
れ
る
。

　
（
二
）
　
全
商
業
銀
行
の
全
民
間
預
金
は
中
央
銀
行
の
名
に
於
い
て
保
有

　
　
さ
れ
る
。

　
（
三
）
　
民
間
銀
行
は
中
央
銀
行
の
認
可
あ
る
時
だ
け
こ
の
預
金
を
利
用

　
　
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
四
）
　
貸
付
の
際
、
民
間
銀
行
は
自
己
資
本
と
剰
余
に
限
り
利
用
可
能

　
　
な
の
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
民
間
銀
行
は
あ
る
一
定
の
条
件
の
下
で
は
勘
く
と
も
中
央
銀
行

　
　
で
商
業
手
形
を
再
割
引
し
て
貰
っ
て
運
転
資
金
を
増
加
す
る
こ
と
が

　
　
出
来
る
。

　
資
本
当
り
の
預
金
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国

々
よ
り
大
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
（
第
三

表
）
。
銀
行
の
預
金
は
こ
の
国
で
も
（
イ
）
資
本
金
と
剰
余
、
（
ロ
）
預
金
、
（
ハ
）

他
の
銀
行
よ
り
の
借
入
（
主
要
な
も
の
は
中
央
銀
行
よ
り
の
借
入
）
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
之
の
基
盤
の
上
に
信
用
拡
張
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ア
ル
ゼ
y
チ
ン
の
金
融
制
度

　
更
に
商
業
銀
行
も
亦
、
何
れ
の
国
に
於
い
て
も
預
金
の
背
後
に
種
々
な

型
の
準
備
金
を
も
つ
こ
と
が
法
的
に
要
請
さ
れ
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は

こ
の
問
題
は
単
に
中
央
銀
行
と
預
金
勘
定
を
各
民
間
銀
行
が
も
っ
て
い
る

の
で
準
備
と
な
る
か
ら
自
ら
解
決
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
利
子
率
は
最
低
限
は
単
名
商
業
手
形
の
場
合
は
五
万

ペ
ソ
以
下
は
七
％
、
五
障
か
ら
一
〇
三
三
は
六
・
五
％
、
　
一
〇
万
ペ
ソ
以

上
は
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
ペ
ロ
ン
政
府
の
発
足
当
時
の
一
九
四
六
年
一
杯
は
金
と
外
国
為
替
の
保

有
高
の
増
大
は
為
替
の
媒
介
と
通
貨
の
膨
脹
と
は
殆
ん
ど
比
例
的
で
あ
っ

た
が
、
一
九
四
七
年
の
金
の
価
格
下
落
と
共
に
金
の
保
有
高
の
変
動
と
価

格
水
準
の
変
動
は
密
接
な
相
関
関
係
を
も
つ
よ
う
に
変
化
し
今
日
に
及
ん

で
い
る
。

　
民
間
銀
行
の
外
に
注
目
す
べ
き
も
の
に
再
保
険
混
合
機
構
冒
詳
a
H
苧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

ω
暮
自
9
h
自
切
①
冒
。
・
霞
§
。
①
が
あ
る
が
、
之
は
再
保
険
の
統
制
と
分
配
の

た
め
の
準
政
府
機
関
と
し
て
出
発
し
（
一
九
四
七
年
）
資
本
金
は
一
〇
〇

〇
万
ペ
ソ
で
あ
り
政
府
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
民
間
保
険
会
祉
が
こ
の
新

し
い
機
構
に
関
与
し
て
い
る
。

　
尚
、
為
替
機
構
や
外
国
銀
行
に
つ
い
て
も
資
料
を
整
理
し
て
分
析
が
必

要
で
あ
る
が
本
稿
で
は
割
愛
し
て
他
の
機
会
に
侯
ち
た
い
。

註
　
懸
樋
三
郎
教
授
、
中
南
米
に
於
け
る
保
険
の
国
家
的
独
占
、
国
民
経
済
雑
誌
、

　
九
〇
ノ
ニ

（
附
註
1
）
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
民
間
銀
行
に
つ
い
て
は
左
の
文
献
に
よ
っ
た
。

　
ω
貯
紳
Φ
。
。
帥
①
国
の
審
島
巴
。
9
鵠
①
旨
。
・
口
巴
山
Φ
冨
図
。
窟
鑑
ざ
9
諺
茜
。
耳
凶
冨
日
O
統
．
（
℃
、
　
乞
8
9
。

　
a
O
冨
自
Φ
一
日
∪
マ
O
の
一
〇
昌
属
9
0
一
〇
旨
巴
山
o
Q
D
o
門
ぐ
一
〇
一
〇
の
臼
①
o
昌
一
〇
〇
ロ
。
山
9
国
曾
㊤
山
o
U
マ
①
o
o
一
〇
ロ

　
O
窪
霧
巴
山
巴
ψ
o
署
一
。
・
o
国
曾
9
島
。
・
自
0
2
暫
9
0
ロ
塾
）

（
附
註
2
）
　
外
国
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
　
一
九
三
八
年
の
ア
メ

リ
カ
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
の
投
資
は
五
三
八
一
六
〇
万
ド
ル
で
あ
り
、
英
国
の
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
に
対
す
る
投
資
は
三
億
九
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
（
一
九
旋
律
〇
〇
〇
万

ド
ル
）
ス
イ
ス
は
四
二
〇
〇
万
ド
ル
、
ス
ペ
イ
y
は
四
八
0
0
万
ド
ル
、
イ
タ
リ
ー

は
二
六
四
〇
万
ド
ル
、
ド
イ
ツ
は
一
ご
○
○
万
ド
ル
、
フ
ラ
ン
ス
は
四
〇
億
フ
ラ

γ
（
主
と
し
て
鉄
道
）
、
ベ
ル
ギ
i
三
億
三
六
〇
〇
万
ド
ル
の
投
資
を
う
け
て
い
る
。

　
之
に
対
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
米
国
か
ら
長
期
投
資
は
九
〇
〇
万
ド
ル
、
パ
ラ

グ
ア
イ
か
ら
農
業
の
土
地
開
発
や
鉄
道
、
船
舶
会
社
へ
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
計
三
九

〇
〇
万
ド
ル
を
う
け
、
海
外
に
対
す
る
長
期
債
務
は
ベ
ル
ギ
ー
へ
は
公
共
機
関
に

三
豊
三
六
〇
〇
万
ド
ル
、
フ
ラ
ン
ス
へ
は
鉄
道
に
一
億
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
ド
イ

ツ
へ
は
大
銀
行
や
通
商
、
商
業
に
一
二
〇
〇
万
ド
ル
、
イ
タ
リ
ー
へ
は
二
六
四
〇

万
ド
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
へ
は
一
四
〇
〇
万
ド
ル
、
ス
ペ
イ
ン
へ
は
四
八
○
○
万
ド
ル
、

ス
イ
ス
へ
は
四
二
〇
〇
万
ド
ル
、
英
国
へ
は
一
億
九
五
〇
〇
万
ド
ル
、
米
国
へ
は

五
億
八
一
三
〇
万
ド
ル
、
他
の
国
へ
二
三
〇
〇
万
ド
ル
、
合
計
三
一
億
九
三
〇
〇

万
ド
ル
で
あ
る
。

五

　
以
上
、
農
業
中
心
の
前
工
業
国
と
し
て
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
所
謂
、
後

進
性
に
基
く
銀
行
制
度
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
た
の
で
あ
る
が
帝
国
主
義

的
支
配
を
ス
ペ
イ
ン
の
下
に
圧
制
と
し
て
苦
吟
し
て
来
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

は
過
度
、
鎖
国
直
後
、
欧
米
の
先
進
資
本
主
義
国
へ
の
遅
れ
の
取
戻
し
の

た
め
に
日
本
が
明
治
初
年
、
国
家
資
本
に
よ
る
産
業
建
設
を
急
が
ね
ば
な

ら
ず
多
量
の
資
金
を
必
要
と
し
た
た
め
に
各
種
の
国
家
金
融
機
関
が
欧
米

の
金
融
制
度
を
模
倣
し
て
相
つ
い
で
設
立
さ
れ
た
事
情
と
酷
似
し
て
い
る

と
い
え
る
。

　
た
ゴ
日
本
の
場
合
と
本
質
的
に
異
る
こ
と
は
独
裁
政
権
の
出
現
と
之
に
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第23表　1943＝100の覚働階級の生計費指数の変化

ア
ル
ゼ
y
チ
ン
の
金
融
制
度

1954 増減％
12月 11月

食　　　　　　　費

oザール商品及び金物

ﾆ賃（光熱費も含む）

ﾟ　　　服　　　費
黶@　般　　経　　三

黶@　般　　：水　　準

　686．9

@390．3

@203．9

@666．2

P，063．7

@617。5

　663．8

@390．3

@203．9

@666．2

P，057．1

@60＜L6

十3．5
@
＝
　
一
十
〇
．
6
十
2
．
1

第24表月別生計費指数の変化 （1943　＝一　100）

　
均
　
　
　
　
　
　
　
均

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

95

ｽ
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
9
5
平
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
年
　
　
　
　
　
　
　
　
年

一般水準

553．　7

542．　9

550．　3

529．　6

533．　8

539．　3

541．　3

575．　5

571．　0

579．　2

583，　6

579．　2

605．　7

604．　8

61Z　5

食　 費

640．　7

626．　3

641．　2

599．　8’

601．　2

602．　8

606．　1

608．　7

646．　3

650．　5

661．　6

671．　2

658．　3

663．　0

663．　8

686．　9

小間物
金　 物

403．　7

387．　5

387．　5

380．　5

380．　5

380．　5

395．　5

396．　2

390．　6

389．　7

389．　7

399．　7

389．　7

390．　3

390．　3

390．　3

家　 賃

203．　9

204．　1

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

203．　9

衣服費

543．　9

534．　2

536．　6

535．　2

533．　5

555．　7

566．　1

569．　1

600．　9

584．　4

592．　7

592．　7

595．　5

672．　9

666．　2

666．　2

一般経費

913．　9

893．　3

893．　3

887．　5

887．　1

887．　1

906，　4

90s．　4

972．　2

937，　4

951．　4

951，　4

967，　4

1，　05＆　3

1，　057，　・1

1，　063，　7

第25表実質産業賃銀水準 （1943＝一　100）

1949

1951

1953

1953第1四半期
1954　11

1954

雇　用　量 賃銀 支　払
生計費 実質 賃銀

総　　　計 平　　　均 （1） （2）

130．4 500．1 384．0 236．5 162 100

128．9 758．5 589．0 405．8 145 90

117．4 929．2 792．0 585．3 135 83

四半期 118．5 839．2 708．5 591．2 120 74

〃 117．6 884．8 752．5 579．7 130 80

1月 115．4 862．5 748．0 573．1 131 81

2一月 116．6 880．4 755．0 571．8 132 82

3月 117．7 859．9 730．0 572．7 128 79

4月 118．0 885．9 751．0 584．5 128 79

5月 118．0 829．2 703．0 583．4 121 75

6月 119．6 992．0 829．0 592’．6 140 86

註　　（1）　Basis　1943嵩100　　　　（2）　Basis　1949三：100

以上の統計の出所はすべてThe　Review　of　the　River　Plate，　July，1955．
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第26表　英国及びフラyスの投資

　　　　（単位…那ル1餐誕錺勤

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度

1

英国の 投資 　一tフンスの

総　　　計 利子未納
投　　　資

アルゼ　ン　チ　こ／ 353 151 120

ブ　　ラ　　ジ　　ル 835 135 80

パ　ラ　グ　ア　イ 13 11 4

ウ　ル　グ　ア　イ 116
一

10

チ　　　　リ　　　　一 189 42 10

ボ　　リ　　ビ　　ア 12 7 5

ペ　　　　　　ノレ　　　　　一 101 76 3

エ　ク　ア　ド　ル 74 39 0．1

コ　　ロ　　ソ　　ビ　　ア 18 15 3

ヴェ　ネ　ズエ　ラ 一 一
1

コスタ　・　リ　ィ　カ 1
一 一

パ　　　　ナ　　　　・マ 4 4
一

ニ　カ　　ラ　グ　ア 7 3 1

ホンヂ　ュ　ラ　ス 40 25
一

エルサルバドル 110 92 3

グ　ア　テ　マ　　ラ 一 一
1

ド　　ミ　　ニ　　カ 一 一 一
メ　　キ　　シ’　　コ 565 390 36

小　　　　計 2，476 1，005 306

船（Shipping）　積 42
一 一

六　　　　　　行 16
一 一

総　　　　　　計 2，534 1，005 306

　　Source：　South　American　Journal．　1940．

註1934－1948迄の米国輸出入銀行のアルゼンチンへの貸

　付量は938億9000万ドル

系
の
資
金
源
と
信
用
体
系
の
直
接
統

制
の
心
臓
を
掌
握
し
、
且
つ
国
家
財

政
と
金
融
の
こ
兀
化
の
実
現
に
よ
り

国
家
金
融
機
関
へ
の
管
理
は
徹
底
的

で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
貿

易
促
進
機
構
の
資
金
源
と
し
て
そ
の

運
営
を
中
央
銀
行
総
裁
が
総
裁
を
兼

ね
る
と
い
う
形
で
掌
握
し
て
い
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
銀
行
制
度
で
は
国

家
当
局
（
大
蔵
大
臣
）
が
主
要
銀
行

や
金
融
機
関
の
総
裁
と
し
て
統
率
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
国
家
主
義
的
独
裁

の
特
質
が
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

経
済
構
造
は
一
応
資
本
主
義
の
高
度

化
へ
と
も
ち
こ
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ

よ
る
強
力
な
金
融
統
制
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
た
め
明
治
初
年
の
如
き
深

刻
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
一
切
の
外
国
資
本
よ
り
自
立
せ
ん
と
す
る
政
府
の
方
針
は
極
度
な
米
国

資
本
の
忌
避
と
な
っ
て
表
れ
て
お
り
第
一
次
、
第
二
次
五
力
年
計
画
の
立

案
と
遂
行
は
輸
出
増
大
を
逆
子
と
す
る
経
済
自
立
を
高
ら
か
に
唱
え
る
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
五
力
年
計
画
の
中
枢
は
そ
の
資
金
計
画
を
担
当
す
る

も
の
が
中
央
銀
行
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
全
銀
行
体

れ
と
共
に
金
融
制
度
に
於
い
て
も
商
業
銀
行
主
義
の
こ
の
国
に
於
け
る
開

花
を
期
待
す
る
の
は
短
慮
に
失
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
国
が
本
質
的
に
植
民
地
的
支
配
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
至
難
の
事

に
属
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
形
態
的
に
は
民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
指
導
者

に
よ
り
独
立
を
保
つ
と
は
い
え
絶
え
ざ
る
軍
閥
の
相
剋
1
そ
れ
は
帝
国
主

義
国
の
資
本
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
一
と
い
う
現
象
を
通
じ
て
従
属
化
は
濃

化
の
一
途
を
辿
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
を
猪
突
ぜ

ん
と
し
た
ペ
ロ
ン
失
脚
後
の
こ
の
国
の
国
難
は
更
に
温
し
い
。
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國
際
分
業
と

商
議
交
換

片

野

彦

一

　
一
、
古
典
派
貿
易
論
は
労
働
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

古
典
派
の
理
論
家
が
自
ら
の
属
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
為
に
解
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
貿
易
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
自
由
貿
易
の
論
理
を
確

立
し
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
国
内
農
産
物
の
高
価
格
、
従

っ
て
高
地
代
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
地
主
・
貴
族
を
中
心
と
す
る
封
建
階

級
に
対
し
、
産
業
資
本
を
代
表
す
る
薪
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
、
封
姓
階

級
の
最
後
の
拠
り
処
で
あ
っ
た
穀
物
条
令
を
廃
止
し
て
、
安
い
穀
物
・
原

料
を
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
賃
と
原
料
費
を
引
下
げ
、
か
く
し
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

産
費
を
引
下
げ
よ
う
と
し
て
、
新
ら
し
い
理
論
を
要
請
し
た
。
そ
れ
故
に
、

彼
等
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
穀
物
条
令
に
代
表
さ
れ
る
封
建
的
権
力
は
、

資
本
制
の
発
展
を
阻
み
、
そ
の
廃
止
は
生
産
力
を
増
進
せ
し
め
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
為
に
、
古

典
派
の
理
論
家
は
、
所
謂
「
比
較
生
産
費
原
理
」
・
「
相
互
需
要
理
論
」
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

び
「
国
際
収
支
論
」
を
展
開
し
た
。
比
較
生
産
費
原
理
は
、
貿
易
が
自
由

に
放
任
さ
れ
る
場
合
に
は
、
各
国
が
各
国
に
と
っ
て
比
較
的
有
利
に
生
産

し
う
る
商
品
の
生
産
に
特
化
す
る
と
、
世
界
全
体
と
し
て
の
生
産
力
が
高

ま
り
、
そ
れ
は
各
国
の
何
れ
に
も
利
益
を
齎
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
事
に
よ
り
、
自
由
貿
易
を
強
調
す
る
資
本
制
が
、

そ
れ
を
阻
止
す
る
封
建
制
に
対
し
て
持
つ
優
位
が
示
さ
れ
る
。
椙
互
需
要

理
論
に
お
い
て
は
、
各
国
の
輸
入
す
る
商
品
の
価
値
は
、
そ
の
生
産
に
よ

り
必
要
と
さ
れ
る
生
産
費
で
は
な
く
、
そ
れ
の
獲
得
の
為
に
、
輸
入
地
に

お
い
て
与
え
ら
れ
る
商
品
の
生
産
費
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
従
っ
て
、

各
国
間
の
商
晶
の
交
換
比
率
は
、
各
国
間
の
相
互
需
要
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
国
際
収
支
論
に
お
い
て
は
、
　
一
国
に
お
け
る
貿

易
差
額
は
、
金
の
流
出
入
を
媒
介
と
す
る
国
内
の
貨
幣
数
量
の
変
動
を
通

し
て
、
自
動
的
に
均
衡
化
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
一
見
無
政
府
的

無
法
則
的
に
み
え
る
資
本
制
社
会
に
お
い
て
も
、
実
は
無
政
府
的
で
な
く
、

貿
易
収
支
も
常
に
均
衡
化
の
方
向
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
封
建
制
に
対
す
る
資
本
制
の
優
位

を
示
し
、
彼
等
の
階
級
が
自
由
貿
易
を
か
ち
と
る
為
に
単
磁
な
役
割
を
果

し
た
。
更
に
、
こ
の
命
題
の
展
開
に
当
っ
て
は
、
労
働
価
値
説
は
重
要
な

役
割
を
演
じ
た
。
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封
建
階
級
と
の
闘
争
に
当
り
、
自
由
貿
易
を
か
ち
と
る
為
に
、
新
興
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に
対
し
、
有
力
な
理
論
的
武
器
を
与
え
た
労
働
価
値
説
は
、

資
本
制
社
会
が
自
か
ら
の
基
礎
の
上
に
確
立
さ
れ
、
更
に
、
そ
の
内
部
よ

り
の
矛
盾
を
露
呈
し
始
め
る
と
、
も
は
や
有
力
な
武
器
で
は
な
く
、
彼
等

に
と
っ
て
は
無
気
味
な
存
在
と
な
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
、
彼
等
の
社

会
そ
れ
自
体
が
恥
し
出
す
矛
盾
を
隠
す
為
に
、
労
働
価
値
説
の
存
在
を
無

視
し
、
新
ら
し
い
基
礎
理
論
を
求
め
始
め
る
。
そ
こ
に
お
い
て
提
出
さ
れ

る
問
題
は
、
資
本
制
社
会
は
合
理
的
な
社
会
形
態
で
あ
り
、
恐
慌
・
失
業

・
戦
争
・
階
級
闘
争
等
の
諸
現
象
は
、
資
本
制
社
会
に
特
有
の
原
因
に
基

く
の
で
は
な
く
、
自
然
的
原
因
・
入
間
の
本
性
・
技
術
的
原
因
等
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

選
択
理
論
に
拠
り
処
を
求
め
る
。
か
く
し
て
、
古
典
派
に
よ
り
展
開
さ
れ

て
来
た
貿
易
論
の
内
か
ら
は
、
労
働
価
値
説
は
無
用
の
も
の
と
し
て
取
り

除
け
ら
れ
、
新
ら
し
く
選
択
理
論
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
論
が
展
開
さ

れ
る
・
即
ち
・
国
欝
な
均
衡
価
格
論
で
あ
麓
こ
れ
は
・
貿
易
を
通
し

て
の
国
際
的
な
自
由
競
争
は
、
諸
価
格
を
、
生
産
面
に
お
い
て
は
（
主
と

し
て
逓
増
生
産
費
の
下
に
お
い
て
）
各
国
の
生
産
の
限
界
代
替
率
を
等
し

か
ら
し
め
、
消
費
面
に
お
い
て
は
、
各
国
の
効
用
の
限
界
代
替
率
を
等
し

か
ら
し
め
る
水
準
に
引
き
つ
け
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
企
業
者
の
利
潤

は
極
大
と
な
り
、
消
費
者
の
効
用
は
極
大
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論

に
お
い
て
は
、
資
本
制
に
固
有
の
再
生
産
の
方
法
・
資
本
制
に
特
有
の
諸

矛
盾
は
隠
さ
れ
る
。
即
ち
、
資
本
制
に
固
有
の
現
象
は
、
す
べ
て
人
聞
の

本
性
・
自
然
的
原
因
・
技
術
的
原
因
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

る
。
更
に
、
こ
の
理
論
の
無
内
容
な
形
式
主
義
と
主
観
的
性
格
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

経
済
法
則
の
客
観
性
は
害
な
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
誤
ま
れ
る
論
理
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何

を
為
す
べ
き
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に
よ
り
放
棄
さ

れ
て
い
た
労
働
価
値
説
で
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

基
礎
理
論
の
上
で
、
現
在
の
世
界
経
済
が
ど
の
様
な
「
か
ら
く
り
」
の
上

に
打
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
そ
の
様
な
情
勢
に
対
応

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
様
に
対
曲
し
た
ら
よ
い
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
様
な
目
的
の
為
に
作
ら
れ
た
の
は
マ
ル
ク

ス
経
済
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
本
制
社
会
が
歴
史
的
に
過
渡
的
な
一
つ

の
社
会
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
発
生
す
る
種
々
の
矛
盾
は
、
近
代
経
済
学

者
の
説
く
よ
う
な
人
間
の
本
性
そ
の
他
に
因
る
も
の
で
は
な
く
、
資
本
制

社
会
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
わ
れ
わ
れ

は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
礎
の
上
に
、
更
に
理
論
的
武
器
を
積
み
重
ね

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
貿
易
論
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
、
そ
の
構
想

を
示
し
て
は
い
る
も
の
遡
そ
の
内
容
と
し
て
の
詳
し
い
革
巻
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
数
個
の
命
題
を
遣
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
価

値
法
則
の
国
際
的
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
数
個
の
命
題
を
足
掛
り
と
し
て
、
正
し
い

論
理
の
展
開
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
為
に
は
、
第
一
に
、
各

国
の
内
部
に
お
い
て
、
資
本
制
が
ど
の
縦
な
基
本
的
性
格
を
も
つ
か
を
は

っ
き
り
と
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
そ
の
様
な
資
本
制
の
基
本
的
性
格
が
、
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国
際
的
に
は
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
る
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註
（
1
）
　
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
第
二
巻
下
、
自
由
貿
易
・
保
護
関
税
論
。

　
　
白
石
孝
著
「
国
際
貿
易
の
基
礎
理
論
」
第
一
章
、
第
二
節
・
第
三
節
。
参
照
。

　
（
2
）
　
当
時
、
こ
の
要
請
に
基
い
て
、
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
立
場
を
理
論

　
　
的
に
裏
付
け
た
の
は
、
古
曲
馬
瀬
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
〉
号
ヨ
ω
ヨ
三
ご
．
、
〉
ロ

　
　
国
躍
巳
蔓
ぎ
8
序
①
Z
暮
5
。
卑
邑
O
諺
。
。
①
の
亀
爵
。
≦
0
9
。
冒
げ
o
h
累
p
、
凱
魯
ω
．
．
曽

　
　
H
刈
刈
ひ
）
と
り
カ
ー
ド
ウ
（
U
．
密
0
9
。
冠
ρ
、
、
日
｝
δ
団
同
ぎ
。
ゼ
ざ
ω
o
h
団
。
剴
臼
8
巴

　
　
国
8
8
臼
寓
§
山
目
β
。
岩
録
。
冨
．
．
田
H
c
O
H
刈
）
　
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
次
の

　
　
様
に
考
え
る
。
生
産
力
は
分
業
に
よ
り
増
大
せ
し
め
ら
れ
る
。
分
業
は
市
場

　
　
が
拡
大
さ
れ
れ
ば
成
長
せ
し
め
ら
れ
る
。
更
に
、
市
場
は
自
由
な
取
引
に
よ

　
　
り
拡
大
せ
し
め
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
諸
国
聞
に
お
い
て
も
、
自
由
貿
易
が

　
　
行
な
わ
れ
れ
ば
、
市
場
は
最
大
限
に
拡
大
さ
れ
、
分
業
も
最
も
発
展
し
、
労

　
　
働
の
生
産
力
は
最
高
度
に
達
す
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
自
国

　
　
　
で
生
産
す
る
よ
り
も
安
い
値
段
で
輸
入
し
う
る
商
品
が
あ
れ
ば
、
国
際
分
業

　
　
　
に
基
づ
ぎ
、
自
国
の
方
が
好
条
件
で
あ
る
何
ら
か
の
商
品
の
一
部
を
輸
出
し

　
　
　
て
、
そ
れ
を
輸
入
す
る
こ
と
は
、
遙
か
に
有
利
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

　
　
　
リ
カ
ー
ド
ウ
に
到
り
更
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

　
　
　
の
考
え
方
は
、
各
国
聞
に
絶
対
的
な
生
産
費
差
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
攣
あ

　
　
　
つ
た
の
に
対
し
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
各
国
は
、
絶
対
的
に
有
利
な
場
合
だ
け

　
　
　
で
な
く
、
比
較
的
に
有
利
な
も
の
に
つ
い
て
も
、
国
際
的
な
分
業
が
可
能
で

　
　
　
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
　
　
　
と
も
あ
れ
、
彼
等
の
目
的
は
、
自
由
貿
易
こ
そ
が
生
産
力
の
発
展
を
斎
ら

　
　
　
し
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
如
何
な
る
力
も
、
発
展
を
阻
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
等
の
強
調
し
た
自
由
貿
易
が
、
実
際
に
は
、
貿
易
に

　
　
　
従
事
す
る
各
国
に
と
っ
て
、
共
に
有
利
な
関
係
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
か

　
　
　
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
歴
史
を
知
る
人
な
ら
ば
容
易
に
認
め
る
事
で
あ
る
。

　
　
　
即
ち
、
自
由
貿
易
に
よ
り
生
産
力
を
発
展
せ
る
し
め
こ
と
の
で
き
た
イ
ギ
リ

　
　
　
ス
（
の
資
本
）
は
、
漸
く
、
そ
れ
に
よ
り
獲
得
し
た
有
利
な
条
件
で
、
世
界

　
市
場
に
お
け
る
麦
配
的
地
位
を
占
め
、
そ
れ
を
強
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
時
の
貿
易
論
が
労
働
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
し
て

　
い
た
事
と
は
、
全
然
無
関
係
で
あ
る
。

（
3
）
　
比
較
生
産
費
原
理
及
び
国
際
収
星
彩
は
リ
カ
ー
ド
ウ
（
前
掲
書
）
に
よ

　
つ
て
示
さ
れ
た
し
、
相
互
需
要
理
論
は
、
ミ
ル
（
い
ω
・
寓
出
r
、
．
国
ω
3
．
。
，
8

　
ω
。
ヨ
Φ
d
匿
①
三
亀
β
器
ω
鼠
。
鐸
俄
。
り
H
c
。
駐
及
び
、
、
中
ぎ
9
覧
①
ω
亀
団
。
ぎ
8
㊤
一

　
団
。
§
。
ヨ
￥
同
。
。
幽
。
。
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。

　
　
リ
カ
ー
ド
ウ
が
、
新
興
．
7
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
為
に
、
自
由
貿
易
の
理
論
的

　
基
礎
を
与
え
た
こ
と
は
前
註
に
て
示
し
た
。
ミ
ル
の
貢
献
は
こ
れ
に
対
し
、

　
む
し
ろ
、
ス
ミ
ス
及
び
リ
カ
ー
ド
ウ
に
よ
り
っ
ち
か
わ
れ
て
来
た
古
典
派
貿

　
易
理
論
の
完
成
と
い
う
面
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
リ
カ
ー
ド

　
ウ
の
比
較
生
産
費
原
理
は
、
確
か
に
、
自
由
貿
易
を
強
調
す
る
為
の
理
論
的

　
根
拠
を
与
え
は
し
た
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
有
利
な
交
換
の
行
な
わ
れ
う
る

　
一
定
の
限
界
の
範
囲
内
に
お
け
る
何
処
の
水
準
に
お
い
て
、
実
際
の
交
換
比

　
率
が
決
定
さ
れ
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ミ
ル
は
そ
の
久
陥
を
補
っ
て
、

　
古
典
派
貿
易
財
を
完
成
に
導
い
た
。

（
4
）
　
彼
等
の
意
志
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
否
か
と
言
う
考
証
を
別
と
し
て
も
、

　
結
果
と
し
て
、
資
本
制
再
会
の
矛
盾
を
、
貿
易
の
面
に
お
い
て
糊
塗
し
よ
う

　
と
企
て
た
最
初
の
人
々
と
し
て
、
ヴ
ア
イ
ナ
ー
（
8
＜
貯
Φ
ぴ
・
．
目
冨
鮎
8
鼠
器

　
o
h
8
目
窟
冨
江
く
Φ
8
雪
ω
．
、
9
零
Φ
＝
三
昌
ω
o
河
津
出
門
。
。
・
陣
同
。
プ
ぎ
団
戯
．
Q
。
9
国
。
津
N

　
ω
。
・
・
Q
。
凱
ひ
1
自
心
こ
の
論
文
は
そ
の
後
ω
ε
巳
＄
ぎ
さ
Φ
目
ぎ
自
図
竃
H
昌
8
≡
㌘

　
江
8
巴
目
高
巴
ρ
畠
・
＜
三
目
に
集
録
さ
れ
た
）
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
（
O
・
国
島
巴
①
炉

　
．
．
U
δ
目
ず
8
二
。
三
豊
ざ
日
勺
霞
巴
一
く
窪
丙
。
ω
8
昌
ロ
巳
一
げ
。
諺
島
芝
。
ユ
彰
α
q
h
宥

　
岳
。
切
磯
毎
巳
戸
日
㎝
自
。
。
・
学
①
一
冨
巳
。
『
、
．
噂
≦
o
＝
蓋
ユ
ω
。
冨
三
8
冨
ω
＞
H
。
｝
臨
5
⇔
畠
．

　
。
。
N
H
O
。
。
ρ
器
・
G
。
お
一
ω
刈
O
及
び
、
．
∪
窪
ぎ
9
ヨ
註
。
箆
巴
出
碧
山
①
だ
日
O
G
。
。
。
・
）
を

　
挙
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

（
5
）
例
え
ば
守
げ
。
審
5
0
．
豪
山
こ

　
巨
8
ロ
島
。
炉
≦
・
≦
ご
、
、
目
7
0
臣
。
亀
ぎ
山
口
q
o
昌
8
0
二
塁
①
ω
ぎ
さ
。

　
　
⇔
岩
ぐ
・
D
冒
亀
h
o
H
①
お
昌
曲
冨
山
⑦
、
．
Ψ
ρ
口
碧
言
還
臼
碧
≡
巴
o
h
国
8
目
ヨ
凶
8
》
＜
o
H
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国
際
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業
と
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換

　
　
劇
メ
H
ゆ
ω
凹
一
ω
・

　
日
①
≡
。
が
鋭
即
博
、
．
日
『
①
象
9
。
㎝
冨
日
騨
郎
。
巴
H
①
頸
・
・
。
Φ
昌
鼠
菖
8
亀
8
曾
8
巳
三
8
ω

　
　
ぎ
甘
8
窪
⇔
昆
。
昌
鑑
汀
巴
①
、
、
”
国
o
o
弓
巨
8
P
＞
二
α
q
ロ
曾
同
ゆ
Q
。
ト
ひ
●

　
竃
。
ω
仁
。
汐
匂
・
『
二
．
．
O
昌
魯
賃
鑑
①
ρ
ロ
臼
ぴ
ほ
ロ
日
叶
げ
8
還
ぎ
一
二
。
ヨ
9
二
〇
器
＝
同
鼠
。
。
．

　
H
O
鼻
全

（
6
）
　
置
塩
信
雄
「
交
換
論
に
つ
い
て
」
国
民
経
済
雑
誌
、
第
八
九
巻
、
第
四

　
号
、
二
四
一
三
八
頁
。

（
7
）
　
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
の
資
本
主
義
経
済
研
究
の
全
計
画
（
一
八
五
八
年
四

　
月
二
日
付
エ
ン
ゲ
ル
ス
へ
の
書
簡
及
び
経
済
学
批
判
序
言
の
目
頭
に
お
い
て

　
示
さ
れ
る
）
の
中
で
、
外
国
貿
易
及
び
世
界
市
場
を
そ
の
一
部
と
す
る
こ
と

　
を
示
し
て
い
る
Q

（
8
）
　
マ
ル
ク
ス
の
貿
易
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
資
本
論
及
び
剰
余
価
値
学
説

　
史
の
各
処
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
主
な
も
の
を
次
に
示
す
。
「
（
価
値
法

　
則
は
そ
の
国
際
的
適
用
に
お
い
て
価
値
法
則
に
更
に
ヨ
リ
以
上
の
修
正
を
加

　
え
る
も
の
は
、
ヨ
リ
生
産
的
な
国
民
が
、
そ
の
商
品
の
販
売
価
格
を
、
そ
の

　
価
値
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
を
競
争
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
な
い
限
り
、
世
界
市

　
場
で
は
、
ヨ
リ
生
産
的
な
国
民
的
労
働
が
同
時
に
ヨ
リ
強
度
の
大
き
い
労
働

　
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
」
（
向
坂
逸
郎
訳
「
資
本
論
」
第
一
巻
、
第
三
分
冊
、

　
第
二
十
章
、
四
二
一
頁
。
）

　
「
貨
幣
の
相
対
的
価
値
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
し
て
い
る
国
民

　
の
も
と
で
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
国
民
の
も
と
に
お
け
る
よ

　
り
も
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
向
坂
訳
、
第
一
巻
、
第
三
分
冊
、
第
二
十
章
、

四
二
五
頁
。
）

　
「
恵
ま
れ
た
国
は
、
ヨ
リ
少
な
い
労
働
と
交
換
し
て
ヨ
リ
多
い
労
働
を
と
り

戻
す
。
」
（
向
坂
訳
、
第
三
巻
、
・
第
二
分
冊
、
第
十
四
章
、
五
〇
頁
。
）

　
「
リ
カ
ア
ド
オ
の
理
論
を
観
察
し
て
さ
え
、
一
国
の
三
労
働
日
は
他
国
の
一

労
働
日
と
交
換
さ
れ
う
る
。
「
（
剰
余
価
値
学
説
史
、
第
三
巻
、
名
和
統
一

　
「
国
際
価
値
論
研
究
」
一
七
七
頁
よ
り
引
用
。
）

　
二
、
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
貿
易
論
に
お
け
る
労
働
価
値
説
の
歴
史
的
性

格
を
み
た
。
そ
れ
は
常
に
、
発
展
し
つ
x
あ
る
階
級
に
と
っ
て
の
実
践
的

論
理
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
は
、
こ
の
労
働
価
値
説
が
貿
易
論
の
基
礎

理
論
と
し
て
採
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
老
え
る
。
そ
の
為

に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
が
資
本
制
社
会
の
基
本
的
性
格
を
隠
そ
う
と
し

て
作
り
上
げ
た
選
択
理
論
に
基
く
貿
易
論
が
、
い
か
な
る
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
か
を
考
え
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
、
労
働
価
値
説
が
い
か

に
扱
か
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
す
。

　
貿
易
論
に
労
働
価
値
説
を
放
棄
す
る
契
機
を
与
え
た
の
は
、
経
済
理
論

の
基
礎
理
論
と
し
て
の
選
択
理
論
の
出
現
で
あ
っ
た
。
選
択
理
論
に
貿
易

論
の
基
礎
を
求
め
た
貿
易
論
の
研
究
者
達
は
、
彼
等
に
特
有
の
脆
弁
を
弄

し
て
、
そ
れ
以
前
の
、
労
働
価
値
説
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
貿
易
論
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

ら
労
働
価
値
説
的
な
臭
味
を
抜
き
去
っ
た
。

　
そ
こ
で
現
わ
れ
る
選
択
理
論
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
論
に
お
い
て
は
、

一
般
に
、
　
一
定
の
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
に
お
い
て
、
最
も
効
率
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
利
潤
極
大
及
び
効
用
極
大
）
目
的
を
充
す
仕
方
が
問
題
と
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
様
な
理
論
に
お
い
て
は
、
選
択
の
形
式
は
詳
細
に
吟
味
さ

れ
る
も
の
N
、
そ
の
選
択
の
前
提
及
び
目
的
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
等

吟
味
さ
れ
な
い
ま
x
に
放
置
さ
れ
る
。
貿
易
論
、
む
し
ろ
経
済
理
論
一
般

に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
そ
の
様
な
内
容
、
即
ち
そ
れ
ら
の
前
提
及
び
目

的
が
、
特
定
の
社
会
で
持
つ
特
殊
な
性
格
を
、
そ
の
根
本
よ
り
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
形
式
の
み
に
こ
だ
わ
る
選
択
理
論
に

お
い
て
は
、
経
済
学
と
し
て
の
無
内
容
さ
及
び
無
批
判
性
が
内
在
す
る
こ

一208一



と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
こ
の
選
択
理
論
に
お
い
て
は
、

唯
、
一
定
の
条
件
と
目
的
が
与
え
ら
れ
た
際
の
最
善
の
手
段
を
選
ぶ
仕
方

を
示
す
だ
け
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
一
般
に
適
用
さ
れ
る
客

観
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
規
定
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
選

択
理
論
の
論
理
に
お
い
て
は
選
択
主
体
の
客
観
的
な
も
の
に
対
す
る
主
観

的
解
釈
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
著
し
く
主
観
的
な
理
論
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
選
択
理
論

は
、
日
常
経
験
し
て
い
る
現
象
を
、
科
学
的
な
言
葉
で
言
い
直
し
て
い
る

だ
け
で
、
そ
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
何
も
答
え
て
い
な

い
。　

以
上
、
選
択
理
論
が
、
経
済
学
の
基
礎
理
論
と
し
て
極
め
て
非
科
学
的

で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
次
に
は
、
選
択
理
論
に
代
っ
て
労
働
価
値
説
が

基
礎
理
論
と
し
て
採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
、
貿
易
論
の
立
場

　
　
　
　
（
4
）

よ
り
考
え
る
。

　
貿
易
論
が
労
働
価
値
説
か
ら
脱
却
し
て
新
ら
し
く
作
り
直
さ
れ
た
時
の

理
論
的
な
契
機
は
、
貿
易
財
の
基
礎
原
理
で
あ
っ
た
比
較
生
産
費
原
理
の

酊
で
用
い
ら
れ
て
い
た
生
産
費
比
率
な
る
も
の
が
実
は
、
単
位
を
持
た
な

い
無
名
数
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る
生
産
費
が
何
で
測
ら

れ
て
い
よ
う
と
貿
易
論
の
与
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
、
強
引
な
そ
し

て
誤
ま
っ
た
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
貿
易
論
の
主
流

に
お
い
て
は
、
こ
の
老
え
方
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
生
産
費
は
何
で
測
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

よ
う
と
随
意
で
あ
る
と
老
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う

か
。

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
第
二
に
、
た
と
え
比
較
生
産
費
原
理
に
お
い
て

扱
か
わ
れ
る
生
産
費
比
率
が
無
名
数
で
あ
る
に
せ
よ
。
そ
の
背
後
に
あ
る

再
生
産
の
過
程
に
お
い
て
は
、
必
ず
何
ら
か
の
単
位
で
測
ら
れ
た
生
産
費

の
観
念
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
、
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
様
な
背
後

の
再
生
産
過
程
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
理
論
は
、
貿
易
論
と
し
て
も
成
り
立

た
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
生
産
費
の
内
容
を
不
問
に
付
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
そ
の
貿

易
論
自
体
に
お
い
て
論
理
的
に
矛
盾
を
生
ず
る
。
即
ち
、
こ
の
様
に
し
て

展
開
さ
れ
る
貿
易
論
の
論
旨
を
辿
る
と
、
貿
易
は
第
一
に
生
産
費
比
率
の

差
の
あ
る
場
合
に
の
み
存
在
の
可
能
性
を
持
つ
（
貿
易
の
存
在
条
件
）
。

そ
し
て
第
二
に
、
各
国
が
比
較
的
有
利
な
生
産
部
門
に
特
化
す
る
と
共
に

始
め
ら
れ
る
貿
易
は
、
こ
の
生
産
費
比
率
の
差
を
縮
制
せ
し
め
、
や
が
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
そ
の
差
を
消
滅
せ
し
め
る
処
で
均
衡
に
達
す
る
（
貿
易
の
均
衡
条
件
）
。

と
こ
ろ
で
貿
易
が
均
衡
し
た
時
に
は
、
生
産
費
比
率
の
差
は
零
で
あ
り
、

こ
れ
は
貿
易
の
存
在
を
否
定
す
る
。
即
ち
、
貿
易
が
均
衡
水
準
に
落
着
く

と
同
時
に
、
貿
易
は
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
奇
妙
な
論
理
を
生
ず
る
。

こ
の
様
な
矛
盾
を
生
ず
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
論
理
の
構

成
が
、
単
な
る
日
常
の
現
象
の
表
象
の
み
を
と
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
貿
易
に
従
事
す
る
各
国
が
、
ど
の
様
な
生
産
条

件
の
下
で
、
ど
の
様
な
再
生
産
を
営
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
も
し
、
そ
の
様
な
貿
易
の
背
後
の
事
情
に
注
意
し
て
い

る
な
ら
ば
、
貿
易
が
均
衡
し
て
い
る
場
各
に
も
、
貿
易
が
依
然
と
し
て
存

在
し
う
る
条
件
の
あ
る
こ
と
を
証
明
し
う
る
。
労
働
価
値
説
を
基
礎
理
論

．一一一　209　一一
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と
す
る
貿
易
論
は
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
解
答
を
与
え
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
貿
易
が
開
始
さ
れ
、
各
国
の
価
格
体
系
が
国
際
的
な
事
情

に
適
応
し
た
後
に
お
い
て
す
ら
、
生
産
条
件
に
変
化
の
な
い
限
り
、
変
化

し
な
い
貿
易
の
存
在
条
件
と
し
て
、
各
国
内
の
相
対
価
値
の
差
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
貨
幣
で
示
さ
れ
た
各
国
の
生
産
費
の
比
率
（
価

格
）
が
国
際
的
に
均
等
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
生
産
条
件
が
不
変
に
保

た
れ
る
限
り
、
不
変
で
あ
る
。
以
下
、
労
働
価
値
説
に
基
い
て
、
貿
易
が

ど
の
様
に
営
な
ま
れ
る
か
を
示
す
。

（
1
）
　
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
、
次
の
様
に
考
え
る
。
比
較
生
産
費
原
理
に
お
い
て
直
接

　
　
に
比
較
さ
れ
る
の
は
、
諸
生
産
費
で
は
な
く
て
、
諸
生
産
費
の
比
率
な
の
だ

　
　
か
ら
、
元
の
生
産
費
や
価
値
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
問

　
　
題
は
、
生
産
費
比
率
の
比
較
な
の
だ
か
ら
、
即
ち
比
較
の
比
較
な
の
だ
か
ら
、

　
　
元
の
価
値
の
特
質
は
捨
象
さ
れ
て
、
単
に
、
交
換
比
率
だ
け
が
残
る
こ
と
に

　
　
な
る
。
（
前
掲
論
文
）

　
　
　
同
じ
様
な
考
え
方
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば

　
　
次
の
如
く
説
明
さ
れ
る
。
労
働
価
値
説
の
前
提
の
下
で
導
び
か
れ
る
も
の
は

　
　
み
な
、
本
来
、
比
較
生
産
費
説
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
価
値

　
　
説
は
、
あ
た
か
も
、
建
築
が
完
成
す
れ
ば
取
払
わ
れ
る
足
場
の
よ
う
に
、
最

　
　
後
に
は
取
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
も
、
残
っ
た
も
の
は
何
等
損

　
　
傷
を
蒙
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
が
中
心
と
な
っ
て
、
古
典
派
貿
易
論
よ
り

　
　
労
働
価
値
説
を
取
り
去
っ
た
。

　
（
2
）
　
選
択
理
論
と
い
う
の
は
、
広
く
、
一
定
の
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
で
、

　
　
最
も
効
率
的
に
目
的
を
充
す
仕
方
を
示
す
理
論
で
あ
る
。
　
（
置
塩
信
雄
「
交

　
　
換
論
に
つ
い
て
」
国
民
経
済
雑
誌
、
第
八
九
巻
、
第
四
号
、
二
七
頁
。
）

　
（
3
）
　
置
塩
信
雄
、
前
掲
論
交
、
二
八
頁
。

　
（
4
）
　
こ
の
理
由
を
、
経
済
理
論
＝
般
の
立
場
よ
り
考
え
る
場
合
に
は
、
賃
金

　
　
論
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
即
ち
、
選
択
理
論
に
基
く
賃
金
論
に
お
い

　
　
て
は
、
資
本
制
的
な
利
潤
の
発
生
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

　
　
る
。
し
か
し
こ
X
で
は
、
こ
の
様
な
選
択
理
論
が
も
つ
一
般
的
な
内
部
的
矛

　
　
盾
を
別
と
し
て
も
、
猶
、
貿
易
論
に
お
い
て
、
ど
の
様
な
矛
盾
を
含
む
か
に

　
　
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
5
）
　
例
え
ば
、
ハ
官
ッ
ド
は
、
生
産
費
が
∫
膀
、
∬
労
働
日
、
ま
た
は
商
品

　
　
を
満
た
し
た
∬
バ
ス
ケ
ッ
ト
等
の
何
れ
を
と
る
か
は
、
決
定
し
な
い
で
お
く

　
　
方
が
よ
い
、
と
考
え
る
Q
　
（
自
碧
宕
畠
“
切
・
司
こ
ぎ
8
録
臼
け
ご
昌
鋤
国
8
ぎ
巨
。
。
。
鳩

　
　
H
ゆ
G
。
ら
。
唱
・
H
◎
藤
井
旧
訳
「
ハ
ワ
ッ
ド
国
際
経
済
学
」
二
三
頁
。
）

　
（
6
）
　
こ
れ
は
、
貿
易
の
均
衡
条
件
と
し
て
、
選
択
理
論
を
基
礎
と
す
る
貿
易

　
　
理
論
家
達
が
常
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
く
最
近
に
お
い
て
、
キ

　
　
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
は
、
次
の
如
く
説
明
す
る
。
貿
易
は
各
国
聞
に
相
対
価
格

　
　
の
差
の
あ
る
場
合
に
発
生
し
、
運
送
費
を
無
視
す
れ
ば
、
貿
易
は
、
相
対
価

　
　
格
差
の
消
滅
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
貿
易
は
、
商
品
の
相
対
価

　
　
格
を
均
等
せ
し
め
る
。
（
囚
ぎ
臼
。
げ
①
お
⑦
さ
∩
・
噂
ご
旨
沖
⑦
窪
9
江
8
9
。
一
国
8
昌
。
目
8
。
。
“

　
　
や
O
H
）

　
三
、
以
上
、
選
択
理
論
を
基
礎
理
論
と
す
る
経
済
理
論
は
非
科
学
的
で

あ
り
、
更
に
、
そ
れ
に
基
づ
く
貿
易
論
は
、
貿
易
論
そ
れ
自
体
と
し
て
も

詰
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
か
ら

脱
け
出
す
為
に
、
貿
易
論
は
、
労
働
価
値
説
の
上
で
再
構
成
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
労
働
価
値
説
に
基
く
貿
易
論
を
展
開
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
x
で
は
ま
ず
、
以
下
の
論
拠
と
な
る
そ
の
前
提
を
示

す
。　

こ
x
で
は
、
最
も
単
純
な
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
貿
易
は
ど
の
様
な
性

絡
の
も
の
で
あ
り
、
各
国
民
経
済
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
為
に
、
次
の
前
提
を
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と
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
　
世
界
は
1
国
と
皿
国
の
二
国
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ

は
世
界
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
も
の
と
老
え
て
も
よ
い
し
、
ま
た
、

一
国
と
そ
れ
に
対
す
る
爾
余
の
世
界
と
老
え
て
も
構
わ
な
い
。

　
（
2
）
　
各
国
内
に
お
け
る
生
産
部
門
は
、
生
産
財
生
産
部
門
（
第
－
部

門
）
と
消
費
財
生
産
部
門
（
第
皿
部
門
）
の
二
部
門
よ
り
な
る
も
の
と
す

る
、
こ
れ
は
、
現
実
に
存
在
す
る
各
産
業
部
門
を
素
材
的
に
分
類
し
、
そ

れ
を
理
論
的
に
最
も
簡
潔
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
二

部
門
分
割
の
前
提
は
、
単
な
る
理
論
的
簡
素
化
だ
け
で
な
く
、
国
民
的
産

業
構
造
の
点
よ
り
み
て
も
充
分
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
投
下
資
本
は
、
そ
の
回
転
の
点
よ
り
み
て
、
固
定
資
本
と
流
動

資
本
に
分
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
生
産
物
の
費
用
は
、
投
下
資
本
総
額
と

は
一
致
し
な
い
。
即
ち
、
固
定
資
本
は
そ
の
生
産
に
よ
る
減
価
償
却
部
分

の
み
が
費
用
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
N
で
は
、
こ
の
煩
雑
さ
を

避
け
る
為
に
、
固
定
資
本
を
捨
象
し
て
、
投
下
資
本
と
費
用
を
等
し
い
も

の
と
仮
定
す
る
。
こ
の
仮
定
は
、
そ
れ
が
仮
定
さ
れ
な
い
場
合
の
議
論
を

簡
略
に
す
る
役
割
を
果
す
だ
け
で
、
そ
の
本
質
を
隠
す
も
の
で
は
な
い
。

　
（
4
）
　
各
国
各
部
門
に
お
い
て
は
、
あ
る
生
産
物
を
生
産
す
る
生
産
方

法
は
唯
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
仮
定
す
る
。
資
本
は
価
格
状
態
の
如
何

に
応
じ
て
生
産
方
法
を
変
更
し
、
自
か
ら
の
特
別
剰
余
価
値
を
高
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

と
を
通
し
て
労
働
力
の
価
値
を
低
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
x

で
は
、
価
絡
状
態
と
生
産
方
法
は
独
立
な
も
の
と
仮
定
す
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
仮
定
の
な
い
場
合
の
議
論
の
本
質
を
隠
す
も
の
で
は
な
い
。

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
（
5
）
　
各
国
の
資
本
が
、
自
ら
の
利
潤
率
を
高
め
よ
う
と
し
て
行
う
競

争
は
、
完
全
に
自
由
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
こ
れ
は
、
国
内
に
お
け
る
場

合
だ
け
で
な
く
、
国
際
的
な
場
合
に
も
同
様
に
仮
定
さ
れ
る
。

　
（
6
）
　
各
国
の
資
本
は
、
貿
易
の
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
は
常
に
、
単

純
再
生
産
を
続
け
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
貿
易
が
開
始
さ
れ
、
輸
入

さ
れ
る
商
品
の
量
が
国
内
に
お
け
る
交
換
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
よ
り
も

多
く
な
る
と
、
そ
の
超
過
分
に
対
し
て
の
み
、
拡
大
再
生
産
へ
の
調
整
が

行
な
わ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
る
。

　
（
7
）
　
貿
易
に
当
っ
て
は
、
各
国
間
の
生
産
物
の
輸
送
に
要
す
る
費
用

は
無
視
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
8
）
　
貿
易
に
当
り
、
各
国
の
輸
出
す
る
商
品
は
、
国
内
の
単
純
再
生

産
に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
黛
あ
る
と
仮
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

仮
定
は
、
貿
易
の
性
格
を
、
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
正
し
く
説
明
す
る
こ

と
を
阻
害
す
る
。
即
ち
、
富
国
が
貧
国
に
対
し
、
自
国
内
の
単
純
再
生
産

に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
を
輸
出
す
る
と
い
う
仮
定
の
下
で
は
、
国

際
的
な
貧
富
の
差
は
消
滅
す
る
傾
向
を
辿
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の

貿
易
に
お
い
て
は
、
富
国
は
そ
の
富
の
力
を
背
景
と
し
て
、
貧
国
よ
り
も

有
利
な
条
件
で
貿
易
に
介
入
す
る
。
即
ち
、
貧
国
に
と
っ
て
も
損
失
と
な

　
　
　
　
　
（
2
）

ら
な
い
程
度
に
、
富
国
は
自
国
の
輸
出
量
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有

利
な
交
易
条
件
を
保
ち
な
が
ら
、
貿
易
を
継
続
す
る
。
そ
の
結
果
、
富
国

は
ま
す
ま
す
富
み
、
貧
国
は
ま
す
ま
す
窮
乏
す
る
。
か
く
し
て
こ
の
仮
定

は
、
一
見
現
実
と
矛
盾
す
る
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
仮

定
を
と
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
即
ち
、
本
論
の
目
的
は
、
貿
易
を
媒
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

介
と
す
る
各
国
の
発
展
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本

制
の
発
展
の
過
程
に
お
け
る
貿
易
の
役
割
を
扱
う
の
で
な
く
、
資
本
制
の

一
定
の
段
階
に
お
け
る
貿
易
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
瓦
に
お
い
て
は
主
と
し
て
、
貿
易
の
発
生
す
る
原
因
。

及
び
国
際
交
換
と
し
て
の
貿
易
の
国
内
交
換
と
異
る
特
質
が
問
題
と
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
為
に
は
、
国
内
的
な
定
常
状
態
（
単
純
再
生
産
の

行
わ
れ
る
状
態
）
の
み
な
ら
ず
、
国
際
的
な
定
常
状
態
を
仮
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
3
）

が
必
要
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
状
態
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
状
態

の
特
徴
を
集
約
的
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
様
な
意
味
に

お
い
て
、
本
節
の
前
提
は
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
こ
の
前
提
は
実
は
思
老
上
の
便
宜
の
為
に
仮
定
さ
れ
た
状
態
を
前
提

と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
現
実
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
充
分
に
理
解
し
て

か
瓦
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註
（
1
）
　
価
格
状
態
と
生
産
方
法
が
独
立
な
も
の
で
な
い
と
い
う
仮
定
は
、
逓
増

　
　
生
産
費
の
下
で
考
え
ら
れ
る
生
産
函
数
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
x
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
選
択
理
論
の
下
で

　
　
考
え
ら
れ
て
い
る
生
産
函
数
と
は
、
内
容
的
に
は
全
く
異
る
。
即
ち
、
こ
x

　
　
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
生
産
方
法
が
価
格
水
準
に
よ
り
変
化
せ
し
め
ら
れ
る

　
　
と
い
う
経
済
的
な
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
、
選
択
理
論
に
お
け
る
生
産
函
数

　
　
は
、
単
な
る
生
産
技
術
上
の
仮
定
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
選
択
理
論
の
内

　
　
部
に
お
い
て
も
、
最
近
、
価
格
水
準
に
よ
り
変
化
せ
し
め
ら
れ
る
生
産
条
件

　
　
を
扱
う
仕
方
を
考
え
始
め
て
い
る
。
　
（
例
え
ば
、
線
型
計
画
法
に
お
い
て
見

　
　
ら
れ
る
。
）

　
（
2
）
　
但
し
、
こ
れ
は
、
貧
国
が
富
国
に
経
済
的
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
な

　
　
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
貧
国
が
富
国
に
経
済
的
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る

　
　
場
合
に
は
（
そ
の
最
も
典
型
的
な
例
は
植
民
地
で
あ
る
）
富
国
は
貧
国
を
可

　
　
露
な
限
り
搾
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
富
国
は
貧
国
の
交
易
条
件
の
、

　
　
国
内
交
換
条
件
以
下
へ
の
引
下
げ
す
ら
遠
慮
し
な
い
。

　
（
3
）
　
こ
X
に
お
い
て
は
、
国
際
的
な
単
純
再
生
産
均
衡
が
安
定
的
で
あ
る
場

　
　
合
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
、
各
国
の
輸
出

　
　
量
を
、
国
内
再
生
産
に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
黛
あ
る
と
前
提
す
る
必

　
　
要
は
な
い
。
即
ち
、
各
国
の
輸
出
量
は
、
国
際
的
な
単
純
再
生
産
が
達
成
さ

　
　
れ
る
範
囲
に
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
説
明
の
便
宜
上
、
上
述
の
通
り
仮
定

　
　
す
る
。

　
　
　
現
実
の
貿
易
に
お
い
て
は
、
国
際
的
な
単
・
純
再
生
産
均
衡
が
不
安
定
な
型

　
　
を
と
る
。
し
か
し
、
不
安
定
均
衡
に
つ
い
て
の
特
徴
を
明
白
に
す
る
為
に
は
、

　
　
そ
れ
以
前
に
、
安
定
均
衡
の
諸
特
徴
を
明
白
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
安
定
均
衡
が
現
実
に
実
現
さ
れ
そ
う
も
な
い
状
態
で
あ

　
　
つ
て
も
、
そ
の
状
態
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
そ
の
状
態
に
基
く

　
　
不
安
定
均
衡
を
扱
う
に
際
し
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
四
、
以
上
、
本
論
で
展
開
さ
れ
る
議
論
の
前
提
を
示
し
た
。
そ
こ
で
以

下
、
二
国
二
財
、
国
内
単
純
再
生
産
、
固
定
資
本
の
捨
象
、
各
国
に
お
け

る
一
生
産
物
、
　
一
生
産
条
件
、
自
由
競
争
、
運
送
費
の
無
視
、
及
び
貿
易

に
お
け
る
提
供
商
品
量
の
制
約
等
に
つ
い
て
の
上
述
の
前
提
の
下
に
お
い

て
、
貿
易
が
ど
の
よ
う
に
営
な
ま
れ
る
か
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
こ
Σ
で

は
ま
ず
、
各
国
内
の
再
生
産
は
ど
の
様
に
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
生
産

さ
れ
る
商
品
の
価
値
は
ど
の
様
に
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
い
て

価
格
は
、
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
か
を
み
る
。

　
労
働
価
値
説
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
商
品
の
価
値
は
、
死
せ
る
労
働
と
生

き
た
労
働
の
合
計
で
あ
る
。
死
せ
る
労
働
は
、
そ
の
商
品
一
単
位
を
生
産

す
る
の
に
必
要
な
生
産
手
段
の
価
値
で
あ
り
、
生
き
た
労
働
は
そ
の
商
品

一
単
位
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
直
接
労
働
時
間
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
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死
せ
る
労
働
の
含
む
生
産
手
段
の
価
値
は
再
び
生
き
た
労
働
と
死
せ
る
労

働
の
合
計
だ
か
ら
、
こ
x
で
の
論
理
は
、
循
環
論
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、

価
値
の
大
き
さ
は
循
環
し
て
定
ま
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
示
す
。

　
．
z
国
に
お
け
る
生
産
財
の
価
値
を
計
消
費
財
の
価
値
を
と
避
す
る
。

生
産
財
一
単
位
の
生
産
に
必
要
な
生
産
財
の
量
を
比
隣
消
費
財
一
単
位
の

生
産
に
必
要
な
生
産
財
の
量
を
桑
轟
ま
た
、
生
産
財
一
単
位
の
生
産
に
必

要
な
生
き
た
労
働
時
間
を
」
　
消
費
財
一
単
位
の
生
産
に
必
要
な
生
き
た

労
働
時
間
を
↓
畠
と
す
る
と
、
各
生
産
物
の
価
値
馬
亀
は
、
次
の
連
立
方

程
に
よ
り
、
生
産
条
件
（
鼻
↓
）
の
函
数
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
亀
覧
二
十
↓
貴
1
1
爵

　
　
（
H
）

　
　
　
　
　
3
N
ぎ
十
『
ゐ
H
ぎ

　
こ
エ
で
扱
か
わ
れ
て
い
る
社
会
的
分
業
と
私
有
の
存
在
す
る
商
品
生
産

社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
的
分
業
の
各
界
は
私
的
生
産
者
に
握
ら
れ
、
そ

こ
で
生
産
さ
れ
た
生
産
物
は
、
彼
の
私
有
と
な
る
。
そ
の
為
に
、
商
品
生

産
社
会
で
は
、
現
実
の
労
働
支
出
は
、
そ
の
ま
瓦
で
は
社
会
的
で
な
く
、

社
会
的
尺
度
で
測
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
の
平
な
商
品
生

産
社
会
に
お
い
て
は
、
各
私
的
生
産
者
は
、
特
定
の
使
用
価
値
を
生
産
し
、

こ
れ
を
他
の
私
的
生
産
者
が
生
産
し
た
、
他
の
種
々
の
使
用
価
値
と
交
換

す
る
。
こ
Σ
に
お
い
て
は
、
各
私
的
生
産
者
は
、
直
接
的
に
社
会
的
労
働

と
し
て
労
働
し
あ
う
の
で
な
く
、
ま
ず
、
私
的
に
特
定
の
使
用
価
値
を
生

産
し
、
こ
れ
を
交
換
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
祉
会
的
と
な
る
。
従
っ
て
、

個
々
人
の
労
働
は
、
特
定
の
使
用
価
値
の
生
産
に
支
出
さ
れ
て
い
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
x
で
は
社
会
的
で
な
く
（
他
の
種
々
の
使
用
価
値
を

国
際
分
業
と
国
際
交
換

支
配
で
き
ず
）
特
定
の
使
用
価
値
の
生
産
に
支
出
さ
れ
た
具
体
的
な
有
用

的
な
労
働
と
し
て
§
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
捨
象
し
た
、
一
般
的
な
捨
象
的

な
人
間
勇
働
と
し
て
他
の
種
々
の
使
用
価
値
を
支
配
す
る
。
更
に
、
商
品

生
産
社
会
に
お
け
る
私
的
労
働
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
人
間
労
働
と
し
て
、

質
的
に
社
会
的
な
性
格
を
持
つ
と
同
時
に
、
量
的
に
も
社
会
的
な
尺
度
で

測
り
直
さ
れ
る
。
即
ち
、
個
々
人
が
特
定
の
使
用
価
値
一
単
位
を
生
産
す

る
の
に
幾
時
間
要
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
エ
で
は
社
会
的
な
尺

度
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
の
に
、
社
会
的

に
、
必
要
な
労
働
時
間
と
し
て
社
会
的
と
な
る
。
但
し
こ
エ
で
言
わ
れ
る

社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
社
会
的
に
平
均
さ
れ
た
労
働
時
間
と

は
異
る
。
　
（
1
）
の
連
立
方
程
式
の
中
で
扱
か
わ
れ
る
価
値
は
、
こ
の
よ

う
な
社
会
的
必
要
労
働
時
間
で
測
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
私
的
労
働
は
、
　
一
般
的
な
抽
象

的
な
入
間
労
働
と
し
て
、
他
の
種
々
な
商
品
を
支
配
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

次
に
、
私
的
生
産
［
者
の
生
産
し
た
商
品
の
内
に
は
、
　
一
定
量
の
一
般
的
・

抽
象
的
な
人
間
労
働
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
商
品
生
産
社
会

に
お
い
て
は
、
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
か
を
み
る
。
商
品
生
産
社
会
に
お
い

て
は
、
全
社
会
的
生
産
を
意
識
的
に
計
画
す
る
主
体
は
な
い
か
ら
、
そ
の

商
品
が
ど
れ
程
の
価
値
を
含
む
か
を
認
定
す
る
機
関
は
な
い
。
こ
の
場
合

に
は
、
他
の
あ
る
商
品
で
以
て
表
示
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
更
に
、
特

定
の
商
品
に
支
出
さ
れ
た
労
働
が
、
完
全
に
社
会
的
な
一
般
的
・
抽
象
的

人
間
労
働
で
あ
る
為
に
は
、
一
つ
の
商
品
に
含
ま
れ
る
労
働
の
、
他
の
一

つ
の
商
品
に
含
ま
れ
る
労
働
と
の
同
等
性
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
他
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

の
全
て
の
商
晶
に
含
ま
れ
る
労
働
と
の
同
等
性
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て

は
、
そ
れ
を
生
産
す
る
為
に
支
出
さ
れ
る
労
働
が
、
そ
の
ま
瓦
社
会
的
労

働
、
即
ち
】
般
的
・
抽
象
的
下
闇
労
働
で
あ
る
よ
う
な
特
別
の
商
品
、
即

ち
貨
幣
で
他
の
す
べ
て
の
商
品
の
価
値
を
表
示
す
る
こ
と
N
な
っ
た
。
か

く
し
て
、
貨
幣
と
な
る
商
品
以
外
の
一
切
の
商
品
は
、
貨
幣
の
ど
れ
だ
け

に
価
す
る
か
と
い
う
形
態
で
、
自
ら
の
生
産
の
為
に
支
出
さ
れ
る
労
働
の

社
会
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
価
値
は
価
格
形
態
を
と
っ
て
現
わ

れ
る
。
前
に
示
し
た
例
の
内
で
、
消
費
財
を
貨
幣
商
品
と
す
れ
ば
、
生
産

財
の
価
格
は

（
・
。
）
、
廿
串

で
あ
る
。
こ
二
で
は
こ
れ
を
、
後
に
扱
う
商
品
生
産
社
会
に
現
わ
れ
る
現

実
の
価
格
と
区
別
し
て
、
「
価
値
価
絡
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
国
内
的
価
値
が
ど
の
様
に
決
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
価
値
は
質
的
・
量
的
に
ど
の
様
な
性
格

を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
更
に
、
そ
の
様
に
考
え
ら
れ
る
価
値
は
、
ど
の

様
な
理
由
に
よ
り
価
絡
形
態
を
と
る
に
到
る
か
を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に

は
、
現
実
の
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
価
格
は
ど
の
様
に
し
て
決
定

さ
れ
、
更
に
そ
れ
は
ど
の
様
に
し
て
価
値
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
。

　
こ
の
間
題
に
お
い
て
は
、
社
会
的
分
業
の
各
肢
が
、
自
ら
の
労
働
に
よ

っ
て
生
産
を
行
う
個
人
に
握
ら
れ
て
い
る
単
純
商
品
生
産
の
場
合
と
、
他

人
の
労
働
力
を
購
入
し
て
生
産
を
行
う
資
本
家
に
握
ら
れ
て
い
る
資
本
家

に
握
ら
れ
て
い
る
資
本
制
的
商
品
生
産
の
場
合
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
私
的
生
産
者
は
自
か
ら
の
労
働
で

生
産
を
行
い
、
そ
れ
の
売
上
価
格
か
ら
生
産
手
段
の
価
絡
を
控
除
し
た
も

の
を
所
得
と
し
て
手
に
入
れ
る
。
か
く
し
て
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け

る
生
産
の
規
定
的
動
機
は
、
　
一
定
の
労
働
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
商
品
を
で

き
る
だ
け
高
く
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
で
ぎ
る
だ
け
多
く
の
使
用
価
値

を
購
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
様
な
生
産
の
規
定
的
動
機
に

基
い
て
、
各
私
的
生
産
者
は
彼
の
所
得
が
彼
の
行
っ
た
労
働
時
間
に
比
較

し
て
よ
り
高
い
生
産
部
門
に
集
中
し
、
そ
の
比
率
（
所
得
率
）
が
低
い
部

門
か
ら
離
脱
す
る
。
そ
の
結
果
、
前
者
に
お
い
て
は
価
格
が
下
落
し
、
所

得
率
も
低
下
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
価
格
が
上
昇
し
、

所
得
率
も
増
加
す
る
。
こ
の
様
な
競
争
過
程
は
、
や
が
て
全
て
の
部
門
に

つ
い
て
所
得
率
の
均
等
す
る
状
態
に
導
く
。
こ
の
状
態
は
、
前
の
記
号
を

用
い
、
更
に
平
均
所
得
率
を
8
価
格
を
静
と
す
る
と
・
3
国
に
お
い
て
は

　　

@　

@
斗
（
、
「
ミ
叫
）
墨

　
　
（
ω
）
』
　

　
　
　
　
　
訓
（
H
一
匙
纂
）
H
象
・

と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
状
態
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
価
格
ヤ
は
、
常
に
「
価
値
価
格
」

　
　
　
（
2
）

に
等
し
い
。

　
　
（
軽
）
　
》
川
℃
“

即
ち
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
均
衡
状
態
に
お
け
る
価
格
は
、

常
に
価
値
価
格
に
一
致
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
更
に
、
全
て
の
商
品
の

生
産
に
於
て
、
所
得
率
が
す
べ
て
均
衡
所
得
率
以
上
に
な
っ
た
り
以
下
に
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な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
（
α
）
斗
（
℃
「
雪
）
州
卑
↓
斗
（
戸
よ
邑
劉

か
く
し
て
、
均
衡
所
得
率
を
中
心
と
す
る
双
方
え
の
所
得
率
の
乖
離
は
、

や
が
て
中
心
へ
の
求
心
力
を
生
じ
、
常
に
、
価
値
価
格
を
中
心
と
す
る
価

格
の
求
心
的
な
変
動
を
生
む
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
す
べ
て
、
私
的
生
産

者
の
所
得
が
流
通
か
ら
生
ず
る
の
で
な
く
、
生
き
た
労
働
か
ら
生
ず
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

　
次
に
、
資
本
制
商
晶
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
単
に
社
会
的
分
業
と
生

産
手
段
の
私
有
が
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
産
手
段
の
資
本
制
的
私
有

が
存
在
す
る
。
こ
瓦
に
お
い
て
は
、
直
接
生
産
者
は
一
切
の
生
産
手
段
を

奪
わ
れ
、
自
か
ら
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
、
生
産
手
段
を
所
有
す
る
資

本
家
に
販
売
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
賃
金
労

働
者
階
級
と
い
う
資
本
制
に
特
有
の
階
級
を
構
成
す
る
。

　
こ
の
社
会
に
お
け
る
生
産
の
規
定
的
動
機
は
、
利
潤
の
追
求
で
あ
る
。

利
潤
（
こ
れ
は
詳
し
く
は
利
潤
・
利
子
及
び
地
代
に
分
け
ら
れ
る
）
は
剰

余
生
産
物
を
内
容
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
些
々
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、

生
産
物
は
商
品
で
あ
り
、
各
商
品
は
、
そ
の
使
用
価
値
の
特
殊
性
と
は
対

照
的
な
一
般
性
を
も
つ
価
値
・
を
持
つ
。
従
っ
て
、
剰
余
生
産
物
も
ま
た
、

剰
余
価
値
と
い
う
。
使
用
価
値
の
特
殊
性
と
は
対
照
的
な
一
般
的
表
現
を

と
る
。
剰
余
価
値
は
、
商
品
の
価
値
か
ら
、
そ
れ
を
生
産
す
る
為
に
費
消

さ
れ
た
生
乳
産
段
の
価
値
と
、
そ
れ
を
直
接
に
生
産
し
た
生
産
者
の
労
働

力
の
価
値
を
控
除
し
た
残
り
で
あ
る
。

　
蛍
働
力
の
価
値
は
、
直
接
生
産
者
の
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
生
活

国
際
分
業
と
国
際
交
換

資
料
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
従
っ
て
、
労
働
力
の
価
値
は
、
労
働
力
の
再

生
産
に
必
要
な
生
活
資
料
の
価
値
で
あ
る
。

　
．
多
国
に
お
い
て
、
直
接
生
産
者
の
労
働
力
を
再
生
産
す
る
為
に
、
一
労

働
時
間
当
り
必
要
な
生
活
資
料
の
量
を
爵
と
す
る
と
、
・
z
国
に
お
け
る

剰
余
価
値
は
次
の
如
く
示
さ
れ
る
。
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（
①
）
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即
ち
、
剰
余
価
値
は
、
生
き
た
労
働
時
間
か
ら
、
労
働
力
の
再
生
産
に
必

要
な
生
活
資
料
を
生
産
す
る
に
要
す
る
労
働
時
間
を
控
除
し
た
も
の
、
従

っ
て
剰
余
労
働
白
峰
に
等
し
い
。
　
（
6
）
の
右
辺
の
括
弧
内
は
、
生
き
た

労
働
の
内
、
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
剰
余
労
働
時
間
と
な
る
か
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
を
搾
取
率
と
呼
ぶ
。

　
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
資
本
家
は
自
か
ら
の
労
働
に
よ

っ
て
生
産
す
る
の
で
な
い
か
ら
、
私
的
生
産
者
の
よ
う
に
自
か
ら
の
投
下

し
た
生
き
た
労
働
に
対
し
て
最
大
の
所
得
を
求
め
う
る
よ
う
に
生
産
の
種

類
や
量
を
決
定
す
る
の
で
な
く
、
彼
の
投
下
し
た
資
本
に
対
し
て
最
大
の

利
潤
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
生
産
を
行
う
。
彼
が
生
産
の
為
に
投
下
す
る
資

本
は
、
生
産
に
必
要
な
生
産
手
段
の
価
値
と
、
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
と

か
ら
な
る
。
各
種
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
部
門
に
お
い
て
賃
金
率
が
等

し
い
と
し
て
も
、
資
本
の
有
機
的
構
成
（
生
産
手
段
の
価
値
と
労
働
力
の

価
値
の
比
率
）
が
異
な
れ
ば
、
生
き
た
労
働
と
資
本
総
額
と
は
比
例
し
な

い
。
従
っ
て
当
然
、
こ
の
場
合
に
は
、
生
き
た
労
働
当
り
の
収
入
（
所
得

率
）
を
最
大
に
し
ょ
う
と
す
る
私
的
生
産
者
の
競
争
が
ゆ
き
つ
く
す
状
態
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

で
成
立
す
る
価
絡
状
態
と
、
資
本
当
り
の
収
入
（
利
潤
率
）
を
最
大
に
し

ょ
う
と
す
る
資
本
間
の
競
争
の
齎
ら
す
価
絡
状
態
と
は
一
致
し
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
の
両
者
に
お
い
て
は
、
価
絡
を
規
定
す
る
仕
方
が
異
る
か
ら
で

あ
る
。

　
資
本
制
商
晶
生
産
社
会
に
お
け
る
競
争
は
、
各
部
門
に
お
け
る
利
潤
率

が
等
し
く
な
る
様
な
価
格
状
態
を
生
む
。
そ
こ
で
ま
た
、
．
z
国
に
お
け
る

消
費
財
を
貨
幣
商
品
と
す
る
生
産
財
の
価
格
を
§
平
均
利
潤
率
を
3
と

す
る
と
、
こ
の
状
態
は
、

　
　
　
　
　
（
爵
》
十
守
き
目
×
H
十
き
）
1
1
》

　
　
（
刈
）

　
　
　
　
　
（
趨
飴
》
十
F
ぎ
）
（
H
十
、
酬
）
H
H

に
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
連
立
方
程
式
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
価
格
が
正
の

下
で
、
唯
一
つ
の
正
の
平
均
利
潤
率
が
存
在
す
る
為
に
は
、
剰
余
生
産
物

及
び
そ
の
資
本
制
社
会
で
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
剰
余
価
値
が
存
在
し
な

　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
平
均
利
潤
率
を
成
立
せ
し
め
る
価
柊

（
こ
れ
を
生
産
価
格
と
呼
ぶ
）
が
存
在
す
る
為
に
は
、
剰
余
価
値
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
次
は
こ
の
生
産
価
絡
が
価
値
価

格
と
ど
ん
な
関
係
に
立
つ
か
を
示
す
。

　
　
（
7
）
　
よ
り
生
産
価
格
は
、

　
　
（
・
。
）
㌣
筍
誰
」
・
．
」
窩
評
・
範
コ
虻

ま
た
（
1
）
よ
り
価
値
価
格
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
驚
↓
自

　
、
（
O
）
》
1
1

　
　
　
　
　
　
　
亀
も
酬
↓
鳶
十
（
H
一
δ
）
爵
↓
爲

こ
の
大
小
関
係
は
、
も
つ
ば
ら
、
両
部
門
の
有
機
的
構
成
の
大
小
に
依
存

し
て
、

　
　
（
δ
（
4
）
）
（
》
鮒
、
馬
）
“
爺
評
鵡
壁

で
あ
る
。
即
ち
、
有
機
的
構
成
の
よ
り
大
な
る
部
門
の
商
品
は
価
値
以
上

に
、
有
機
的
構
成
の
よ
り
小
な
る
部
門
の
商
品
は
価
値
以
下
に
販
売
さ
れ

る
。註

（
1
）
　
本
節
の
所
論
は
主
と
し
て
、
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
（
神
戸
大
学

　
　
経
済
学
研
究
年
報
1
）
に
負
っ
て
い
る
。
但
し
、
本
文
中
、
議
論
の
不
明
瞭

　
　
な
部
分
は
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

　
（
、
）
　
」
r
（
搾
ミ
画
）
墨

　
　
　
　
（
・
．
）
一
　

　
　
　
　
　
　
　
一
（
H
一
§
も
）
肌
蕎

　
　
　
　
　
　
　
↓
畠

　
　
を
変
形
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
状
態
に
お
け
る
価
絡
体
系
は
次
の
如
く
示

　
　
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
亀
母
牢
す
箔
峠

　
　
　
　
　
　
　
爵
回
す
酬
N
H
卜

　
　
　
　
　
　
　
　
袋
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
め

　
　
こ
れ
を
（
1
）
と
較
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
帯
傘
斎
斗

　
　
が
得
ら
れ
る
。
更
に
、
前
に
倣
っ
て
消
費
財
を
貨
幣
と
す
る
価
値
価
格
を
考

　
　
え
る
と
Q

　
　
　
　
（
鮮
）
　
、
戚
田
詮

　
　
と
な
る
Q

　
（
3
）
　
価
値
の
大
き
さ
は
、
連
立
方
程
式

　
　
　
　
　
　
　
爵
H
一
十
ご
H
N
ぎ

　
　
　
　
（
H
）

　
　
　
　
　
　
　
§
N
避
十
↓
億
酬
ぎ

　
　
に
よ
り
、
生
産
条
件
（
3
↓
）
　
の
函
数
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
各
財

　
　
の
価
格
は
平
均
利
潤
率
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
（
ミ
　
》
十
黛
『
母
×
H
十
爵
）
M
蕊

　
　
　
　
（
刈
）

　
　
　
　
　
　
　
（
§
慧
十
黛
6
×
μ
十
誌
）
田
H
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の
連
立
方
程
式
に
よ
り
（
貸
矯
↓
）
及
び
δ
の
函
数
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
で
決
定
さ
れ
る
価
値
と
、
（
7
）
で
決
定
さ
れ
る
価
格
と
の
関
係
を

考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
（
7
）
で
決
定
さ
れ
る
利
潤
率
、
従
っ
て
ま
た

利
潤
の
源
泉
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
N
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
は
、
負
の
価
格
を
含
ま
な
い
価
格
体
系
の
下
に
あ
っ
て
、
利
潤
率
が
正
で

あ
る
為
の
必
要
充
分
条
件
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
（
7
）
の
連
立
方
程
式
が
、
す
べ
て
正
の
価
格
と
唯
一
の
正
の
平
均

利
潤
率
に
よ
り
充
た
さ
れ
る
為
の
必
要
充
分
条
件
と
し
て
、

　
　
　
　
　
H
1
§
　
V
ρ
H
I
黛
↓
菖
V
O

　
　
（
・
・
）
一
H
口
鉾
口
添
一
〉
。

　
　
　
　
　
H
1
熱
〉
ρ
孕
1
§
H
V
P
勲
ー
ミ
↓
£
V
O

を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
の
条
件
の
経
済
学
的
意
味
を
考
え

る
Q

　
一
切
の
社
会
の
基
礎
は
再
生
産
に
あ
る
。
再
生
産
は
生
産
力
の
再
生
産
と

生
産
関
係
の
再
生
産
の
二
面
を
持
つ
。
社
会
が
存
立
す
る
為
の
、
換
言
す
れ

ば
再
生
産
を
可
能
に
す
る
為
の
絶
対
に
必
要
な
条
件
は
、
生
産
過
程
に
お
い

て
費
消
さ
れ
た
生
産
手
段
と
、
直
接
生
産
者
の
労
働
力
の
再
生
産
に
生
理
的

に
必
要
な
生
活
資
料
が
生
産
で
き
る
だ
け
の
生
産
力
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
生
産
力
が
こ
の
水
準
を
上
廻
り
、
更
に
、
生
産
過
程
に
於
て

費
消
さ
れ
た
以
上
の
生
産
手
段
と
、
直
接
生
産
者
の
労
働
力
の
再
生
産
に
必

要
な
生
活
資
料
を
上
廻
る
消
費
財
が
生
産
さ
れ
る
と
、
剰
余
生
産
物
と
な
り
、

そ
れ
は
再
生
産
の
規
模
を
拡
大
し
、
生
活
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
。

　
そ
こ
で
、
剰
余
生
産
物
が
存
在
す
る
為
に
は
、

　
　
　
　
　
ミ
篭
母
十
§
N
§
N
〈
さ
H

　
　
　
　
　
黛
訂
覧
鳶
十
黛
ご
熟
躊
く
§
吋

で
あ
る
よ
う
な
正
の
§
戸
及
び
聴
呂
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
Σ

で
§
ド
及
び
聴
爲
は
夫
々
、
・
z
国
に
お
け
る
生
産
財
及
び
消
費
財
の
生
産
量

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

国
際
分
業
と
国
際
交
換

（H

吹
j

μ
ー
ミ
H
＞
ρ
H
1
黛
『
月

一H
ー
ミ
　
　
！
§
塾
・

一
1
黛
ご
ド
目
一
黛
ご
p

V
O

V
o

と
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
資
本
制
社
会
に
お
い
て
利
潤
（
利
潤
、
地
代
及
び
利
子
の
一
切
の

不
労
所
得
を
含
む
）
が
存
在
す
る
為
に
は
、

　
　
　
　
　
§
も
鰍
十
黛
↓
重
く
誉

　
　
　
　
　
爵
覧
酬
十
黛
ご
p
〈
H

を
充
た
す
》
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
再
補
墳
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
生
産
手
段
の
価
額
と
賃
金
よ
り
も
価
格
は
大
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
も
同
様
に
、

　
　
　
　
　
μ
一
§
H
V
ρ
H
1
守
艶
N
V
O

（H

ﾖ
）

H
一
爵
H
　
～
無
二
H

l
自
飴
H
ー
ミ
『
魯

V
o

で
表
わ
さ
れ
る
。

　
扱
、
（
1
1
）
・
（
1
2
）
及
び
（
1
3
）
は
す
べ
て
等
値
の
条
件
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
全
て
の
正
の
価
格
の
下
で
、
唯
一
の
正
の
平
均
利
潤
率
が
存
在
す
る
為

に
は
、
剰
余
生
産
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
る
。

　
更
に
、
搾
取
率
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
　
（
〒
守
吾
）
一
H
よ
鋤

と
表
わ
さ
れ
、
（
H
1
δ
）
＞
O

H
ー
ミ
μ
　
一
毛
ご
　

ー
ミ
博
H
！
黛
ご
N

で
あ
る
か
ら
、
搾
取
率
は
、

日
口
鉾
麟
並
〉
。

　
で
あ
れ
ば
正
、
従
っ
て
剰
余
価
値
の
正
な
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
か
く
し
て
、
平
均
利
潤
率
が
正
で
あ
る
為
に
は
、
剰
余
生
産
物
及
び
そ
の

　
資
本
制
祉
会
で
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
剰
余
価
値
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
（
神
戸
大
学
、
経
済
学
研
究
年
報
1
）
参
照
。

（
4
）
　
生
産
価
格
と
価
値
価
格
の
差
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ご
　
（
μ
1
勲
）
〉

　
　
　
　
　
　
》
1
》
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熱
（
葱
一
§
日
×
守
さ
N
ー
レ
）
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
　
　
　
　
レ
川
ミ
も
笥
篇
1
爵
N
禽
避

　
　
こ
x
で
ミ
H
〈
騨
く
H
”
黛
『
爵
t
レ
V
O
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
値
の
符
号
は

　
　
△
の
符
号
に
従
う
。
と
こ
ろ
で
△
は
、
生
産
財
生
産
部
門
の
有
機
的
構
成

　
　
総
卜
．
が
、
消
謬
譲
部
門
の
そ
れ
露
N
よ
・
大
な
・
ば
正
、

　
　
同
じ
な
ら
ば
零
、
小
な
ら
ば
負
と
な
る
。
か
く
し
て
、

　
　
　
（
δ
）
（
》
鮒
勲
）
…
｛
諦
唐
事
｝

　
　
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
数
学
註
（
4
）
参
照
。

　
五
、
以
上
、
商
品
生
産
の
行
な
わ
れ
る
一
国
の
内
部
に
お
い
て
、
価
値

は
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
ど
の
様
に
し
て
価

絡
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
価
格
に
転
化
す
る
か
を
み
た
。
こ
の
風
な
国

民
的
価
値
体
系
の
共
存
す
る
世
界
に
お
い
て
は
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は

ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
、
そ
れ
を
基
と
し
て
国
際
的
な
価
格
は
ど
の
様

に
現
わ
れ
る
か
を
示
す
。

　
各
国
に
お
け
る
価
値
の
大
き
さ
は
、
そ
の
国
の
社
会
的
必
要
労
働
に
よ

り
測
定
さ
れ
、
（
1
）
の
連
立
方
程
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社

会
的
必
要
労
働
は
各
国
毎
に
質
的
に
相
異
す
る
か
ら
、
質
的
に
相
異
す
る

各
国
の
価
値
を
直
接
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
相
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

価
値
を
問
題
と
す
れ
ば
よ
い
。

　
そ
れ
で
は
、
国
際
的
な
相
対
価
値
は
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
。

こ
れ
は
一
国
の
内
部
に
お
け
る
、
前
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
相
対
価
値
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

定
の
規
則
と
は
異
る
規
則
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
規
則

を
見
出
す
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。

　
こ
エ
で
は
Y
相
対
価
値
と
し
て
、
消
費
財
の
価
値
に
対
す
る
生
産
財
の

価
値
の
比
率
を
と
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
消
費
財
を
貨
幣
財
と
す
る
と
価
値

価
格
で
も
あ
る
。
各
国
内
に
お
け
る
価
値
価
格
の
決
定
は
、
国
内
に
つ
い

て
遇
え
た
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
1
国
と
三
国
と
の
間

の
国
際
的
な
価
値
価
格
は
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
に
答
え
る
第
一
の
段
階
と
し
て
、
ま
ず
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は
ど

の
様
な
範
囲
で
現
わ
れ
る
か
を
飢
え
る
。

（
1
）
の
連
立
方
程
式
に
よ
り
示
さ
れ
た
様
に
、
各
国
の
各
生
産
物
の
価

値
は
、
各
国
に
お
け
る
生
産
条
件
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
生

産
条
件
は
、
各
国
の
社
会
の
発
展
段
階
の
相
異
る
に
つ
れ
て
椙
異
り
、
従

っ
て
各
国
の
価
値
価
格
も
相
異
る
。

　
ま
た
、
国
際
的
な
生
産
要
素
（
生
産
手
段
と
労
働
力
）
の
移
動
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
の
と
仮
定
す
る
と
、
国
際
的
な
経
済
の
関
係
は
、
交
換
を
通
し
て
の
み

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は
、
各
国
の
国
内

的
な
価
値
価
格
の
間
で
定
ま
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
範
囲
を
超
え
た
水

準
で
の
価
値
価
格
の
成
立
は
、
一
方
の
国
（
自
国
内
の
価
値
価
格
以
下
ま

た
は
以
上
に
国
際
的
な
価
値
価
格
を
は
み
だ
さ
せ
た
国
）
に
対
し
て
、
そ

の
国
内
的
な
交
換
に
よ
り
得
ら
れ
る
よ
り
も
少
い
使
用
価
値
し
か
与
え
な

く
な
る
か
ら
、
そ
の
国
は
少
く
と
も
、
自
国
内
の
価
値
価
格
を
最
低
限
度

（
ま
た
は
最
大
限
度
）
と
し
て
国
際
価
値
価
格
の
成
立
を
認
め
る
か
ら
で

　
（
4
）

あ
る
Q

　
貿
易
が
資
本
制
以
前
の
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
、

貿
易
は
、
そ
の
社
会
の
存
続
に
と
っ
て
、
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か

　
（
5
）

つ
た
。
即
ち
、
貿
易
が
な
く
て
も
、
そ
の
社
会
の
再
生
産
は
行
な
わ
れ
え

一218一



た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
生
産
力
の
未
発
達
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も

拘
わ
ら
ず
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
も
猶
、
何
故
に
貿
易
は
行
な
わ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
貿
易

の
一
般
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
資
本
制
以
前
の
商
品
生
産
社
会
、
即
ち
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る

貿
易
は
、
一
定
の
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
晶
を
、
で
き
る
だ
け
高

く
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
使
用
価
値
を
購
入
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
き
る
だ
け
多
く
の
所
得
を
獲
得
す
る
こ
と
の
為
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
貿
易
と
い
う
国
際
交
換
が
、
必
ず
、
国
際
的
な
分
業
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
そ
れ
は
常
に
、
生
産
力
の
増
進
の
一
つ
の
基
礎
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
前
に
も
み
た
通
り
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
各
国
の
私
的
生

産
者
は
、
彼
の
所
有
す
る
生
産
手
段
に
よ
り
生
産
を
行
い
、
売
上
価
格
よ

り
生
産
手
段
の
価
格
を
差
し
引
い
た
所
得
の
、
彼
の
費
し
た
直
接
労
働
時

間
に
対
す
る
比
率
（
所
得
率
）
を
大
な
ら
し
め
る
よ
う
に
行
動
す
る
。

　
そ
こ
で
、
国
内
の
例
を
扱
っ
た
場
各
に
倣
っ
て
、
こ
N
で
も
消
費
財
を

貨
幣
財
と
し
、
各
国
の
生
産
財
生
産
部
門
と
消
費
財
生
産
部
門
の
所
得
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

示
す
と
次
の
様
に
な
る
。

（H

V
）
｛
這
器
や
需
踊
霞
翼
、

こ
の
所
得
の
各
国
各
部
門
で
費
や
さ
れ
た
直
接
労
働
時
間
に
対
す
る
所
得

率
象
職
を
考
え
る
と
、
各
国
各
部
門
の
生
産
者
は
、
こ
の
所
得
率
を
大
な

ら
し
め
る
よ
う
に
行
動
す
る
。

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
そ
こ
で
各
国
に
お
い
て
、
貿
易
開
始
前
の
生
産
者
間
の
自
由
競
争
の
過

程
に
お
い
て
、
各
生
産
者
が
部
門
間
を
移
動
す
る
結
果
、
部
門
間
の
所
得

率
が
均
衡
す
る
状
態
が
達
成
さ
れ
る
。

食
癌
轟
導
癖
縫
晶

こ
れ
よ
り
ま
た
、

　
　
（
恥
．
）
否
田
㌔
智
詮
卍
、
卜
。

は
容
易
に
理
解
し
う
る
。
　
津
は
1
国
に
お
い
て
消
費
費
で
測
っ
た
生
産

財
の
価
格
、
　
、
の
は
皿
国
に
お
け
る
生
産
財
の
価
格
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

れ
よ
り
、
国
際
的
な
生
産
財
の
価
格
為
は
否
と
詮
の
間
に
あ
る
。
今

　
　
（
H
α
）
西
広
、
広
謹

と
仮
定
し
よ
う
。
す
る
と
貿
易
開
始
後
の
所
得
率
9
ζ
．
は
夫
々
、

（H

@
∴
数
二
賦
慧
一

と
な
り
、
1
国
の
生
産
者
は
生
産
財
生
産
部
門
に
、
H
国
の
生
産
者
は
消
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

費
財
生
産
部
門
に
夫
々
特
化
す
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
。
逆
は
逆
。

　
と
こ
ろ
で
、
（
1
5
）
の
条
件
は
、
（
蜜
）
に
よ
り
、

　
　
（
嵩
）
　
、
　
広
㌔
仏
、
h
。

に
等
し
い
か
ら
各
国
の
価
値
価
格
を
国
際
的
に
比
較
し
た
時
、
よ
り
小
な

る
価
値
価
格
を
持
つ
国
は
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化
し
、
よ
り
大
な
る
価

．
値
価
絡
を
持
つ
国
は
消
費
財
生
産
部
門
に
特
化
す
る
こ
と
は
、
各
国
の
何

れ
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
こ
，
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
、
比
較
生

産
費
原
理
と
称
さ
れ
て
来
た
も
の
玉
内
容
で
あ
る
。
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
以
上
の
如
く
、
貿
易
開
始
後
の
適
当
な
特
化
は
、
各
国
の
生
産
者
の
所

得
率
を
、
貿
易
開
始
前
の
そ
れ
以
上
に
高
め
る
。
こ
れ
は
何
を
基
礎
と
す

る
か
、
こ
の
例
で
は
ゑ
広
、
・
。
を
仮
定
し
た
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
卜
「
八
』
F

　
　
　
　
　
艦
誌
1
ぎ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
H
＼
二
刀
八
日
＼
俘

　
　
　
　
　
H
＼
酵
一
H
＼
薗

で
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
の
各
国
の
特
化
の
方
向
と
較
べ
る
と
、
1
国
の
生

産
者
が
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化
し
、
∬
国
の
生
産
者
が
消
費
財
生
産
部

門
に
特
化
す
る
こ
と
は
、
単
位
価
値
当
り
、
以
前
よ
り
も
多
く
の
生
産
が

行
な
わ
れ
、
従
っ
て
、
以
前
よ
り
も
多
く
の
剰
余
生
産
物
が
生
産
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
は
逆
。
か
く
し
て
貿
易
開
始
の
後
、
適
当
な
特
化

が
各
国
の
生
産
者
の
所
得
率
を
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
以
前

よ
り
も
多
く
の
剰
余
生
産
物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
付
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
．

　
と
こ
ろ
で
こ
の
様
な
剰
余
生
産
物
の
超
過
的
な
生
産
は
、
貿
易
の
開
始

に
よ
り
齎
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
貿
易
は
単
な
る
交
換
の
過
程
で
あ
り
、
生

産
の
過
程
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
様
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
貿
易
は
単
に
交
換
過
程
を
齎
ら
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
開
始
は
、
世
界

全
体
と
し
て
の
生
産
構
造
を
再
編
成
す
る
。
例
え
ば
、
1
国
が
生
産
財
生

産
部
門
に
特
化
し
、
∬
国
が
消
費
財
生
産
部
門
に
特
化
す
る
如
き
で
あ
る
。

こ
の
様
な
生
産
構
造
の
再
編
成
は
、
世
界
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
た
各
財

の
生
産
条
件
の
内
か
ら
、
各
国
に
と
っ
て
、
比
較
的
生
産
の
有
利
な
も
の

を
と
ら
し
め
る
仕
方
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
為
、
以
前
よ
り
大
な
る
生
産
性

が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
貿
易
の
開
始
に
よ
る
剰
余
生
産

物
の
超
過
的
な
生
産
は
、
貿
易
の
交
換
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
貿
易
開
始
に
よ
る
生
産
構
造
の
再

編
成
聾
国
際
分
業
に
よ
り
齎
ら
さ
れ
る
。

　
以
上
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
が
、
何
を
規
定
的
動
機
と

し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は
ど
の
様
な

範
囲
で
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
国
の
生
産
者
を
満
足
せ
し
め
る
か
を

示
し
た
。
次
に
、
こ
の
様
な
国
際
的
な
価
値
価
絡
が
ど
の
様
に
し
て
決
定

さ
れ
る
か
を
示
す
。

　
国
際
的
な
価
値
価
格
の
決
定
が
、
国
内
の
そ
れ
と
異
る
点
は
、
国
内
に

お
い
て
は
、
生
産
部
門
間
に
お
け
る
生
産
者
の
移
動
に
よ
り
所
得
率
を
均

衡
せ
し
め
る
価
格
が
成
立
す
る
の
に
対
し
、
国
際
的
に
は
、
生
産
者
の
移

動
が
行
な
わ
れ
な
い
為
に
、
国
際
的
に
所
得
率
を
均
衡
せ
し
め
る
価
柊
は

成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
国
際
的
に
は
価
値
価
格

は
ど
の
様
に
決
定
さ
れ
る
か
。
こ
れ
は
、
各
国
闇
に
お
け
る
相
互
需
要
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
内
に
お
い
て
、
生
産
者
の
生
産
部

門
間
の
移
動
を
停
止
せ
し
め
た
場
合
に
、
生
産
財
生
産
部
門
と
消
費
財
生

産
部
門
の
間
の
生
産
物
の
需
給
に
よ
り
価
値
価
格
が
定
め
ら
れ
る
の
と
同

じ
で
あ
る
。
但
し
、
国
内
の
場
合
に
は
、
生
産
部
門
間
の
生
産
者
の
移
動

が
認
め
ら
れ
る
為
に
、
生
産
者
は
、
所
得
率
の
低
い
部
門
か
ら
高
い
部
門

に
移
動
し
、
所
得
率
を
両
部
門
で
均
衡
せ
し
め
る
価
値
価
格
を
生
む
過
程

を
そ
の
後
に
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
国
際
的
な
価
値
価
格
の
決
定
に
当

っ
て
は
、
こ
の
様
な
調
整
過
程
は
な
い
。
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貿易開始後

tエ1＊＝∫11

げ一÷ち・

t21＊　1一：Pt22＊

t・・一 A轟22

貿易開始前

　　t11

碗
劾
勉

　生産財
1国消費財

　　生産財
1国消費財

を
充
た
す
き
H
及
び
き
ト
。

　
　
（
日
り
）
摩
詳
よ
置

　
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
単
純
再
生
産
が
行
な
わ
れ
る
為
に
は
、

　
　
　
　
ぶ
H
き
ド
蝋
』
十
↓
躊
き
　
1
1
き
」
爵

　
　
（
b
。
O
）

　
　
　
　
3
楠
き
罫
H
十
↓
飴
き
い
。
1
1
耗
罫
N

に
お
い
て
、

　
　
（
醇
）
　
奪
寒
魁
自
H
J
誤
農

が
成
立
ち
、
こ
れ
が
価
値
法
則
を
充
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
前
の
物
質
的
な
単
純
再
生
産
条
件
（
1
8
）
が
充
た
さ
れ
る
な
ら

　
国
際
的
な
価
値
価
格
を
P
と
す
る
と
、
貿
易

開
始
前
に
お
け
る
各
国
生
産
部
門
に
お
け
る
生

産
物
の
価
値
は
、
貿
易
開
始
後
に
お
い
て
は
上

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
様
に
変
化
す
る
。

　
次
に
、
，
2
国
に
お
け
る
生
産
財
の
生
産
量
を

き
戸
消
費
財
の
生
産
量
を
き
N
と
す
る
。

　
貿
易
開
始
前
に
お
い
て
、
各
国
内
に
お
い
て

単
純
再
生
産
が
行
な
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

補
填
を
必
要
と
す
る
生
産
財
の
量
は
、
何
れ
の

国
に
お
い
て
も
3
篭
芦
十
二
お
き
N
ま
た
補
填
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
鋤
捻
二
十
↓
簿
き
吋
・

要
　
と
す
る
生
活
資
料
の
量
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

で
あ
る
か
ら
、
両
財
の
生
産
量
の
比
率
は
、

　
　
（
H
Q
Q
）
　
§
窯
蹄
十
3
寒
轟
一
1
き
H

　
　
　
　
　
↓
昌
き
戸
十
↓
お
き
悼
1
1
き
ゆ
計
吋

　
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

3
障

国
際
分
業
と
国
際
交
換

ば
、
（
・
・
）
・
り
導
び
か
れ
る
菰
H
ギ
と
な
気
橿
通
・
で
の

交
換
が
み
た
さ
れ
る
。

　
価
値
が
価
格
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
に
は
、
単
純
商
議
生
産
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

会
で
は
、
価
格
は
価
値
価
格
を
と
る
。

　
そ
こ
で
、
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化
し
、
π
国
が
消
費
財
生
産

部
門
に
特
化
す
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
更
に
ま
つ
、
両
国
は
共
に
、
各
々

の
担
当
部
門
に
完
全
特
発
す
る
も
の
と
す
る
。

　
貿
易
開
始
後
、
ど
の
様
な
再
生
産
過
程
が
展
開
さ
れ
る
か
は
、
両
国
の

所
有
し
て
い
る
生
産
力
・
生
産
条
件
及
び
再
生
産
条
件
に
依
存
す
る
の
で

一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
準
備

の
で
き
る
ま
で
延
ば
す
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
で
ま
つ
、
国
際
的
に
ど
の
様

な
交
換
が
行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
脅
え
る
。

　
1
国
が
生
産
財
生
部
門
に
、
皿
国
が
消
費
財
生
産
部
門
に
完
全
に
特
化

ず
る
と
、
世
界
全
体
と
し
て
の
生
産
は
、

　
　
　
　
3
寒
気
に
蒔
親
ご
も
に
“
き
　
節
聾

　
　
（
b
。
b
。
）

　
　
　
　
ぶ
寒
職
卜
。
H
瀞
十
ボ
寒
B
1
1
嵐
塾
。
N
脂

の
如
く
行
な
わ
れ
る
。
更
に
、
各
国
内
に
お
け
る
再
生
産
に
必
要
な
も
の

以
外
の
す
べ
て
の
生
産
物
が
輸
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
、
国
際
的
に
は
、

　
　
（
卜
。
ω
）
　
ぶ
N
ぶ
N
薗
替
“
↓
に
き
H

の
交
換
が
行
な
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は
薗
．
の

内
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
、

　
　
（
b
Q
偽
）
㌍
　
　
騨
・
『
・
雄

　　

@　

@　

@
曇
ぎ
重
き
・
ぎ
縮
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

に
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
国
の
特
化
部
門
の
生
産
力
・
生
産
条
件
及

び
再
生
産
条
件
の
函
数
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
現
実
の
価
絡
は
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
く
る
か
。
こ
の
場
合

に
も
、
消
費
財
を
貨
幣
と
す
れ
ば
、
世
界
的
な
価
格
体
系
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
♪
＋
↓
集
H
－
き
ド
♪

　
　
　
　
　
3
襲
ζ

（bo

ｿ
）
ミ
臥
象
河
蔓
塾
鱒
象
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
旨

　
　
　
　
　
　
　
9
認

に
て
示
さ
れ
、
更
に
交
換

　
　
（
b
。
①
）
§
ぎ
　
♪
1
1
↓
亀
二

　
　
　
　
　
　
　
象
卜
。
N

を
通
し
て
、

　　

@　

@　

@　

@　

ｴ
縮

　
　
（
b
Ω
刈
）
、
”

　
　
　
　
　
　
　
慧
…
粛
＋
起
・
ゴ
鞘
　
　
　
・

と
示
さ
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
国
内
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
単
純
商
品
生
産
社

会
に
お
け
る
国
際
的
な
価
値
価
絡
は
、
国
際
的
な
価
格
と
一
致
す
る
。

　
　
（
b
Ω
刈
）
、
閉
、

国
際
的
な
価
格
は
、
例
え
ば
、

　
　
（
一
α
）
⇒
仏
、
広
、
悼

な
る
上
限
と
下
限
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
（
2
7
）
で
決
定
さ
れ
る
国
際

価
格
が
こ
れ
ら
の
限
界
を
超
え
る
と
き
に
は
ど
う
な
る
か
。
ま
つ
、
が
下

限
以
下
と
な
る
場
合
に
は
、
1
国
の
生
産
財
の
供
給
が
、
H
国
の
消
費
財

供
給
を
、
皿
国
に
と
っ
て
不
利
な
ら
し
め
る
程
度
に
超
過
す
る
こ
と
を
意

味
し
、
、
が
上
限
を
出
る
場
合
に
は
、
π
国
の
消
費
財
供
給
が
、
1
国
の

生
産
財
供
給
を
、
皿
国
に
と
っ
て
不
利
な
ら
し
め
る
程
度
に
超
過
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
、
従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
ま
つ
、
国
際
的
な
価
絡
は
、

そ
の
つ
き
あ
た
っ
た
限
界
に
お
い
て
定
ま
り
、
そ
し
て
、
に
そ
の
限
界
を

超
え
し
め
る
生
産
力
に
対
し
て
は
、
、
に
等
し
い
国
内
価
格
を
持
つ
た
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

が
不
完
全
特
化
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
調
整
が
行
な
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
不
完
全
特
化
は
ど
の
様
に
し
て
行
な
わ
れ
る
か
。
ま

つ
、
が
否
に
お
い
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
1
国
の
生

産
財
生
産
量
皿
国
の
消
費
財
生
産
量
の
比
は
、

　
　
（
N
Q
。
）
（
縮
∀
・
－
↓
窒
「
襲
非
（
ζ
し

に
お
ち
つ
け
ら
れ
、
H
国
の
消
費
財
生
産
量
に
対
す
る
こ
の
比
率
は
媒
介

と
す
る
1
国
の
生
産
財
最
大
許
容
生
産
量
を
超
え
る
生
産
に
用
い
ら
れ
て

い
た
生
産
力
は
、
1
国
に
お
い
て
消
費
財
生
産
部
門
に
ま
わ
さ
れ
る
。
こ

の
状
態
に
お
い
て
は
、
1
国
の
生
産
者
は
、
貿
易
前
と
全
く
同
じ
所
得
率

を
持
つ
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
、
が
詮
に
等
し
く
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

に
は
、
1
国
生
産
財
生
産
量
と
皿
国
消
費
財
生
産
量
の
比
は
、

　
　
（
・
。
Q
）
（
鞘
∀
・
－
悲
盛
巳

に
お
ち
つ
け
ら
れ
、
H
国
の
生
産
財
生
産
量
に
対
す
る
こ
の
比
率
を
媒
介

と
す
る
三
国
の
消
費
財
最
大
許
容
生
産
量
を
超
え
る
生
産
に
用
い
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

い
た
生
産
力
は
、
π
国
生
産
財
生
産
部
門
に
ま
わ
さ
れ
る
。
こ
の
状
態
に

お
い
て
は
、
皿
国
の
生
産
者
は
、
貿
易
開
始
前
と
全
く
同
じ
所
得
率
で
我

慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
こ
の
様
な
前
提
の
下
で
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
と
、
ど
の
様
な
再
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生
産
の
過
程
が
辿
ら
れ
る
か
を
示
す
。

　
ま
つ
、
1
国
の
生
産
力
が
非
常
に
大
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
際
的
な

価
絡
、
は
、
1
国
の
貿
易
開
始
前
の
価
格
》
に
等
し
く
、
1
国
は
生
産

財
生
産
部
門
に
不
完
全
特
化
し
、
一
部
消
費
財
生
産
部
門
を
運
転
す
る
。

ま
た
皿
国
は
、
消
費
財
生
産
部
門
に
完
全
特
化
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

1
国
の
生
産
者
の
所
得
率
は
貿
易
開
始
前
と
変
ら
な
い
が
、
π
国
の
生
産

者
の
所
得
率
は
貿
易
開
始
前
に
比
し
て
非
常
に
大
と
な
る
。
従
っ
て
、
貿

易
が
、
両
国
の
国
内
再
生
産
に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
の
生
産
物
の

全
部
と
全
部
と
の
交
換
と
し
て
行
な
わ
れ
る
限
り
、
皿
国
の
生
産
者
は
、

自
部
門
の
消
耗
生
産
手
段
を
補
填
す
る
以
上
の
生
産
財
を
輸
入
し
う
る
。

こ
れ
は
豆
国
の
生
産
者
に
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
を
与
え
る
。
そ
し
て
こ

の
拡
大
再
生
産
が
皿
国
に
お
い
て
開
始
さ
れ
る
と
、
皿
国
の
消
費
財
生
産

量
は
増
加
し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
1
国
に
お
い
て
は
、
消
費
財
生
産
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

よ
り
生
産
財
生
産
部
門
へ
の
生
産
者
の
移
動
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
完
全
特
化
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

　
両
国
が
夫
々
の
担
当
部
門
に
完
全
特
化
し
た
後
に
は
、
再
生
産
過
程
は

ど
の
様
に
行
な
わ
れ
る
か
。
虹
国
の
消
費
財
生
産
部
門
は
相
変
ら
ず
補
墳

に
必
要
な
も
の
以
上
の
生
産
財
を
入
手
し
う
る
か
ら
、
更
に
そ
れ
に
基
い

て
拡
大
再
生
産
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
1
国
の
生
産

財
生
産
部
門
は
、
最
早
生
産
者
の
流
入
は
な
く
な
る
か
ら
、
こ
の
状
態
以

後
は
、
労
働
力
の
従
来
通
り
の
再
生
産
に
必
要
と
す
る
以
上
の
消
費
財
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

入
手
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
そ
の
様
に
処
分
す
る
か
は
、
当
該
生

産
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
早
晩
彼
等
は
、
消
費
財
の
輸
入
を
制
限
し
、
そ

国
際
分
業
と
国
際
交
換

れ
に
よ
り
生
ず
る
過
剰
生
産
財
で
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
を
作
り
出
す
。

そ
し
て
こ
エ
で
も
、
拡
大
再
生
産
が
始
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
1
国
の

生
産
財
生
産
部
門
に
お
け
る
拡
大
再
生
産
の
開
始
は
逆
に
、
同
国
の
消
費

財
生
産
部
門
の
拡
大
再
生
産
の
歩
調
を
低
め
る
働
ら
き
を
す
る
。
こ
の
過

程
は
、
両
国
に
．
と
っ
て
、
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
の
な
く
な
る
状
態
ま
で

　
　
　
　
（
1
6
）

続
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
世
界
全
体
と
し
て
の
単
純
再
生
産
の

行
な
わ
れ
る
状
態
が
達
成
さ
れ
る
。

　
こ
の
状
態
が
成
立
す
る
為
に
は
、

　
　
　
　
　
3
ト
き
H
些
十
§
寒
N
悼
苗
1
1
き
戸
静

　
　
（
。
。
。
）
期
爵
・
＋
柚
矧
ぎ
㍗
ミ

を
了
す
正
の
魏
に
．
及
び
ぶ
N
．
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
瓦
で
き
H
．

及
び
き
の
幹
は
、
世
界
的
な
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
に
お
け
る
。

1
国
生
産
財
生
産
量
及
び
皿
国
消
費
財
生
産
量
で
あ
る
。
こ
x
に
お
け
る

両
生
産
物
の
量
的
比
率
は
、

　
　
（
ω
H
）
帯
」
輩
　

で
あ
る
。

　
こ
の
状
態
は
、
当
国
の
生
産
力
が
1
国
の
そ
れ
に
比
し
て
非
常
に
大
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
×
1
8
）

あ
る
場
合
に
も
、
同
じ
様
な
過
程
を
経
て
達
成
さ
れ
る
。

　
生
産
物
数
量
の
比
率
が
こ
の
水
準
に
あ
る
場
合
の
国
際
的
な
価
格
は
、

　
　
（
ω
悼
）
㍉
1
1
　
　
　
守
・
↓
に

　
　
　
　
　
　
　
§
♂
↓
に
＋
（
H
一
δ
）
守
硬
い
。
h
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
旨

で
あ
り
、
更
に
、
単
純
商
品
生
産
社
会
の
前
提
の
下
に
あ
る
為
、
こ
れ
は
、

国
際
的
な
価
値
価
格
に
等
し
い
。
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国
際
分
業
と
国
際
交
換
．

　
　
（
ω
ω
）
、
．
m
、
．

更
に
こ
の
水
準
に
お
い
て
は
、

　
　
（
ω
軽
）
　
津
菅
膏
H
、
碧
砦
脂
層
、
誌
上
藤
“
、
爲
蓉
勢

　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、

　
　
（
ω
㎝
）
嚇
黙
－
髄
～
哉

を
保
証
す
る
為
に
、
こ
の
水
準
に
お
い
て
の
み
、
国
際
的
に
も
価
値
通
り

の
交
換
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
水
準
以
外
に

お
い
て
は
、

　
　
（
ω
①
）
（
髄
偲
・
幹
）
⊥
、
・
匙
｝
（
献
窒
）

　
　
　
　
　
H
｛
薗
聾
一
霞
、
β
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
あ
り
、
常
に
不
等
価
交
換
が
行
な
わ
れ
る
。

註
（
1
）
　
国
際
価
値
を
問
題
と
す
る
多
く
の
人
々
は
、
相
対
価
値
だ
け
で
な
く
、

　
　
国
際
価
値
そ
の
も
の
Σ
成
立
を
問
題
と
す
る
。
即
ち
、
国
内
に
お
け
る
価
値

　
　
が
、
個
々
人
の
個
別
労
働
か
ら
杜
会
的
必
要
労
働
に
抽
象
さ
れ
る
の
と
同
じ

　
　
様
に
、
国
際
価
値
は
、
個
々
の
国
の
蛇
座
必
要
労
働
か
ら
抽
象
さ
れ
る
。
こ

　
　
の
様
な
国
際
価
値
の
成
立
を
必
要
と
し
た
の
は
、
国
際
的
な
交
換
が
果
し
て

　
　
価
値
法
則
に
従
う
か
否
か
を
問
題
に
す
る
当
っ
て
生
じ
た
事
情
に
よ
っ
た
。

　
　
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
様
な
絶
対
的
な
国
際
価
値
を
媒
介
と
し

　
　
て
、
こ
の
問
題
に
接
近
す
る
こ
と
を
一
先
ず
回
避
し
て
、
相
対
価
値
を
用
い

　
　
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
接
近
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
2
）
　
こ
れ
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
に
よ
り
、
比
較
生
産
費
原
理
と
し
て
提
出
さ
れ

　
　
更
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
り
、
価
値
法
則
の
国
際
的
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
　
と
し
て
示
さ
れ
た
貿
易
論
の
麦
柱
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
則

　
　
の
解
明
に
焦
点
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
が
貿
易
論
の
最
初
の
足
掛
り

　
　
で
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
何
時
か
の
機
会
に
は
、
国
際
的
な
資
本
移
動
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
、

　
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
は
、
国
際
的
に
は
、
資
本
も
労
働
も
移
動
し
な
い

　
と
い
う
仮
定
を
保
つ
こ
と
に
す
る
。

（
4
）
　
こ
の
こ
と
は
、
両
国
が
互
に
経
済
的
に
独
立
し
て
い
る
場
合
に
の
み
当

　
簸
る
。
も
し
一
方
の
国
が
、
他
国
を
経
済
的
に
従
属
さ
せ
て
い
る
な
ら
ば
、

　
一
方
の
国
は
他
国
に
対
し
、
不
利
な
交
易
条
件
（
相
対
価
値
）
を
お
し
つ
け

　
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
5
）
　
生
産
力
が
低
く
、
従
っ
て
広
大
な
市
場
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
時
代
の

　
貿
易
は
、
主
と
し
て
著
三
品
の
貿
易
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
商
品
は
、
そ
の

　
社
会
の
再
生
産
に
と
っ
て
物
質
的
に
必
要
な
も
の
で
な
く
、
単
に
そ
の
社
会

　
に
お
け
る
剰
余
生
産
物
を
基
礎
と
し
て
行
な
わ
れ
る
麦
配
階
級
の
不
生
産
的

　
消
費
に
役
立
っ
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
地
中
海

　
貿
易
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
に
到
り
、
ハ
ソ
ザ
同
盟
を
中
心

　
と
す
る
北
欧
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
奢
修
品
を
中
心
と
す
る
貿
易

　
と
異
り
、
一
般
大
衆
向
の
商
品
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ

　
れ
は
当
時
、
漸
く
、
手
工
業
に
基
く
生
産
力
が
上
昇
し
て
来
て
お
り
、
遠
い

　
市
場
に
対
し
て
も
、
供
給
の
可
能
性
を
現
わ
し
始
め
た
こ
と
を
意
昧
す
る
。

　
こ
の
様
な
一
般
大
衆
向
の
世
界
市
場
へ
の
進
出
は
、
小
さ
な
手
工
業
経
営
か

　
ら
、
賃
金
労
働
者
の
搾
取
に
基
く
大
き
な
資
太
　
制
的
経
営
へ
の
移
行
を
促
が

　
し
た
。

　
　
堀
江
忠
男
「
世
界
経
済
史
入
門
」
（
上
）
五
八
！
六
四
頁
、
六
九
－
八
O
頁
。

　
　
ソ
同
盟
国
学
院
経
済
学
研
究
所
「
経
済
学
教
科
書
」
八
七
頁
。

（
6
）
　
単
純
商
品
生
産
社
会
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
貿
易
品
は
主
と
し

　
て
各
国
の
特
産
品
が
輸
出
商
品
と
さ
れ
た
。
し
か
も
、
生
産
力
が
未
発
達
で
、

　
そ
の
上
海
上
交
通
も
幼
稚
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
重
量
・
容
積
に
比
し
て
高

　
価
な
商
品
が
選
ば
れ
た
。
例
え
ば
、
宝
石
、
装
飾
品
、
毛
皮
、
等
。
し
か
し

　
生
産
力
が
高
ま
り
、
海
上
交
通
も
発
達
し
て
く
る
と
、
各
国
の
輸
出
品
は
、

　
そ
の
国
の
特
産
品
だ
け
で
な
く
、
相
手
国
に
較
べ
て
、
比
較
的
有
利
に
生
産

　
し
う
る
商
品
が
輸
出
さ
れ
、
生
産
が
不
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
相
手
国
に
較

　
べ
て
そ
の
生
産
が
比
較
的
不
利
な
商
品
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
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為
に
世
界
全
体
の
生
産
力
は
高
ま
り
、
貿
易
は
、
こ
の
過
剰
生
産
物
の
獲
得

　
競
争
と
な
る
。

（
7
）
　
単
純
商
品
生
産
社
会
間
の
貿
易
を
扱
う
場
合
に
は
、
こ
の
例
の
よ
う
に
、

　
一
方
の
国
の
輸
出
品
が
生
産
財
で
、
他
国
の
輸
出
品
が
消
費
財
で
あ
る
と
す

　
る
必
要
は
全
く
な
い
。
何
れ
の
国
の
輸
出
品
も
、
同
じ
消
費
財
の
内
、
一
方

　
は
ブ
ド
ウ
酒
、
他
方
は
リ
ン
ネ
ル
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
両
国
共
何
ら
歴

　
史
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
エ
で
輸
出
品
の
決
定
に
当
る
の
は
、

　
「
比
較
的
有
利
に
生
産
し
う
る
」
と
言
う
条
件
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
資

　
本
制
商
品
生
産
社
会
に
な
る
と
、
こ
の
事
情
は
一
変
す
る
。
　
「
比
較
的
有
利

　
に
生
産
し
う
る
」
商
品
を
輸
出
品
に
選
ぶ
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
選

　
ば
れ
る
も
の
は
、
先
進
資
本
制
国
に
お
い
て
は
生
産
財
、
後
進
資
本
制
国
に

　
お
い
て
は
消
費
財
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
如
く
困
資
本
制
の
成
立

　
の
事
情
か
ら
も
避
け
ら
れ
な
い
運
命
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
二
国
二

　
財
の
前
提
の
下
で
の
議
論
で
あ
る
。
現
実
に
は
（
多
数
国
多
数
財
の
前
提
）
、

　
高
度
に
発
展
し
た
、
大
差
の
な
い
二
つ
の
工
業
国
の
間
に
は
、
比
較
生
産
費

　
原
理
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
各
国
夫
々
に
と
っ
て
有
利
な
工
業
生
産
物
の
貿

　
易
も
行
な
わ
れ
う
る
。

（
8
）
　
各
国
の
貿
易
開
始
前
の
均
衡
状
態
は
夫
々
、

奪
蒋
纂
哲
婦
縫
橿

　
で
あ
る
。
次
に
、
貿
易
が
開
始
さ
れ
て
、
価
格
が
、

　
　
　
（
H
α
）
　
3
酸
℃
墨
譜

　
と
な
る
と
、
各
国
各
部
門
の
所
得
率
は
、

　
　
　
　
　
　
δ
r
」
－
（
ヤ
ミ
H
H
）
配
し
「
（
3
1
、
ト
δ
μ
）
…
酔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
ド

　
　
　
　
　
　
書
r
L
r
（
H
ー
ミ
這
）
広
し
r
（
H
ー
ミ
恒
の
）
暴
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
悼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
這

　
　
　
　
　
　
δ
㎡
L
「
（
℃
－
§
）
仏
」
「
（
℃
“
’
ー
ミ
N
↑
）
…
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
い
。
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
卜
。
卜

　
　
国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
　
　
　
　
惹
r
」
1
（
H
4
§
）
陀
L
「
（
H
一
も
犠
鈷
）
…
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
駆
。
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
鵡

　
と
な
る
。

（
9
）
　
こ
れ
は
、
よ
り
詳
し
く
、
次
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。

　
　
今
、
1
国
と
H
国
に
お
け
る
生
産
財
と
消
費
財
の
生
産
方
法
が
第
二
図
及

　
び
第
三
図
の
如
く
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
各
点
の
座
標
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生

　
産
方
法
を
用
い
た
場
合
、
生
産
財
及
び
消
費
財
の
夫
々
一
単
位
を
生
産
す
る

　
の
に
必
要
な
生
産
財
の
量
及
び
直
接
労
働
量
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
1
国
と

　
∬
国
に
つ
き
、
図
を
別
個
に
し
た
の
は
、
何
れ
も
横
軸
に
と
ら
れ
て
い
る
直

接
労
働
量
を
測
る
単
位
価
値
が
両
国
に
お
い
て
質
的
に
異
る
こ
と
に
因
る
。

F

G

HE0

図一第

　
こ
x
で
生
産
財
と
消
費
財
の
国
際
的
な
価
格
比
（
相
対
価
値
）
が
与
え
ら

れ
る
と
、
何
れ
の
国
の
生
産
者
が
何
れ
の
生
産
部
門
に
特
化
す
る
こ
と
を
有

利
と
す
る
か
讐
判
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
国
際
的
な
価
格
比
は
ど
の
様
に
示

さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
国
際
的
な
価
格
比
が
、
両
国
の
国
内
的
な
価
格
比
の
中
間
に
お
い
て
定
ま

る
こ
と
は
既
に
示
し
た
。
そ
れ
で
は
、
各
国
の
国
内
的
な
価
格
比
は
ど
の
様

に
し
て
示
さ
れ
る
か
。
前
に
示
し
た
通
り
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て

は
、
価
格
は
価
値
価
格
と
一
致
す
る
。
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σ工

eよ
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K1

魍
κ、　　　A（・1レτ・1）

1，τ21）’

_　　η．β2（ane，r）

「活 βエ
廻　　τ2工

@　　↓

F2．

q
↑
β
2
2
↓

八。，
ら〆 2τを、 r

鷲
　
＼
　
↓

濠。、

潤@，　．必
O

ノ
く

、 ・・＋ ?i1－a）　　’o卜勉・寄（・一％）
’ 、

図二第図三第

更
に
、

　
　
ぎ

　
　
　
　
（
画
皿
H
b
）

蕊
隔

　
　
ぎ

ぎ
肺

　
　
　
　
　
尋
回

で
あ
る
か
ら
、

盈
国

｝一→P
l母is’　1，“．　．g 昌

十

呂

　
　
　
↓
母

ご
H
§
い
。
十
↓
昌
（
μ
一
δ
）

　
　
　
］
「

　
　
　
　
　
凹

　
　
　
　
　
　
　
§
＋
h
ド
（
同
1
§
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
H

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
図
の
上
で
は
次
の
様
に
示
さ
れ
る
。
第
二
図
及
び
第
三
図
に
お
い

て
、
勲
よ
り
ご
軸
に
下
し
た
垂
線
の
足
勲
を
通
り
、
§
軸
上
の
一
ど

』
鰍
を
通
る
直
線
の
平
行
線
肉
㍉
“
の
§
載
片
O
き
は
レ
H
缶
臓
き
と

レ
き
肉
“
O
が
相
似
で
あ
る
こ
と
よ
り
し
ぽ
ド
（
H
一
§
）
に
等
し
い
。
ま
た
切
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
H

よ
り
ミ
軸
下
し
た
垂
線
の
足
9
と
原
点
の
距
離
0
9
は
翁
篇
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
長
さ
の
和
を
ご
軸
上
に
§
軸
と
同
一
単
位
で
と
り
O
亀
画
と

す
る
。
次
に
、
§
軸
の
一
と
国
麟
を
結
び
、
こ
の
直
線
が
ご
軸
と
な
す
角

3
の
絶
対
値
の
正
接
ミ
量
Φ
竺
が
価
格
比
を
示
す
。

　
こ
の
価
格
比
は
、
勲
の
座
標
が
H
冨
“
直
線
に
対
し
て
原
点
の
反
対
側
に

あ
れ
ば
工
よ
り
小
で
あ
り
（
第
二
図
）
同
じ
側
に
あ
れ
ば
一
よ
り
大
と
な
り

（
第
三
図
）
直
線
上
に
あ
れ
ば
一
に
等
し
く
な
る
Q
（
第
一
図
）

　
扱
、
価
格
比
は
、
こ
の
様
に
し
て
、
1
国
に
お
い
て
は
ミ
旦
o
L
∬
国
に

お
い
て
は
ミ
旦
Φ
』
と
し
て
決
定
さ
れ
、
国
際
的
な
価
格
比
は
こ
の
聞
に
て

定
ま
る
Q
前
と
同
じ
く
、

　
　
（
N
q
◎
、
）
　
ミ
蕊
一
恥
」
肱
、
肱
ミ
§
一
伊
「

　
　
　
　
　
も
M
ミ
旦
。
［

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
国
際
的
な
価
格
比
を
示
す
勾
配
を
持
つ
直
線
は
、

原
点
よ
り
第
－
象
限
に
押
し
出
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
1
国
に
お
い
て
は
ま
ず
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》
に
接
触
し
（
第
一
図
）
、
H
国
に
お
い
て
は
ま
ず
切
N
に
接
触
す
る
（
第

　
二
図
）
。
　
こ
の
こ
と
は
、
ミ
旦
偽
」
及
び
ミ
豊
。
』
が
何
れ
も
一
よ
り
大
で

　
あ
ろ
う
と
、
ま
た
共
に
一
よ
り
小
で
あ
ろ
う
と
無
関
係
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
ミ
蕊
一
q
H
［
燃
ミ
蕊
一
3
一

　
に
よ
っ
て
の
み
定
ま
る
。

　
　
こ
の
こ
と
は
、
1
国
に
お
い
て
は
生
産
財
生
産
部
門
に
、
豆
国
に
お
い
て

　
は
消
費
財
生
産
部
門
に
特
化
す
る
こ
と
の
方
が
、
そ
の
反
対
の
各
部
門
に
特

　
化
す
る
よ
り
も
、
よ
り
小
量
の
生
産
財
と
直
接
労
働
量
に
よ
り
、
従
来
と
同

　
じ
生
産
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
1
国
は
1
国
よ
り
消
費
財
を
一
単
位
輸
入
す
る
為
に
生
産
財
を
H
＼
、

　
財
勉
　
　
　
勉
　
　
単
位
輸
出
す
る
。
従
っ
て
、
1
国
に
お
け
る
貿
易
開
姶

瀕
　
　
後
の
消
欝
の
価
値
は
、
ミ
は
磐
壷
・
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
国
よ
り
生
産
財
一
単
位
を
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
国
は
、

　
　
　
　
／
　
　
　
る
。
ま
た
、

・
ア
グ
・

　
　
　
∠

　　生産財

1国　　tll

t21亘国

入
す
る
為
に
、
生
産
財
を
、
単
位
輸
出
す
る
。
従
っ

て
、
π
国
に
お
け
る
貿
易
開
姶
後
の
生
産
財
の
価
値
は
、

貿
易
開
始
後
の
消
費
財
の
価
値
の
、
倍
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
貿
易
開
始
後
の
消
費
財
は
、
輸
入
さ
れ
た

生
産
財
を
用
い
て
生
産
さ
れ
て
い
る
為
に
、
貿
易
開
始

後
の
五
国
の
消
費
財
の
価
値
は
、

　
　
　
　
　
亀
躊
、
爵
副
書
8
“
。
一
1
爵
莞

に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
、
B
菅
」
総
§

従
っ
て
、
貿
易
開
始
後
の
生
産
財
の
価
値
は
、

　　

@　

@
酎
・
襲
・
・
」
燈
評

に
て
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
考
え
方
は
、
勿
論
、
ミ
ル
（
竃
田
曽
い
Q
Q
こ
中
帥
宮
9
覧
¢
。
。
亀
同
。
犀
言
匙

国
8
き
ヨ
ざ
H
c
。
蕊
）
の
相
互
需
要
均
等
の
法
則
に
依
存
す
る
。
即
ち
、
輸
入

商
品
の
価
値
は
、
そ
の
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
輸
入

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
地
に
お
い
て
、
そ
の
商
品
を
獲
得
す
る
為
に
要
す
る
費
用
、
即
ち
、
こ
れ
と

　
交
換
に
与
え
ら
れ
る
輸
出
品
の
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
て
れ
る
も
の
と
考
え

　
る
Q

（
1
1
）
　
こ
の
場
合
の
価
格
体
系
は
、

　
　
　
　
　
　
§
ξ
L
ド
＋
ぎ
書
回
ぎ
し
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　　

@　

@　
｣
非
＋
・
薯
…
書
斗

　
で
与
え
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
物
質
的
な
単
純
再
生
産
の
条
件
は
、

　
　
　
　
　
　
き
μ
1
　
　
黛
お

　
　
　
　
　
　
β
’
。
　
　
H
1
爵
H

　
で
あ
り
、
価
値
通
り
で
の
交
換
の
条
件
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
説

　
　
　
　
　
　
亀
路
聴
魅
－
M
↓
蕗
篭
出

　
　
　
　
　
　
　
　
譲

　
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、

　　

@　

@　

闊
ﾓ
卵
…
9
舗
、
聡
「
串
き

　
か
く
し
て
、
価
値
価
格
と
価
格
は
一
致
す
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
場
合
に
は
、
不
完
全
特
化
を
行
う
国
の
生
産
者
は
、
貿
易
の
開
始

　
に
よ
っ
て
も
、
所
得
率
を
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

　
富
国
は
常
に
貿
易
の
利
益
を
受
け
え
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
現
実

　
は
逆
で
あ
り
、
富
国
は
、
そ
の
富
の
力
を
背
景
と
し
て
貧
国
を
搾
取
す
る
。

　
そ
れ
は
、
こ
x
で
示
さ
れ
る
以
外
の
力
の
作
用
が
、
交
易
条
件
決
定
に
際
し

　
て
作
用
し
、
富
国
は
自
国
に
都
合
の
よ
い
様
に
交
易
条
件
を
決
定
す
る
。
こ

　
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
示
す
。

（
1
3
）
　
為
1
1
詮
の
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
B
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
ご
H

　
　
　
　
　
　
§
『
B
＋
§
ゴ
悔
F
　
『
・
吾
＋
『
峯
－
貸
・
・
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
野
。
野
」

こ
れ
よ
り
、

（b3

p◎

j
（
櫻
∀
「

　
　
　
　
S
呉
器

ご
ド
（
8
い
・
1
S
N
）
十
ご
爬
（
H
…
δ
）

一　227　一



国
際
分
業
と
国
際
交
換

ま
た
、
、
U
詮
」
の
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
崔

　
　
　
　
　
　
　
ゴ
劇

§
g
＋
δ
ぎ
』
F

　
　
　
　
　
　
魏
詑

　
　
　
↓
い
。
H

8
覧
B
十
↓
B
（
H
1
亀
N
一
）

　
こ
れ
よ
り
、

　　

@（

c
）
（
畿
》
三
王
離
日
）

　
が
得
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
間
に
は
、
豆
国
の
消
費
財
輸
出
の
増
加
が
、
1
国
の
消
費
財
輸
入

　
を
増
加
せ
し
め
、
1
国
の
生
産
財
生
産
部
門
と
消
費
財
生
産
部
門
の
間
に
所

　
得
率
の
差
を
生
ぜ
し
め
、
こ
れ
は
同
国
内
に
お
け
る
生
産
者
を
し
て
、
消
費

　
財
生
産
部
門
よ
り
生
産
財
生
産
部
門
に
移
動
せ
し
め
る
。
こ
の
移
動
は
、
両

　
部
門
聞
の
所
得
率
の
差
の
な
く
な
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
場
合
、
こ
の
国
の
生
産
財
生
産
部
門
の
生

　
産
条
件
が
、
消
費
財
部
門
の
そ
れ
に
比
し
て
労
働
節
約
的
で
あ
れ
ば
、
後
者

　
よ
り
前
者
へ
の
生
産
の
転
換
の
過
程
に
お
い
て
、
生
産
財
の
量
を
一
定
と
す

　
れ
ば
労
働
力
は
過
剰
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
は
、
輸
出
数
量
を
削
減
す
る

　
こ
と
に
よ
り
、
国
内
完
全
雇
傭
、
そ
し
て
交
易
条
件
の
有
利
化
を
達
成
し
う

　
る
。
逆
は
逆
。

（
1
6
）
　
1
国
の
生
産
財
生
産
部
門
の
拡
大
再
生
産
の
開
始
は
、
1
国
の
消
費
財

　
生
産
部
門
の
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
を
縮
小
せ
し
め
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程

　
が
1
国
の
消
費
財
生
産
部
門
の
可
能
性
を
零
な
ら
し
め
る
時
に
は
ど
の
よ
う

　
な
状
態
と
な
る
か
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
1
国
の
生
産
財
生
産
部
門
に
お
け

　
る
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
も
零
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
生
産
財
に
つ
い
て

　
の
供
給
が
需
要
と
一
致
し
た
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
3
H
δ
㌦
十
§
聴
B
菅
皿
き
㌦

　
こ
れ
と
同
時
に
、
消
費
財
に
つ
い
て
も
需
給
は
一
致
し
、

　
　
　
　
　
　
噸
ぎ
等
＋
熊
惹
誓
…
憲
菅

　
で
あ
る
。
こ
の
状
態
に
お
け
る
生
産
財
生
産
量
と
消
費
生
産
財
の
比
は
、

　　

@（

c
）
競
…
論
H
H

で
あ
る
。
即
ち
、
生
産
財
に
つ
い
て
の
需
給
方
程
式
よ
り
も
、

に
つ
い
て
の
需
給
方
程
式
よ
り
も
同
じ
水
準
は
保
証
さ
れ
る
。

て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
h
ド
　
H
l
『
艮
マ
穿
～
悼
）

　
　
　
　
　
き
㌦
　
　
　
　
　
鳳
認
誓
　
　
　
　
　
　
　
謬
い
・

　
　
　
　
　
娩
B
菅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
一
H
、
（
困
1
3
　
）

ま
た
消
費
財

後
者
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犠
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
』
「
　
　
　
　
　
　
　
ー
ド
ー
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駄
駄
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
1
国
の
生
産
力
が
∬
国
に
比
し
て
遙
か
に
大
で
あ
り
、
消
耗
さ
れ
た
生

　
産
財
以
上
に
生
産
財
が
生
産
さ
れ
る
時
に
は
、

　
　
　
　
　
　
3
篭
崔
誇
負
圏
聴
B
〈
3
H

　
　
　
　
　
　
や
ぎ
＋
期
憲
v
§

　
こ
れ
よ
り
、

　　

@　

@　

ﾋ
v
日
辮
－
龍

　
　
ま
た
、
豆
国
の
生
産
力
が
大
で
あ
る
、
消
耗
さ
れ
た
消
費
財
以
上
に
消
費

　
財
が
生
産
さ
れ
る
時
に
は
、

　
　
　
　
　
、
3
雲
雨
H
十
S
黒
B
＞
3
H

　
　
　
　
　
や
書
＋
鮒
聴
・
・
〈
ぎ

　
こ
れ
よ
り
、

　　

@　

@
縮
く
論
　
H
－
崩

　
そ
こ
で
、

　　

@　

@
工
鞭
～
龍
嗣

　
と
す
る
と
、
9
は
前
に
示
し
た
よ
う
に
、
各
国
の
輸
出
量
が
、
各
国
の
国
内

　
再
生
産
に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
の
生
産
物
で
あ
る
と
す
る
と
、
時
の

　
経
過
と
共
に
減
少
す
る
。
故
に
、

　
　
　
　
　
　
黍
…
譜

　
こ
Σ
で
ン
は
正
の
数
。
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
偽
M
鴫
。
“
一
誉
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8
0
は
9
の
初
期
条
件
、
故
に
、

　　

@　

@　
浴
c
蝋
汗
・
。
曾
、
、

　
か
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
隷
ミ
L
密
r
庭
唇
陀
－

　
　
　
　
　
　
3
8
薔
N
　
　
謹
隊

（
1
8
）
　
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
、
両
国
の
生
産
者
の
所
得
率
は
等
し
く
な
る
。
、

　
　
両
国
の
生
産
者
の
貿
易
後
の
所
得
率
は
夫
々

　
　
　
　
　
　
3
㌦
M
」
r
（
院
ミ
う
§
・
H
L
「
（
H
急
§
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
μ

　
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
国
際
的
な
価
格
は
、

　　

@　

@　

@　

@　

@
ざ
鰭

　
　
　
（
ミ
）
　
為
M

　　

@　

@　

@　

N
・
ご
ホ
＋
§
ざ
・
鞭

　
こ
れ
は
更
に
、
世
界
的
な
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
、

　　

@
（
・
。
H
）
崩
」
講
目

　
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ゴ

　
　
　
（
ω
b
。
）
も
一
1

　
　
　
　
　
　
　
黛
ゴ
§
＋
？
ぎ
（
H
1
δ
）
』
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
に

　
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
様
な
価
格
の
下
に
お
い
て
は
、
両
国
の
生
産
者
の
所

得
率
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
　
　
黛
㌦
M

　　

@　

@　

@
　
．
ぎ
μ
講
＝
＋
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

　
　
　
　
　
　
§
菅
国

　　

@　

@　

@　

@
『
・
』
講
二
＋
・
B

　
と
な
り
、

　
　
　
（
心
刈
）
　
3
冥
凹
δ
卜
9
苦

　
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
国
際
的
な
交
換
は
、

　
　
国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
　
（
ω
ω
）
　
S
N
餅
㌦
k
い
。
N
国
↓
に
謎
戸

　
で
あ
る
か
ら
、

　　

@
（
心
Q
o
）
母
等
…
坤
・
罐

　
そ
こ
で
世
界
的
な
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
を
仮
定
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
さ
㌦
　
　
　
亀
躊

　
　
　
　
　
　
3
卜
⊇
菅
　
　
H
1
8
ド

　
従
っ
て
、

　
　
　
（
蔭
Q
Q
）
、
…
革
普
川
恥
計
囲
鳳
・
・
苦
蔚

　
更
に
こ
の
こ
と
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
、
ヨ
B

　
　
　
　
　
　
H
－
3
H
　
　
H
．
t
、
黛
8

　
　
　
　
　
　
。
　
H
　
　
　
↓
昌
　
　
一
　
　
↓
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
．
．
、
　
　
μ
1
3
　
　
　
H
一
、
黛
蹄

　
か
く
し
て
、

　
　
　
（
ト
も
。
）
　
》
卜
。
莞
莞
糾
、
B
契
斎

（
・
・
）
　
　
蝋
」
辮
　

　
の
状
態
に
お
い
て
，
は
、

　
　
　
（
心
q
o
）
　
母
業
M
、
N
㌦
漕
餅
曝
曽
凹
、
N
N
業

　
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
産
財
が
世
界
全
体
と
し
て
過
剰
し
、

　
　
　
　
　
　
3
殿
目
十
貸
B
鳩
鵠
〈
娩
目

　
消
費
財
が
世
界
全
体
と
し
て
不
足
す
る
状
態
、

　
　
　
　
　
　
楼
娩
・
・
＋
鮨
靴
・
・
〉
娩
鵠

　
に
お
い
て
は
、

　　

@　

@　

｣
v
聡
「
舘
婚

　
で
あ
り
、
国
際
的
な
交
換
方
程
式
よ
り
導
び
か
れ
る
、
N
㌦
は
、

　　

@　

@　

鼕
ﾎ
…
昨
・
離
〉
騨
・
蝋
…
、
・
壬
畢
ぷ
讐

従
っ
て
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
馬
卜
・
じ
。
醤
V
ぎ
静

　
　
逆
に
、
生
産
財
が
世
界
全
体
と
し
て
不
足
す
る
状
態
、
従
っ
て
ま
た
消
費
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

財
が
世
界
全
体
と
し
て
過
剰
す
る
状
態
に
お
い
て
は
、

　　

@　

｣
く
論
H
貼
下

畑
に
、

　　

@　

帛
Q
…
正
紺
八
斗
・
蝋
ぷ
静
柴
ぷ
苦

従
っ
て
ま
た
、

　
　
　
　
曹
釜
く
ざ
菅

　
扱
、
各
国
内
で
は
、
価
値
通
り
の
交
換
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

交
換
が
始
っ
て
後
も
、

　　

@　

l
選
賦
も

し
か
し
、
国
際
交
換
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　　

@　
｣
兆
認
．
．
亀
聡

ま
た
、

緩
携
　
童
M
℃
障

、
戸
N
菅
焼
ぎ
莞
　
馬
目
H
菅

国
際

　
　
と
な
り
、
こ
れ
よ
り
、

　　

@　

@　

z
三
醸
㎎
↑
↓
、
…
鰹

　
　
ま
た
、

　　

@　

@　

ﾊ
兆
嶺
懲
芝
・
狸
・

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
、
酵
菅
M
、
p
㌦
及
び
覧
三
管
1
一
蝋
器
の
場
合
に
の
み
、
国
際
的
に
も

　
　
等
価
交
換
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
以
外
の
状
態
に
お
い
て
は
、
常
に
不
等
価
交

　
　
換
が
行
な
わ
れ
る
。

　
六
、
以
上
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
が
ど
の
様
に
開
始
さ

れ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
、
最
も
簡
略
に
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
国
際
的

な
価
値
価
格
及
び
価
格
比
が
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
を
示
し
た
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
各
国
の
生
産
物
の
数
量
比
・
生
産
条
件
及
び
再
生
産

条
件
の
函
数
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
各
国
の
生
産
物
の
数
量
比
は
一
定

で
な
く
、
各
国
の
輸
出
数
量
決
定
に
お
け
る
決
意
が
最
も
単
純
な
場
合

（
各
国
内
再
生
産
に
必
要
で
な
い
も
の
N
凡
て
を
輸
出
す
る
場
合
）
に
は
、

特
定
の
水
準
に
向
か
っ
て
収
敏
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ

れ
ら
の
事
情
は
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
ど
の
様
に
現
わ
れ

る
か
を
示
す
。

　
資
本
制
商
品
生
産
社
会
以
前
の
商
品
生
産
社
会
（
単
純
商
品
生
産
社

会
）
に
お
け
る
貿
易
が
、
　
一
定
の
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
を
、

で
き
る
だ
け
高
く
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
使
用
価

値
を
購
入
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
所
得
を
獲
得
す
る
こ
と
の
為
に
利
用

さ
れ
た
こ
と
は
前
に
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
貿
易
は
そ

の
社
会
の
再
生
産
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
こ
の
社
会
が
未
だ
低
い
生
産
力
し
か
持
た
ず
、
国
外
へ
の
市
場
の
拡

張
は
、
単
に
便
宜
の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

資
本
制
商
品
生
産
祉
会
に
お
い
て
は
、
生
産
力
は
高
ま
り
、
そ
の
再
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

の
為
に
は
、
国
外
市
場
は
必
要
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。

　
ま
ず
、
他
国
に
先
駆
け
て
資
本
制
の
発
生
し
た
国
に
お
い
て
は
、
国
内

市
場
の
横
及
び
縦
え
の
拡
り
は
著
し
く
現
わ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
国
に
お

い
て
は
、
封
建
制
の
内
部
に
お
い
て
資
本
制
の
萌
芽
が
充
分
に
成
熟
し
、

本
源
的
な
蓄
［
積
が
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
、
封
建
勢
力
は
全
面
的
に
敗
退
せ

し
め
ら
れ
、
そ
の
残
席
も
一
塁
さ
れ
る
。
そ
の
為
に
、
資
本
制
は
現
物
経

済
の
内
に
充
分
に
浸
透
し
、
国
内
市
場
の
横
へ
の
隠
り
を
著
し
く
す
る
。
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次
に
、
生
産
は
実
質
的
に
資
本
の
支
配
下
に
お
か
れ
、
そ
の
結
果
、
資
本

は
差
別
利
潤
の
獲
得
、
相
対
的
剰
余
価
値
搾
出
の
為
に
労
働
の
生
産
性
を

高
め
る
方
法
を
採
用
し
、
そ
の
為
に
、
生
産
財
に
対
す
る
需
要
を
形
成
し

拡
大
す
る
。
こ
れ
を
充
た
す
為
に
は
、
生
産
財
生
産
部
門
を
国
内
に
設
け

る
他
は
な
く
、
国
内
市
場
の
縦
え
の
拡
り
は
急
速
に
進
行
す
る
。
か
く
し

て
こ
の
先
進
資
本
笹
野
は
、
そ
の
発
展
に
伴
い
、
資
本
の
無
限
の
拡
大
に

よ
り
、
必
然
的
に
国
外
市
場
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

　
次
に
、
既
に
発
展
し
た
資
本
制
国
が
、
国
外
市
搦
を
求
め
て
い
る
段
階

に
お
い
て
資
本
制
に
入
っ
た
国
に
お
い
て
は
、
資
本
制
の
繭
芽
は
先
進
国

の
資
本
制
の
強
要
に
よ
り
、
封
建
的
残
津
が
一
払
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
む

し
ろ
そ
れ
が
温
存
利
用
さ
れ
つ
つ
、
発
育
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

こ
の
国
で
は
、
農
村
に
お
い
て
封
建
的
土
地
関
係
が
残
存
し
、
農
業
に
お

け
る
資
本
制
的
生
産
は
行
な
わ
れ
ず
、
ま
た
多
く
の
小
生
産
者
も
存
在
す

る
。
か
く
し
て
農
村
は
大
量
の
安
価
・
な
労
働
力
の
供
給
源
と
な
り
、
賃
労

働
者
の
労
働
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
国
内
市
場
の
横

へ
振
り
を
阻
む
。
ま
た
労
働
力
が
極
め
て
安
く
利
用
で
き
る
為
に
、
資
本

の
有
機
的
構
成
は
低
く
、
生
産
財
需
要
は
増
大
し
な
い
。
し
か
も
、
生
産

財
需
要
も
直
ち
に
は
国
内
で
の
生
産
財
生
産
部
門
の
創
出
を
斉
ら
さ
せ
な

い
。
消
費
財
や
こ
の
国
の
特
産
品
の
生
産
が
比
較
的
に
有
機
的
構
成
が
低

く
、
多
く
の
資
本
を
要
せ
ず
、
安
い
労
働
力
を
多
く
利
用
し
う
る
為
に
、

こ
の
国
の
資
本
は
、
生
産
財
の
生
産
に
は
向
わ
ず
、
従
っ
て
、
生
産
財
の

需
要
は
国
外
に
向
う
。
こ
の
為
、
国
内
市
場
の
縦
え
の
拡
り
も
阻
ま
れ
る
。

国
内
市
場
の
横
及
び
縦
え
の
拡
り
が
順
調
に
進
行
し
な
い
結
果
、
こ
の
国

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
資
本
制
成
立
後
、
日
な
ら
ず
し
て
、
国
外
市
場
を
求
め
る
結
果
と
な
る
。

　
か
く
し
て
、
資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
、
貿
易
は
社
会
の
存
続
に
と
っ

て
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
し
か
も
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
は
先
進
国
と
後
進
国
と
言
う
二
つ
の
範
、
疇
が
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、

こ
こ
に
示
さ
れ
る
資
本
制
の
下
に
お
け
る
先
進
国
を
1
国
、
後
進
国
を
亜

国
と
し
、
そ
の
聞
に
お
い
て
、
生
産
財
と
消
費
財
の
生
産
が
貿
易
の
開
始

を
契
機
と
し
て
、
ど
の
様
に
再
編
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
、
国
際
的
な
価

値
関
係
及
び
価
格
関
係
を
ど
の
様
に
規
定
し
て
ゆ
く
か
を
示
す
。

　
貿
易
は
、
資
本
制
社
会
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
い
う

も
の
の
、
そ
れ
は
、
資
本
制
以
前
の
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し

た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
一
定
の
労
働
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
商
晶
を
、
で

き
る
だ
け
高
く
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
で
ぎ
る
だ
け
多
く
の
使
用
価
値

を
購
入
し
で
き
る
だ
け
多
く
の
所
得
を
獲
得
す
る
こ
と
の
為
に
貿
易
は
利

用
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
各
国
の
輸
出
品
に
は
、
そ
の
国
の
特
産

品
だ
け
で
な
く
、
相
手
国
に
較
べ
て
、
比
較
的
有
利
に
生
産
し
う
る
商
品

が
選
ば
れ
る
。
こ
の
様
な
過
程
を
通
し
て
の
世
界
市
場
の
発
展
は
、
商
品

に
対
す
る
需
要
を
増
大
せ
し
め
、
従
来
の
単
純
商
品
生
産
社
会
の
基
礎
で

あ
っ
た
手
工
業
を
圧
迫
し
、
こ
の
こ
と
は
、
小
さ
な
手
工
業
経
営
か
ら
、

賃
金
労
働
者
の
搾
取
に
基
く
大
き
な
盗
本
制
的
経
営
へ
の
発
展
を
促
が
し

た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
一
方
、
小
商
晶
生
産
者
が
階
層
分
化
す
る

こ
と
に
よ
り
盗
本
制
的
企
業
を
生
み
出
し
、
他
方
で
は
、
商
業
資
本
が
自

か
ら
産
業
資
本
に
転
化
す
る
。
そ
し
て
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
が
発
生

す
る
。
こ
の
過
程
を
世
界
的
に
み
る
と
、
そ
の
発
生
の
歴
史
的
段
階
の
差

一　231　一



国
際
分
業
と
国
際
交
換

器
に
よ
り
、
前
に
示
し
た
様
に
、
先
進
国
と
後
進
国
の
区
別
が
は
っ
き
り

と
現
わ
れ
る
。
し
か
し
、
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
に
行
な
わ
れ
る
貿
易

に
お
い
て
も
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
が
果
し
た
と
同
じ
役

割
が
果
さ
れ
る
。
単
純
商
晶
生
産
社
会
に
お
い
て
各
国
の
生
産
者
の
所
得

率
を
高
め
た
そ
の
同
じ
効
果
は
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
於
て
は
、
各

国
の
資
本
の
利
潤
率
を
高
め
る
の
に
役
立
つ
。
そ
れ
が
ど
の
様
に
現
わ
れ

る
か
に
つ
い
て
次
に
示
す
。

　
貿
易
は
、
単
純
土
留
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
所
得
を
生

み
出
す
為
に
行
な
わ
れ
た
し
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
よ

り
多
く
の
利
潤
を
生
み
出
す
為
に
行
な
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の

所
得
と
言
い
利
潤
と
言
い
、
そ
の
名
称
こ
そ
違
え
、
本
質
は
同
じ
く
、
そ

の
各
々
の
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
剰
余
生
産
物
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
い
か
な
る
歴
史
的
段
階
に
お
か
れ
る
に
せ
よ
、
貿

易
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
特
殊
な
形
態
を
と
る
剰
余
生
産

物
の
生
産
の
為
に
行
な
わ
れ
る
。

　
前
に
示
し
た
通
り
、
資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
、
剰
余
生
産
物
は
剰
余

価
値
と
い
う
特
殊
な
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
N
で
は

ま
ず
第
一
に
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
の
開
始
は
、
剰
余

価
値
の
大
き
さ
を
増
大
せ
し
め
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
資
本
制
社
会
の
特
微
は
、
盗
本
家
と
賃
金
労
働
者
と
い
う
特
殊
な
階
級

が
現
わ
れ
て
、
資
本
家
が
賃
金
労
働
者
の
搾
取
に
基
く
再
生
産
を
営
む
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
資
本
家
は
、
商
品
の
売
上
価
格
よ
り
生
産

手
段
の
価
格
と
賃
金
を
差
し
引
い
た
利
潤
の
、
彼
の
投
下
し
た
資
本
に
対

す
る
比
率
（
利
潤
率
）
を
高
め
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
そ
の
よ
う
な
努
力

に
導
び
か
れ
る
競
争
の
過
程
は
や
が
て
、
各
国
に
お
い
て
、
各
部
門
間
の

利
潤
率
が
均
等
す
る
状
態
を
齎
ら
す
。
こ
れ
は
前
に
な
ら
っ
て
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
る
。

（
壕
）
露
鷲
麗
韓
贈
鳶
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぶ
も
時
。
十
守
駆
。
↓
鎗
）
（
H
十
、
N
）
1
1
博
ふ
。

　　

@　

@　

@　

@｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＆
躊
》
十
守
N
↓
爲
）
（
H
十
、
沁
）
“
H

こ
の
場
合
に
は
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
生
産
価
格
は
相
対
価
値
一
価

値
価
格
に
等
し
く
な
い
。
更
に
き
は
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
正
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
為
に
は
、
前
に
示
し
た
様
に
、
剰
余
生
産
物
、
従

っ
て
そ
の
資
本
制
の
下
で
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
剰
余
価
値
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
各
国
共
に
、
貿
易
開
始
に
先
立
っ
て
、
剰
余
価
値
が
存
在
し
て

い
る
も
の
と
す
る
。

（
勲
）
轟
旧
軽
目
龍
・
轟
隅
賦
｝
口
麗

　
ま
た
、
国
内
的
な
価
値
価
格
℃
戸
及
び
㌔
n
に
対
応
し
て
、
国
際
的
な

価
値
価
格
℃
が
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
一
方
の
国
の
生
産
財

一
単
位
と
交
換
さ
れ
る
地
方
の
国
の
消
費
財
の
単
位
数
を
示
す
。
こ
玉
で

も
ま
た
、
、
は
、
戸
と
、
沁
の
闇
に
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
更
に
、
1
国
を
先
進
国
、
皿
国
を
後
進
国
と
仮
定
し
た
結
果
、

　
　
（
嵩
）
　
㌔
H
広
㌔
臥
、
じ
。
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（
4
）

で
あ
る
。
か
著
る
状
態
の
下
で
、
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
、
皿
国
が

消
費
財
生
産
部
門
に
特
輯
す
れ
ば
、
か
x
る
特
化
が
両
国
の
資
本
に
と
っ

て
有
利
で
あ
る
か
否
か
を
調
べ
る
。

　
国
際
的
な
価
値
価
格
を
、
と
し
て
、
貿
易
開
始
前
に
お
け
る
各
国
各

部
門
の
生
産
物
の
価
値
が
、
貿
易
開
始
後
に
お
い
て
、
夫
々
、

　　

@　

@
膏
ヅ
簸
熱
網

の
如
く
変
化
す
る
こ
と
は
、
前
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ

に
従
っ
て
、
貿
易
開
始
後
の
剰
余
価
値
の
大
き
さ
は
、
貿
易
開
始
前
の
そ

れ
に
対
し
て
、

（ω

@
）
糾
い
罪
∵
轟
賦
肋
“
∵

　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
如
く
変
化
す
る
。
即
ち
、
各
国
各
部
門
の
何
れ
に
お
い
て
も
、
貿
易
の

開
始
に
よ
り
、
剰
余
価
値
の
大
き
さ
は
増
大
す
る
。

　
以
上
、
貿
易
の
開
始
と
共
に
、
各
国
各
部
調
理
に
剰
余
価
値
が
増
大
せ

し
め
ら
れ
る
こ
と
を
み
た
。
し
か
し
、
こ
瓦
で
も
ま
た
老
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
貿
易
が
単
な
る
交
換
に
す
ぎ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
貿

易
の
開
始
が
何
故
に
、
価
値
の
生
産
を
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q

単
純
商
品
生
産
社
会
を
扱
っ
た
処
に
お
い
て
既
に
示
し
た
様
に
、
こ
の
問

題
に
対
し
て
は
、
貿
易
の
開
始
が
、
世
界
全
体
と
し
て
存
在
す
る
生
産
条

件
の
内
か
ら
、
夫
々
、
比
較
的
に
有
利
な
生
産
部
門
を
各
国
に
担
当
せ
し

め
る
よ
う
に
国
際
的
な
分
業
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
老
え
れ
ば
解
答
が
与

え
ら
れ
る
。
即
ち
、
貿
易
の
開
始
に
よ
る
国
際
分
業
に
よ
り
、
世
界
全
体

　
　
　
国
際
分
業
と
国
際
交
換

と
し
そ
の
生
産
力
が
昂
上
せ
し
め
ら
れ
る
為
に
、
貿
易
開
始
前
よ
り
も
多

く
の
価
値
が
生
産
さ
れ
る
。
更
に
、
貿
易
開
始
の
前
後
を
通
し
て
、
賃
金

労
働
者
に
対
す
る
実
質
賃
金
は
不
変
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
増
産
せ
し
め

ら
れ
た
価
値
は
、
す
べ
て
剰
余
価
値
に
流
入
し
、
剰
余
価
値
は
か
く
し
て

膨
れ
上
る
。

　
こ
の
様
に
し
て
、
貿
易
の
開
始
と
共
に
増
大
せ
し
め
ら
れ
た
剰
余
価
値

は
、
各
国
の
資
本
の
利
潤
率
を
、
貿
易
開
始
前
の
そ
れ
に
比
し
て
上
昇
せ

　
　
（
6
）

し
め
る
。
今
、

　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
　
P
1
1

　
　
　
　
　
　
　
H
＋
き

と
す
る
と
、
（
7
）
よ
り
、

（・・

w
）
｛
回
腸
餅
∴
黙
一
揖
欝

で
あ
る
。

　
更
に
、

　
　
（
日
刈
）
　
㌔
ド
仇
、
広
、
楠

に
対
応
し
て
、
消
費
財
を
貨
幣
と
す
る
生
産
財
の
国
際
的
生
産
価
格
に
つ

い
て
、

　
　
（
ω
Q
。
）
　
》
上
野
広
㌻

と
す
惹
と
、
貿
易
開
始
後
の
各
国
各
部
門
の
利
潤
率
は
、

（ω

ｳ
）
｛
賦
興
二
賦
興
』

　
　
（
7
）

と
な
り
、
結
局
、
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化
し
、
∬
国
が
消
費
財

生
産
部
門
に
特
化
す
る
こ
と
は
、
両
国
の
資
本
に
と
っ
て
何
れ
も
有
利
で
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

あ
る
こ
と
が
判
る
。
逆
は
逆
。

　
と
こ
ろ
で
生
産
条
件
が
一
定
と
い
う
仮
定
の
下
で
、
、
外
国
貿
易
の
開
始

に
よ
り
、
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化
し
、
皿
国
が
消
費
財
生
産
部

門
に
特
化
す
る
場
合
、
両
国
の
資
本
の
利
潤
率
が
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
各
国
に
お
い
て
、
剰
余
価
値
が
、
貿
易
開
始
前
に
較
べ
て
増
加
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
特
化

し
、
皿
国
が
消
費
財
生
産
部
門
に
特
化
し
た
場
合
、
剰
余
価
値
の
増
大
を

保
証
す
る
（
1
7
）
の
公
準
と
、
同
一
の
状
態
の
下
で
、
各
国
の
特
化
部
門

の
利
潤
率
の
上
昇
を
保
証
す
る
（
3
8
）
の
公
準
は
平
行
す
る
。
　
（
こ
の
両

者
が
等
値
で
な
い
こ
と
は
後
程
判
明
す
る
）
。
　
か
く
し
て
、
（
3
8
）
の
不
等

号
を
逆
転
せ
し
め
る
価
格
状
態
は
否
定
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
貿
易
開
始
に
よ
る
適
当
な
図
化
に
よ
り
、
剰
余
価
値
の
増

加
を
保
証
す
る
（
1
7
）
の
公
準
は
、
前
節
に
お
い
て
示
し
た
単
純
商
村
社

産
会
に
お
け
る
比
較
生
産
費
公
準
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
価
値
価

格
と
価
格
と
は
常
に
一
致
し
た
為
に
、
価
値
価
格
に
つ
い
て
の
不
等
式
と
、

価
格
に
つ
い
て
の
不
等
式
の
何
れ
が
比
較
生
産
費
公
準
で
あ
る
か
に
つ
い

て
詳
し
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
価
値
価
格
の
不
等
式
を
公
準
と
し
た
。

こ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。

　
既
に
示
し
た
通
り
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
価
値
価
格

と
生
産
価
格
は
一
藪
し
な
い
、
そ
こ
で
、
価
値
価
格
差
に
基
く
特
化
の
性

格
と
、
生
産
価
格
差
に
基
く
特
化
の
性
格
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
価
値
価
格
差
に
基
く
訓
化
は
、
剰
余
価
値
の
増
加
を
齎
ら
し
、
生
産

価
格
差
に
基
く
特
化
は
、
資
本
の
利
潤
率
の
上
昇
を
齎
ら
す
。
と
こ
ろ
で
、

資
本
制
社
会
に
お
け
る
利
潤
は
剰
余
価
値
を
そ
の
質
的
内
容
と
す
る
。
従

っ
て
、
特
化
の
よ
り
本
源
的
な
公
準
は
、
価
値
価
格
差
に
求
め
な
け
れ
ば

　
　
　
（
8
×
9
）

な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
価
値
価
格
に
つ
い
て
の
不
等
式
を
比
較
生
産
費

公
準
と
す
る
こ
と
の
正
当
性
は
証
明
さ
れ
る
。

　
以
上
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
が
、
何
を
規
定
的
動
機

と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
国
際
的
な
価
格
が
ど
の
様
な
範

囲
で
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
各
国
の
資
本
を
満
足
せ
し
め
る
か
を
示
し
た
。

そ
こ
で
次
に
は
、
か
＼
る
国
際
的
な
価
格
比
が
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ

る
か
、
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
様
な
規
則
に
支
配
さ
れ
る
か
を
示
す
。

　
国
際
的
価
値
価
格
及
び
価
格
比
は
、
生
産
要
素
の
国
際
的
移
動
の
な
い

処
に
お
い
て
は
、
相
互
需
要
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
資
本
制

商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
国
際
的
な
相
互
需
要
は
ど
の
よ
う
に
し
て
現
わ

れ
る
か
。

　
こ
の
問
題
に
答
え
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
資
本
制
社
会
の
国
内
的
な

再
生
産
が
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
老
え
る
。

一
国
内
の
再
生
産
は
こ
瓦
で
も
単
純
再
生
産
で
あ
る
と
仮
定
し
て
お
こ
う
。

こ
の
場
合
、
・
3
国
に
お
け
る
物
質
的
な
単
純
再
生
産
の
条
件
は
、

　
　
（
一
Q
。
）
　
箏
窯
H
十
亀
寒
誌
1
1
き
戸

　
　
　
　
　
ご
一
き
目
十
」
卜
。
き
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
3
鱒

　
　
　
　
　
　
　
謹

こ
れ
よ
り
、

　
　
（
§
辮
－
H
鍬
．

な
る
様
に
正
の
き
H
及
び
き
吋
が
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
べ
単
純
再
生
産
表
式
は
、
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§
寒
高
望
十
二
ご
傷
手
飴
十
↓
登
（
目
一
目
㌦
召
書
餌
“
き
嵐
軸
H

　
　
（
凸
）

　
　
　
　
　
ぶ
寒
張
躍
十
黛
」
悼
き
の
ぎ
十
」
駆
。
（
一
i
ミ
飴
）
き
い
。
1
1
掬
”
陣
路

で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
両
部
門
間
の
交
換

　
　
（
心
b
o
）
　
3
寒
路
鋤
1
1
伽
き
誤
瓢
穐
十
ご
μ
（
H
l
簿
㌦
、
卜
。
）
き
μ

に
よ
り
価
値
通
り
の
交
換
も
行
な
わ
れ
る
。

　
次
に
、
価
値
が
生
産
価
格
に
転
化
し
た
場
合
を
考
え
る
。
生
産
価
格
は
、

消
費
財
を
貨
幣
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
（
§
も
色
十
簿
㍉
蹄
）
（
H
潔
き
）
H
》

　
　
（
刈
）

　
　
　
　
　
（
孕
楠
》
十
y
J
）
（
H
十
さ
）
1
1
H

で
定
め
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
場
合
の
物
質
的
単
純
再
生
産
の
条
件
は
、

　
　
　
　
　
亀
躊
き
日
十
亀
飴
ぶ
H
き
　

　
　
（
鮮
G
◎
）

　
　
　
　
　
呼
㍉
母
き
H
十
守
．
↓
爲
き
悼

　
　
　
　
　
　
十
（
鼻
も
“
十
黛
↓
茸
）
さ
き
日
十
（
鼻
も
価
十
黛
↓
億
）
♪
き
層
1
1
き
助

こ
の
何
れ
の
式
よ
り
も

　
　
（
H
Φ
）
　
（
1
0
）
雄
u
書
幅

が
得
ら
れ
、
生
産
価
格
へ
の
転
化
が
あ
っ
て
も
、
生
産
条
件
が
変
化
せ
ず
、

単
純
再
生
産
の
条
件
が
変
化
し
な
い
限
り
、
生
産
財
生
産
量
と
消
費
財
生

産
量
の
数
量
比
は
不
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
の
単
純
再
生
産
の

表
式
は
、

　
　
　
　
　
3
も
緊
戸
十
黛
ご
殿
貨
十
（
目
十
、
、
叩
）
爵
ご
き
　
1
1
き
も
馳

　
　
（
ら
膳
）

　
　
　
　
　
鼻
も
、
き
悼
十
黛
β
寒
轟
十
（
一
十
き
）
黛
↓
誌
き
“
。
1
1
き
の

で
あ
り
、
両
部
門
の
交
換
は
、

　
　
　
国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
（
膳
q
）
　
ぶ
も
き
帰
H
辞
↓
嵩
き
戸
十
（
H
穿
き
）
辞
↓
働
き
H

で
あ
る
。

　
国
内
に
お
け
る
再
生
産
が
以
上
の
如
く
行
な
わ
れ
る
場
合
、
国
際
的
に

は
、
交
換
は
ど
の
様
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
再
生
産
は
ど
の
様
に
展

開
さ
れ
る
か
。

　
貿
易
開
始
後
の
再
生
産
が
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
る
か
は
、
両
国
の
生
産

力
・
生
産
条
件
及
び
再
生
産
条
件
に
よ
り
定
ま
る
も
の
で
あ
る
為
に
、
こ

N
で
は
前
以
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
x
で
も
ま
ず
、
国
際
的
な

交
換
が
ど
の
様
に
行
な
わ
れ
る
か
を
老
え
、
そ
の
後
に
、
再
生
産
が
ど
の

様
に
展
開
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
1
国
が
生
産
財
生
産
部
門
に
、
ま
た
皿
国
が
消
費
財
生
産
部
門
に
完
全

に
特
化
す
る
も
の
と
す
る
と
、
世
界
全
体
と
し
て
の
生
産
は
、

　
　
　
　
　
3
殿
に
帥
鱒
十
爵
ご
H
き
　
津
曇
十
↓
＝
（
H
ー
ミ
旨
愚
）
き
H
旺
き
戸
帖
＝
脂

　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
§
B
さ
の
薗
盤
十
？
↓
器
ぶ
沁
俘
蔚
十
↓
か
。
心
（
H
ー
ミ
B
聾
）
ぶ
ト
。
u
ぶ
博
趣
、
。

の
如
く
行
な
わ
れ
、
国
際
的
な
交
換
は
、

　
　
（
膳
刈
）
　
ぶ
寒
嵐
曽
瀞
“
辞
ゴ
遠
に
蝋
結
蓉
十
↓
＝
（
H
一
辞
帖
に
蓉
）
き
ト

の
如
く
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
交
換
の
行
な
わ
れ
る
場
合
の
国
際
的
な

価
値
価
格
は
、

　
　
（
恥
Q
Q
）
㌣
　
　
？
↓
・
縮

　　

i
u
）
　
亀
…
い
・
↓
・
諏
＋
§
窃
・
↓
・
鞭

で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
交
換
が
貨
幣
の
媒
介
の
下
で
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
国

際
的
な
価
格
比
は
ど
の
様
に
し
て
現
わ
れ
る
か
、
こ
の
場
合
に
は
、
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
　
　
　
亀
＝
き
も
十
八
↓
に
き
H
十
び
ト
砦
（
3
も
十
辞
↓
＝
）
逡
＝
1
1
き
も

　
　
（
お
）

　
　
　
　
　
ぶ
「
。
k
B
噴
十
斜
び
寒
博
十
、
B
恐
（
§
も
十
？
↓
B
）
ぶ
「
。
1
1
訣
B

に
お
け
る
両
国
聞
の
交
換

　
　
（
㎝
O
）
§
ぎ
魅
1
1
辞
ゴ
占
＋
ρ
愚
（
爵
㌧
＋
♪
」
↓
＝
）
き
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
よ
り
、
国
際
的
な
価
格
は
次
の
様
に
し
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
雛

　
　
（
目
）
博
1
1

　
　
　
　
　
　
　
恥
・
砦
・
『
（
H
l
筍
二
曇
）
δ
搾

　
籾
、
国
際
的
な
価
値
価
格
は
、

　
　
（
嵩
）
　
、
ト
仏
、
夙
、
楠

な
る
上
限
・
下
限
を
持
ち
、
こ
の
両
限
界
に
お
け
る
生
産
財
生
産
量
と
消

費
財
生
産
量
の
数
量
比
は
、
前
に
、
単
純
商
売
生
産
社
会
に
つ
い
て
示
し

た
様
に
、

　
　
（
・
。
・
。
）
（
遡
・
・
－
冬
『
襲
耀
“
毛
よ
＝
）

及
び
、

　
　
（
・
。
㊤
）
（
建
・
・
㍊
駄
空
回

で
あ
る
。

　
同
様
に
、
国
際
的
な
価
格
比
は

　
　
（
ω
Q
◎
）
　
〉
広
博
広
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
る
上
限
と
下
限
を
持
つ
。
こ
の
両
限
界
に
お
け
る
両
生
産
物
の
数
量
比

は
、

（．

E。

j
（
縮
）
》
“
肌
絆

及
び

（α

fQ

j

（
き
H
聴
8
）
》
劃
三
鼎
「
H
T
レ

　
　
　
　
　
レ
“
3
H
⑨
↓
B
l
ぶ
も
笥
＝

　
　
（
1
4
）

で
あ
る
。

　
各
国
の
担
当
部
門
え
の
完
全
葉
化
は
、
こ
れ
ら
の
生
産
数
量
に
つ
い
て

の
比
率
を
み
た
す
範
囲
内
、
即
ち
、

　
　
（
α
恥
）
（
縮
）
箭
縮
八
章
）
》

の
境
界
条
件
内
に
限
定
さ
れ
る
。
両
国
が
完
全
特
化
を
し
た
際
、
こ
れ
以

外
の
範
囲
に
お
い
て
両
財
の
生
産
数
量
比
が
定
ま
る
と
き
に
は
、
そ
の
超

過
ま
た
は
過
少
す
る
比
率
を
生
み
出
す
生
産
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
の

盗
本
家
は
、
そ
れ
を
担
当
部
門
以
外
の
生
産
部
門
に
移
動
せ
し
め
る
こ
と

に
よ
り
、
不
完
全
特
化
を
行
い
、
利
潤
率
の
下
落
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
（
1
5
）

で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
貿
易
開
始
後
の
再
生
産
の
展
開
を
示
す
。
資
本
制
社
会
に
お
い

て
も
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
み
ら
れ
た
と
同
じ
く
、
貿
易
開
始

後
の
再
生
産
の
展
開
は
、
国
内
に
お
け
る
要
因
か
ら
の
拡
大
再
生
産
へ
の

動
機
が
な
い
限
り
、
世
界
的
な
単
純
再
生
産
が
行
な
わ
れ
る
水
準
に
向
っ

て
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
、
各
国
共
に
自
国
の
国
力
再
生
産
に
必
要
な
も
の

以
外
の
す
べ
て
の
生
産
物
を
輸
出
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
生
産
力
の
大
な

る
国
は
、
そ
れ
に
基
く
生
産
量
が
多
く
、
従
っ
て
、
輸
出
可
能
生
産
物
も

相
手
国
に
比
し
て
大
で
あ
り
、
従
っ
て
交
易
条
件
は
不
利
と
な
る
。
こ
の

こ
と
は
、
相
手
国
に
、
消
耗
補
填
に
必
要
な
量
以
上
の
生
産
物
を
与
え
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
相
手
国
に
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
を
与
え
る
。
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次
に
、
相
手
国
の
生
産
規
模
が
拡
大
さ
れ
る
と
、
そ
の
国
の
輸
出
可
能
生

産
物
も
次
第
、
に
増
加
し
、
今
ま
で
の
不
利
な
交
易
条
件
は
次
第
に
有
利
化

す
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
生
産
力
を
最
初
に
多
く
持
っ
て
い
た
国
も
、
貿

易
に
よ
り
、
従
来
国
内
で
得
ら
れ
た
よ
り
も
単
位
当
り
に
し
て
多
く
の
生

産
物
を
輸
入
し
う
る
か
ら
、
こ
Σ
で
も
拡
大
再
生
産
の
可
能
性
が
生
ず
る
。

そ
し
て
更
に
、
交
易
条
件
の
有
利
化
に
よ
り
こ
れ
は
増
進
せ
し
め
ら
れ
る
。

こ
の
様
な
、
一
方
の
国
の
交
易
条
件
の
有
利
化
、
他
国
の
そ
れ
の
不
利
化
、

の
過
程
は
、
や
が
て
両
国
共
に
、
そ
れ
以
上
の
貿
易
面
よ
り
生
ず
る
拡
大

再
生
産
の
可
能
が
な
く
な
る
状
態
を
斉
ら
す
。
こ
れ
が
、
世
界
的
に
単
純

再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
。

　
こ
の
状
態
は
、
以
前
、
各
国
毎
に
単
純
再
生
産
の
行
、
な
わ
れ
て
い
た
場

合
よ
り
も
高
い
生
産
水
準
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
状
態
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

各
国
内
に
お
い
て
均
衡
状
態
と
呼
ば
れ
た
状
態
に
対
卸
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
恥
＝
き
㌦
十
ぶ
寒
B
曇
1
1
き
旨
砦

　
　
（
α
α
）
塑
き
・
静
＋
醜
ミ
憲

従
っ
て
、

　
　
（
α
①
）
醗
」
調
＝

を
充
た
す
正
の
k
に
．
及
び
ぶ
の
．
が
存
在
す
る
。

　
か
く
し
て
生
産
物
数
量
の
比
率
が
こ
の
水
準
に
あ
る
場
合
に
は
、
国
際

的
な
価
値
価
格
及
び
価
格
比
は

（トつ

轣
j
、
H
ぎ
ミ
贈
遺
）
k

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J
鱒

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
（
零
）
　
（
1
7
）
博
」
指
穴
ド
』
、
寵
、
↓
、
、

で
あ
る
。

　
更
に
、
こ
の
水
準
が
、
こ
の
水
準
に
お
い
て
の
み
で
は
あ
る
が
、
国
際

的
に
も
価
値
価
格
に
基
く
交
換
は
等
価
交
換
を
保
証
す
る
こ
と
は
、
前
に

示
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
国
際
的
な
価
値
価
格
と
価
格
比
の
関
係
を
調
べ
る
。
。

　
国
内
に
つ
い
て
み
た
際
に
示
し
た
様
に
、
各
国
共
、
価
値
価
格
と
生
産

価
格
の
大
き
さ
は
、
各
部
門
の
有
機
的
構
成
の
大
小
に
従
っ
て
、

　
　
（
§
、
》
浅
き
↑
↓
沖
天
撫
踊
吋

で
あ
る
。
こ
れ
は
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
有
機
的
構
成
の
よ
り
高
い
部

門
の
商
晶
は
価
値
以
上
に
、
有
機
的
構
成
の
よ
り
低
い
部
門
の
商
品
は
価

値
以
下
に
販
売
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
国
際
的
に
は
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
前
に
示
し
た
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
鞭

　
　
（
ヨ
）
博
1
1

　
　
　
　
　
　
　
葛
・
砦
・
『
（
H
一
三
蔚
）
δ
縮

及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
目

　
　
（
b
Q
ら
）
㌣
　
　
↓
、
、
劇

　
　
　
　
　
　
　
営
農
・
B
ぎ
贈

で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
国
内
の
有
機
的
構
成
の
大
小
に
応
じ
て
、

　
　
（
α
Q
σ
）
　
》
酬
⇒
↑
↓
》
鮒
⇒

で
あ
れ
ば
、
常
に
、

一一
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
　
（
㎝
Q
◎
）
博
酬
℃

は
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

　
　
（
①
O
）
》
剛
翰
↑
↓
》
鮒
詮

で
あ
れ
ば
、
き
㌧
聴
B
の
特
定
の
水
準
X
に
対
し
て
、

鯉
藤
織

と
な
る
。
即
ち
（
5
9
）
の
場
合
に
は
、
常
に
、
有
機
的
構
成
の
高
い
部
門

に
特
化
し
た
国
の
資
本
家
は
、
彼
の
生
産
し
た
商
品
を
、
貿
易
を
通
し
て

国
際
的
な
価
値
悪
霊
以
上
に
、
ま
た
、
有
機
的
構
成
の
よ
り
低
い
部
門
に

時
化
し
た
国
の
資
本
家
は
、
彼
の
生
産
し
た
商
晶
を
、
貿
易
を
通
し
て
国

際
的
な
価
値
価
格
以
下
に
販
売
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
場
際
的
な
価
値
価
格

そ
れ
自
身
が
既
に
、
各
国
内
の
価
値
価
格
よ
り
も
以
上
ま
た
は
以
下
に
評

価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
故
に
、
国
際
的
な
価
格
比
に
よ
る
販
売
の
価
値

よ
り
の
乖
離
は
、
二
重
の
効
果
に
よ
り
重
畳
せ
し
め
ら
れ
る
。
国
際
的
な

価
格
比
に
よ
る
販
売
の
価
値
よ
り
の
乖
離
が
、
単
一
の
効
果
と
し
て
現
わ

れ
る
の
は
、
前
に
示
し
た
、
世
界
的
に
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
両
国
の
資
本
家
が
、

貿
易
に
よ
り
、
貿
易
が
行
な
わ
れ
て
な
い
場
合
よ
り
も
多
く
の
利
潤
率
を

享
受
し
て
い
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

　
猶
、
（
6
1
）
の
場
合
は
、
上
述
の
命
題
が
、
　
隷
に
禽
鴇
の
作
る
範
囲
内
の

一
つ
の
特
定
の
水
準
を
境
界
と
し
て
、
何
れ
の
国
に
も
妥
当
す
る
様
に
調

整
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

（
1
）
　
レ
ー
ユ
ソ
（
「
ツ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
）
は
、
「
何
故
に
資

　
本
家
的
国
民
に
は
国
外
市
場
が
必
要
か
9
・
」
と
し
て
次
の
様
に
示
し
て
い
る
。

　
資
本
家
国
に
と
っ
て
の
国
外
市
場
の
必
要
は
、
社
会
的
生
産
物
（
及
び
特
に

　
剰
余
価
値
）
の
実
現
の
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
全
く
な
く
、

　
第
一
に
、
資
本
主
義
が
た
ゴ
国
家
の
境
界
外
に
出
る
と
こ
ろ
の
広
汎
に
発
展

　
し
た
商
品
流
通
の
結
果
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
事
に
よ
り
、
第
二
に
、
相
互

　
に
「
市
場
と
し
て
」
役
立
つ
所
の
種
々
の
産
業
部
門
は
、
均
等
に
発
展
す
る

　
も
の
で
な
く
、
相
互
に
追
越
し
合
い
、
而
し
て
一
層
発
展
し
た
産
業
が
国
外

　
市
場
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
に
、
資
本
家
的
企
業
は
、
不
可
避
的
に
、

　
土
地
共
有
体
、
地
方
市
場
、
州
、
そ
れ
か
ら
ま
た
国
家
の
境
界
を
越
え
る
。

　
而
し
て
、
国
家
の
孤
立
性
と
閉
塞
性
は
す
で
に
商
品
流
通
に
よ
っ
て
破
壊
さ

　
れ
た
か
ら
、
各
々
の
資
本
家
的
産
業
部
門
の
自
然
的
傾
向
は
、
其
等
を
、
国

　
外
市
場
を
捜
索
す
る
必
要
へ
と
旧
び
く
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
生
ず
る
も
の
で

　
あ
る
。

（
2
）
　
置
塩
信
雄
「
一
国
に
お
け
る
経
済
構
造
」
神
戸
大
学
創
立
五
十
周
年
記

　
念
論
交
集
。
参
照
。

（
3
）
　
極
め
て
図
式
的
に
示
さ
れ
る
本
丈
の
論
旨
よ
り
、
先
進
資
本
制
国
と
後

　
進
資
本
制
国
の
二
つ
の
範
疇
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
貿
易
の
当
事

　
国
は
、
何
れ
も
先
進
的
段
階
に
あ
る
二
国
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の

　
逆
の
場
合
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
ど
の
場
合
に
て
も
一

　
力
は
他
方
よ
り
も
、
先
進
的
で
あ
る
し
、
他
方
は
比
較
的
後
進
的
で
あ
る
。

　
従
っ
て
こ
の
二
国
間
の
貿
易
を
考
え
る
と
き
に
は
、
前
者
は
先
進
国
の
範
疇

　
に
て
理
解
さ
れ
、
後
者
は
後
進
国
の
範
疇
に
て
理
解
さ
れ
る
。

（
4
）
　
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
漏
壷
の
価
値
は
、

　
　
　
　
　
3
H
母
十
↓
亀
興
、
自

　
　
　
　
　
貸
偽
避
十
ご
博
H
、
路

　
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
経
済
の
発
展
は
、
各
部
門
に
お
い
て
資
本
化
を
齎
ら

　
し
、
技
術
を
高
度
化
せ
し
め
る
（
§
の
増
大
）
、
そ
れ
は
更
に
、
労
働
節
約

　
的
な
方
向
（
↓
亀
の
縮
少
）
　
に
も
向
け
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
生
産
財
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生
産
部
門
に
お
い
て
は
消
費
財
生
産
部
門
よ
り
も
急
速
な
歩
調
で
行
な
わ
れ

　
る
。
従
っ
て
、
経
済
発
展
の
進
ん
だ
先
進
国
と
、
遅
れ
た
後
進
国
を
較
べ
る

　
と
、

　　

@　

@
船
八
鞭

　
は
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
結
論
で
あ
る
。

（
5
）
剰
余
価
値
は
夫
々
、
各
国
各
部
門
に
お
い
て
、
そ
こ
で
投
入
さ
れ
た
直

　
接
労
働
量
の
中
の
不
払
労
働
分
で
あ
る
か
ら
、
直
接
労
働
量
と
搾
取
率
（
直

　
接
労
働
量
の
内
の
不
払
分
を
示
す
比
率
）
の
積
と
し
て
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

　
剰
余
価
値
の
変
化
は
、
生
産
条
件
が
一
定
な
時
に
は
、
各
国
の
搾
取
率
の
変

　
化
を
み
れ
ば
よ
い
。

　
　
ま
ず
1
国
に
お
い
て
。
1
国
に
お
け
る
消
費
財
の
価
値
は
、
貿
易
の
開
始

に
よ
り
・
戸
・
か
ら
黛
匿
変
化
す
・
。
・
れ
痒
っ
て
、
搾
取
率
は
、

（・ﾜ
・
）
か
・
（
・
幽
㌢
・
）
に
変
化
す
・
。
建
昨
皓
で
あ

　
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
濡
膿
（
、
＞
p
謎
▽
ρ
♪
“
・
v
。
）

故
に
、

　
　
　
　
　
（
H
－
ざ
》
（
〒
黛
壷
）

　
か
く
し
て
、
貿
易
闘
…
始
後
に
お
い
て
は
、
貿
易
關
…
始
地
産
に
較
べ
て
搾
取
率
は

　
よ
り
大
と
な
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
§
一
㌦
仏
§
誓
　
§
這
般
帆
ミ
這

　
と
な
る
。

　
　
ま
た
重
鎖
に
つ
い
て
は
、
亙
国
に
お
け
る
消
費
財
の
価
値
は
、
貿
易
の
開

　
始
に
よ
気
爵
か
ら
跳
詳
に
変
化
す
る
。
・
れ
に
伴
っ
て
叢
率

も
（
目
占
琶
か
ら
（
・
詣
跳
評
N
）
に
変
化
す
る
。

そ
こ
で
ま
つ
。
貿
易
開
始
後
に
お
け
る
消
費
財
の
価
値
の
大
き
さ
を
比
較
す

　
る
。

国
際
分
業
と
国
際
交
換

　
↓
8

μ
1
、
§
9

目

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
、
『
B
（
H
－
S
H
）
一
『
B
（
H
t
、
S
“
。
）
｝

（H

戟
A
S
幅
×
H
－
S
日
）

－
（
訟
N
潜
ま
・
）

貸
路

　
前
提
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
、
帆
鼠
ド
睡
　
　
・
θ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葛
B
d
ド
十
（
μ
一
S
H
）
↓
b
・
N

　
　
　
　
　
　
　
　
営

　
こ
れ
よ
り
、
、
・
S
b
。
・
謹
㌧
謬
“
・
及
び
（
H
－
S
μ
）
は
す
べ
て
正
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
℃
『
B
（
目
－
母
）
1
卜
。
日
（
H
l
、
§
）
臥
O

　
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
（
目
－
、
§
）
厚
、
h
ド
（
日
1
δ
）
捉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
卜
。
H

　
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
（
マ
寄
緊
マ
s
　
）
｛
ぽ
（
冒
…
）
蛙
（
T
3
）
｝
広
。

　
故
に
、

　
　
　
　
　
　
　
↓
沼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
、
B

　
　
　
　
　
　
H
一
、
S
N

　
故
に
、

　
　
　
　
　
　
（
ア
藩
）
込
H
占
騨
）

従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
ミ
N
㌦
配
ミ
“
。
冒
　
§
B
蕾
彫
§
い
。
の

　
と
な
る
。

（
6
）
　
外
国
貿
易
が
、
或
い
は
不
変
資
本
の
諸
要
素
を
、
或
い
は
可
変
資
本
が

　
転
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
生
活
必
需
品
を
、
よ
り
低
廉
に
す
る
限
り
で
は
、
そ

　
れ
は
剰
余
価
値
率
を
高
め
、
且
つ
不
変
資
本
の
価
値
を
低
く
す
る
こ
と
に
よ

　
つ
て
、
利
潤
率
を
高
め
る
よ
う
に
作
用
す
る
。
外
国
貿
易
が
一
般
に
こ
の
意

　
味
に
お
い
て
作
用
す
る
の
は
、
そ
れ
が
生
産
規
模
の
拡
張
を
許
す
こ
と
に
よ

　
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
向
坂
訳
「
資
本
論
」
第
三
巻
、
第
二
分
冊
、
四
八
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

（
7
）
　
　
　
♪
M

　
　
　
　
　
　
　
　
H
＋
謎

　
と
お
く
と
、

　　
@（ｯ
い
畿
瀦
｛
鷺
…
　
戦
一
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

が
得
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

　
　
（
c
o
Q
。
）
　
》
広
、
広
㌧
鞠

と
す
る
と
、

　　

@　

@｛

叶
ﾂ
酸
総

と
な
り
、
こ
れ
よ
り

（。。

ｳ
）

窮
鱈
　
龍
器

　
が
得
ら
れ
る
。

（
8
）
　
こ
の
考
え
方
を
そ
の
ま
製
単
純
商
品
生
産
社
会
の
場
合
に
当
て
簸
め
て

　
み
る
と
次
の
様
に
な
る
。
即
ち
、
価
値
価
格
差
に
基
く
特
化
は
剰
余
生
産
物

　
の
増
大
を
斉
ら
し
、
価
格
差
に
基
く
特
化
は
所
得
率
の
上
昇
を
齎
ら
す
。
と

　
こ
ろ
で
、
所
得
は
剰
余
生
産
物
を
そ
の
質
的
内
容
と
す
る
か
ら
、
特
化
の
よ

　
り
本
源
的
な
公
準
は
、
価
値
価
格
差
に
基
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

　
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
価
値
価
格
と
価
格
と
は
一
致
す
る
か
ら
、
価
値

　
価
格
差
と
価
格
差
は
区
別
で
き
な
い
か
ら
、
上
述
の
区
別
は
、
事
実
上
無
意

　
昧
と
な
る
。

（
9
）
　
特
化
の
公
準
を
生
産
価
格
差
に
求
め
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
か
、
生
産

　
価
格
差
は
、
貿
易
の
開
始
後
次
第
に
減
了
し
、
．
遂
に
は
零
と
な
る
。
こ
の
場

　
合
に
は
、
貿
易
の
存
在
す
る
理
由
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
貿
易

　
が
行
な
わ
れ
均
衡
状
態
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
貿
易
の
存
在
は

　
何
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
の
か
。
貿
易
開
始
前
に
は
生
産
価
格
差
が
存
在
し

　
た
こ
と
を
以
て
代
弁
す
る
と
言
う
の
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
も
の
を
、

　
二
つ
に
使
用
す
る
結
果
と
な
る
。
現
在
零
と
な
っ
て
い
る
生
産
価
格
差
が
、

　
以
前
に
は
何
ら
か
の
値
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
在

　
を
説
明
す
る
よ
す
が
と
は
な
ら
な
い
。
こ
x
で
は
、
生
産
価
格
差
以
外
の
何

　
か
を
も
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
、
貿
易
開
始
の
前
後

　
を
通
し
て
不
変
な
価
値
価
格
差
を
導
入
す
れ
ば
、
困
難
は
容
易
に
回
避
さ
れ

　
る
。

（
－
o
）
　
第
一
式
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
謎
一
　
　
　
犠
爲

　
　
　
　
　
　
お
旧
　
　
H
一
壽
ド

　
第
二
式
よ
り

　
　
　
　
　
　
娩
鋒
　
　
μ
一
£
の
》
謎
一
（
H
十
謎
）
皐
↓
篶

　
　
　
　
　
　
賊
躊
　
　
　
蕊
も
画
八
十
（
H
十
δ
）
早
↓
障

　
　
　
　
　
　
　
　
、
覧
路
　
　
　
　
　
ミ
暗

　
　
　
　
　
　
　
⇒
（
H
一
δ
）
　
　
H
ー
ミ
ド

　
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
参
照
。

（
1
1
）
　
　
　
　
亀
B
謹
菩
㌦
M
？
↓
　
H
さ
5
煽
莞
十
J
H
（
μ
一
？
馬
旨
釜
）
さ
μ
川
斗
自
娩
目

　
従
っ
て
、

　　

@　

@　

駐
剌
ｻ
雛
」
浮
評

　
こ
れ
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
融

　
　
　
（
膳
Q
◎
）
、
H

　
　
　
　
　
　
　
　
毫
鳶
融
＋
起
旧
館

（
1
2
）
　
　
　
　
貸
B
娩
B
辱
M
守
旨
＝
擁
に
十
3
H
幹
（
喬
　
も
十
割
笥
＝
）
娩
旨

　
　
　
　
　
　
　
皿
（
H
十
3
㌦
）
8
猿
一
も
十
（
H
十
、
日
㌦
）
黛
↓
二
さ
H
－
8
p
β
も

　
こ
X
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
　
　
燭
㌧
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
＋
、
H
㌦

　
と
お
く
と
、

　
　
　
　
　
　
ゑ
㌦
S
い
ひ
謹
も
川
3
殿
H
も
十
？
↓
H
隣
　
H
一
季
㌦
3
H
さ
も

　
こ
れ
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
鞘

　
　
　
　
　
　
辱
M

　
　
　
　
　
　
　
　
孕
菅
§
人
7
功
・
斎
）
δ
諦

（
1
3
）
　
♪
広
㌔
肱
、
N
と
辱
ト
仏
辱
広
》
が
同
じ
方
向
に
向
う
不
等
号
を
も
つ
こ

　
と
．
は
既
に
示
し
た
。

（
1
4
）
　
》
特
の
場
合
、

　　

@　

@　

@
ぎ
　
　
　
ざ
縮

　　

@　

@　

B
ト
［
亀
．
ド
燐
・
管
母
（
H
i
や
　
㌦
）
§
罐
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こ
れ
よ
り
、

（
醐
）
帯
℃
。
円
負
陶
。
．

　
　
　
燭
　
㌦
よ
目

ま
た
、
㌧
N
H
辱
の
場
合
。

切
9
t
？
↓
s

ざ
雛

こ
れ
よ
り
、

S
楠

切
・
斗
8
人
丁
爵
砦
）
δ
融

（
命
）
辱
、
耐
i
聖
（
離
婁
÷
・

　
　
　
　
　
　
レ
凪
8
昏
、
B
－
S
惣
H
ご
H

　
が
得
ら
れ
る
。

（
5
1
）
　
｛
三
三
蹄

　
及
び

　
　
　
　
　
　
》
広
鳩
酸
筥

　
に
お
い
て
、

　
門
で
あ
る
生
産
財
生
産
部
門
で
は
、

　
　
　
　
　
　
酔
く
津
㌦
介
↓
㌧
〈
》

　
　
　
　
　
？
ゴ

｛吾
竹
S
H
十

　
　
　
　
　
謹

ぶ
門
爵
N
辱
N
十
趣
鴨
毬

辱
が
こ
の
境
界
条
件
よ
り
は
出
す
場
合
に
は
、
1
国
の
特
化
部

従
っ
て
謎
V
謎
㌦
と
な
る
、
ま
た
1
国
の
特
化
部
門
で
あ
る
消
費
生
産
部
門

に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
謹
く
諭
N
‡
謹
〈
、

従
っ
て

　
　
　
　
　
譜
〉
、
隊

と
な
り
、
こ
の
何
れ
の
場
合
に
も
、
利
潤
率
は
貿
易
開
始
前
の
各
国
平
均
利

潤
率
よ
り
小
と
な
る
為
、
各
国
の
資
本
は
、
辱
に
（
5
5
）
の
限
界
を
超
せ
さ

せ
ぬ
様
に
、
不
完
全
特
化
の
手
段
を
選
ぶ
の
で
あ
る
、
不
完
全
特
化
を
行
い
、

価
格
を
こ
の
限
界
内
に
保
て
ば
、
各
国
は
、
そ
の
貿
易
前
の
平
均
利
潤
率
以

下
の
利
潤
率
を
持
つ
こ
と
は
な
く
な
る
。

国
際
分
業
と
国
際
交
換

（
1
6
）
　
但
し
、
各
国
内
に
お
け
る
均
衡
状
態
は
、
自
由
競
争
の
結
果
、
当
然
に

　
お
ち
つ
く
べ
き
状
態
と
し
て
実
現
性
を
持
つ
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国

　
際
的
な
均
衡
状
態
で
あ
る
こ
の
状
態
は
、
そ
の
様
な
実
現
の
保
証
は
何
も
な

　
い
。
唯
、
特
定
の
前
提
の
下
で
、
時
間
の
経
過
に
お
い
て
放
置
す
れ
ば
達
す

　
る
で
あ
ろ
う
下
五
の
状
態
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
、
多
く
の
生
産
力

　
を
も
つ
国
の
資
本
家
が
、
利
潤
率
の
上
昇
と
い
う
魅
力
は
あ
る
に
せ
よ
、
み

　
す
み
す
不
利
な
条
件
の
貿
易
を
続
け
て
、
自
ら
の
生
産
力
を
削
減
す
る
と
は

　
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
本
文
で
仮
定
さ
れ
た
よ
5
な
、
輸
出
可
能
生
産

　
物
総
ぐ
る
み
の
貿
易
を
し
な
い
で
、
そ
の
一
部
分
の
輸
出
で
、
自
他
共
に
満

　
足
す
る
交
易
条
件
を
成
立
さ
せ
、
残
り
の
一
部
で
拡
大
再
生
産
を
志
す
こ
と

　
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
資
本
輸
出
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し

　
か
し
、
こ
れ
ら
の
間
題
は
す
べ
て
発
展
す
る
経
済
を
考
え
る
時
ま
で
残
す
こ

　
と
に
し
よ
う
。

（
π
一
書
歩
廊
「
詐

　
こ
れ
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
（
3
も
十
守
旨
旨
×
日
十
び
㌦
）
渦
特

　
　
　
　
　
　
（
黛
馬
㎏
㌧
⊥
丁
卑
恥
↓
B
）
（
H
↓
1
、
爲
砦
）
皿
H

　
よ
り

　　

@　
@
‘
㌧
冒
鴇
酵
「
如
暗
偲
莞
酬
い
・
の
↓
暗
N

　
と
し
て
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
8
）
　
国
際
的
な
価
値
価
格
及
び
価
格
は
夫
々
、

（
5
1
）
特
U

ぎ
玲

（
蕊
）
、
n 3

管
§
人
〒
や
・
苦
）
δ
離

　
　
　
ぎ
縮

起
鳶
曜
＋
馨
・
ゴ
離
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
的
な
価
格
は

　
　
　
　
　
》
爪
、
仏
詮

の
範
囲
を
持
ち
、
こ
れ
に
対
応
す
る
生
産
可
能
な
生
産
財
産
量
と
消
費
財
産

量
の
比
率

　
　
（
翼
（
罐
∀
w
融
人
離
∀
・

が
存
在
す
る
。

　
問
題
は
、
こ
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
際
的
な
価
値
価
格
と
価
絡
が
、
ど

の
様
な
関
係
に
あ
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
為
に
は
、
、
と
塾
と
が
（
5
4
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
等
し
く
な
る

様
な
さ
く
嫁
8
の
実
数
値
が
存
在
す
る
か
否
か
を
調
べ
れ
ば
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
煕
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訣
卜
。
卜
。

　
　
　
　
　
や
謬
苦
§
ム
↓
・
・
管
）
δ
蛇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
鞘

　
　
　
　
　
　
§
？
↓
・
・
乖
＋
二
身
騨

よ
り
、

　　

@
　
　
｛
（
日
一
切
　
㌦
）
睾
§
窃
こ
（
離
）
N

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
＋
（
豊
・
『
3
管
・
叉
雛
）
…
。

こ
N
で
、
求
む
る
実
数
値
が
存
在
す
る
為
に
は

　
　
　
　
　
b
囲
曳
“
。
N
（
“
旨
N
i
鳶
㍉
）
・
。
汐
O

で
あ
る
か
ら
、
、
H
、
を
成
立
せ
し
め
る
さ
H
＼
鳩
B
の
値
は
、

　
　
　
　
　
掬
円
。
ミ
　
爵
管
犠
器
一
犠
思
　
刈
嵩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
一
酔
㌦
冒
旨
十
§
N
守
　
J
H

で
あ
る
。
従
っ
て
、
零
で
な
い
X
の
正
の
値
に
対
し
て
酒
手
、
　
の
成
立
す

る
の
は
、
唯
一
ケ
処
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
可
能
な
範
囲
は
、

　　

@　

@
。
食
く
（
離
∀
・
　
　
㊥

　　
@　
@
藪
　
一
（
醗
）
一

　　

@　

@　

@
【
（
縮
）
〉
趨
　
　
　
　
㊥

　
　
の
三
個
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
範
囲
に
対
応
し
て
生
ず
る
き
と
の
》

　
　
関
係
は
、

　
　
　
　
　
　
　
な
白
細
函
↑
↓
筥
湿
さ
　
㊥
”
㊥

　
　
　
　
　
　
　
9
ト
細
、
　
↑
↓
詮
細
℃
N
㊥

　
　
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
辱
と
、
の
関
係
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
辱
細
㌔
）
回
｛
》
細
℃
H
尽
N
細
、
N
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）

｛｛

　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
細
℃
】
阿
｛
博
H
1
1
勺
」
感
N
細
、
N
｝
o
憎
｛
博
p
州
℃
藍
隈
N
円
、
悼
｝
（
b
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㌧
測
㌔
）
⊥
知
芝
謹
蝿
茎
鞘
〉
菌
｝
　
　
（
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓦
）
⊥
知
芝
知
曇
鞘
岡
さ
　
　
（
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
辱
蝿
）
…
｛
》
蝿
・
［
二
百
・
　
融
〈
さ
　
　
（
u
）

　
　
　
　
　
　
　
映
阿
　
2
§
－
§
？
↓
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
－
3
　
）
3
H
十
亀
鎚
？
↓
昌

　
　
と
な
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
廿
p
匿
、
冒
　
鳩
軸
悶
、
坤

　
　
の
場
合
に
は
、
常
に
、

　
　
　
　
　
　
　
特
回
、
　
　
　
　
（
国
）

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
M
、
を
斉
ら
す
さ
H
＼
嫁
認
の
水
準
は
、
零
以
外
に
一

　
　
点
し
か
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
＞
H
♪
及
び
謹
国
、
N
が
成
立
す
る
為
に

　
　
は
、
辱
と
、
の
3
H
＼
疑
卜
。
卜
・
に
関
す
る
函
数
が
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
七
、
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
第
一
に
、
貿
易
論
が
、
労
働
価
値
説
を
基
礎

理
論
と
し
て
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
為
に
、
ま
ず
そ
の

歴
史
的
性
格
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
、
労
働
価
値
説
は
常
に
進
歩
し
つ
N

あ
る
階
級
に
と
っ
て
の
武
器
で
あ
り
、
現
在
の
労
働
者
階
級
は
、
こ
の
理

論
を
基
礎
と
し
て
真
実
を
把
え
る
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
様
な
労
働
価
値
説
は
、
貿
♪
論
そ
れ
自

一242一



4）

（
（
A
）
率
）

＼
0

5）（κ1・電），2（κ・　　　　　一怐jρ、

（
沁
）

＼
、6）（一理）ρ2　（・・万）ρ、

（
（
E
）
）

0

0

0

1）

（
（A＞

）

0
、、c舞）。 （　κ日　κ22

一一

j
あ

黛
（（A）・

）

0

3
誌）拠 （xttX22）A

＿人（
（D）（C）（B）

）　　）　　）
@　　書

…
…
… 、

‘

0 卜

体
と
し
て
何
故
必
要
で
あ
る
か
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
現
在
の
貿
易
論

の
主
流
を
な
し
て
い
る
選
択
理
論
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
論
は
、
そ
の

基
礎
理
論
自
体
の
導
電
が
既
に
非
科
学
的
で
あ
り
、
更
に
そ
の
上
に
組
立

て
ら
れ
る
貿
易
論
に
お
い
て
は
、
貿
易
の
存
在
条
件
を
廻
り
、
致
命
的
な

欠
陥
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
救
う
も
の
と
し
て
、
労

働
価
値
説
の
有
用
性
を
示
し
た
。

　
第
二
に
、
労
働
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
理
論
を
組
立
て
る
予

　
　
　
国
際
分
業
と
国
際
交
換

（XJ）X22）PJ（xitX2？）P，
（血　：22）P、x （XliX22）ρk

註灘 Porp
XII

X22

備
知
識
と
し
て
国
内
の
経
済
は
、
労
働
価
値
説
を
通
し
て

ど
の
様
に
示
さ
れ
る
か
を
老
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各

国
の
価
値
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
社
会
的
に
必
要
な
労
働

に
よ
り
測
定
さ
れ
、
各
生
産
部
門
生
産
条
件
の
函
数
と
し

て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
た
。
更
に
、
こ
の

価
値
が
、
価
格
形
態
を
と
り
（
価
値
価
格
）
、
そ
れ
が
現
実

に
は
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
場
合
と
資
本
制
商
品
生
産

社
会
に
お
け
る
場
合
を
み
た
。
第
一
の
場
合
に
は
、
価
値

価
格
及
び
価
格
は
、
共
に
各
生
産
部
門
に
お
け
る
生
産
条

件
の
函
数
と
し
て
決
定
さ
れ
、
両
者
は
各
部
門
の
所
得
率

の
均
衡
す
る
均
衡
状
態
に
お
い
て
は
、
常
に
一
致
し
そ
の

他
の
状
態
に
あ
っ
て
は
、
常
に
価
値
価
格
を
中
心
と
し
て
、

価
格
は
求
心
的
に
変
動
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
第
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
一
価
格
は
各
生
産

部
門
の
生
産
条
件
に
よ
り
、
ま
た
、
生
産
価
絡
は
各
生
産

部
門
の
生
産
条
件
及
び
労
働
力
の
価
値
の
函
数
と
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
、

及
び
こ
れ
ら
は
常
に
一
，
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
生
産
価
格
は
常
に
、

価
値
価
格
に
よ
り
一
定
の
条
件
の
下
で
規
制
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
予
備
知
識
を
基
礎
と
し
て
、
労
働
価
値
説
を
基
礎

と
し
て
、
労
働
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
論
に
つ
い
て
考
え
る
。

し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
現
実
の
経
済
の
貿
易
を
媒
介
と
す
る
発
展
の

過
程
を
扱
う
こ
と
を
目
的
と
せ
ず
た
黛
資
本
制
発
展
の
一
定
の
段
階
に
お
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国
際
分
業
と
国
際
交
換

け
る
貿
易
の
性
絡
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
目
的
を
充
分
に
達

成
す
る
為
に
、
こ
x
で
は
、
世
界
的
に
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態

を
想
定
し
、
こ
の
状
態
を
中
心
と
し
て
動
く
貿
易
の
性
格
を
示
す
。
現
実

の
貿
易
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
様
な
状
態
か
ら
乗
離
し
よ
う
と
す
る
力
の
み

が
強
く
作
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
と
な
る
状
態
の
解
明
こ
そ

が
そ
れ
よ
り
の
発
散
を
扱
う
に
当
っ
て
の
予
備
知
識
と
し
て
絶
対
必
要
と

な
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
本
論
の
構
成
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
前
提
、
及
び
こ
れ
に
附
随
す
る
諸
前
提
（
国
内
単
純
再
生
産
・

完
全
競
争
・
輸
送
費
の
無
視
・
等
々
）
の
下
で
議
論
を
進
め
る
。
そ
し
て
、

貿
易
を
、
単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
と
、
資
本
制
商
品
生
産
社

会
に
お
け
る
貿
易
に
分
け
て
考
え
る
。

　
単
純
商
品
三
三
社
会
に
お
け
る
貿
易
は
、
各
国
聞
に
価
値
価
格
差
の
存

在
す
る
と
き
に
発
生
す
る
。
こ
の
価
値
価
格
差
に
旧
く
適
当
な
特
化
は
、

世
界
全
体
と
し
て
生
産
性
を
上
昇
せ
し
め
、
こ
れ
は
ま
た
、
各
国
の
生
産

者
の
所
得
率
を
上
昇
せ
し
め
る
。
　
（
古
典
派
以
来
、
こ
の
価
値
価
格
差
に

基
く
適
当
な
特
化
を
示
す
公
準
を
、
比
較
生
産
費
原
理
と
呼
び
慣
ら
わ
し

て
い
る
）
か
か
る
特
化
の
後
、
即
ち
貿
易
開
始
の
後
、
国
際
的
な
価
値
価

格
及
び
価
格
は
や
は
り
、
各
目
特
化
部
門
の
生
産
条
件
に
よ
り
決
定
さ
れ
、

更
に
国
際
的
な
価
値
価
格
は
常
に
国
際
的
な
価
格
に
等
し
い
。

　
ま
た
、
貿
易
開
始
後
の
再
生
産
過
程
は
、
各
国
の
輸
出
量
は
常
に
各
国

の
国
内
再
生
産
に
必
要
な
も
の
以
外
の
す
べ
て
で
あ
る
と
す
る
と
、
や
が

て
は
世
界
全
体
と
し
て
の
単
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
に
達
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
国
際
的
に
も
等
価
交
換
が
成
立
つ
。
こ
の
状
態
に
達

し
な
い
貿
易
は
、
こ
の
こ
と
よ
り
逆
に
考
え
て
、
常
に
不
等
価
交
換
で
あ
る
。

　
次
に
、
資
本
制
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貿
易
は
、
資
本
制
と
歴
史
的

必
然
的
に
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
貿
易
の
一

般
的
特
性
は
単
純
三
新
生
産
社
会
に
お
け
る
と
大
子
は
な
い
。
貿
易
は
、

や
は
り
国
際
的
に
価
値
価
格
差
の
あ
る
場
合
に
発
生
す
る
。
こ
れ
は
基
づ

く
適
当
な
特
化
は
、
各
国
に
お
い
て
貿
易
開
始
前
以
上
の
剰
余
価
値
の
生

産
を
保
証
す
る
。
こ
れ
は
、
貿
易
開
始
と
共
に
行
な
わ
れ
る
国
際
分
業
に

よ
り
、
世
界
全
体
と
し
て
の
生
産
性
が
昂
上
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

更
に
こ
の
こ
と
に
基
い
て
、
各
国
の
特
化
部
門
に
お
け
る
資
本
の
利
潤
率

は
上
昇
し
、
資
本
を
満
足
せ
し
め
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
も
、
国
際
的
な
価
値
価
格
及
び
生
産
価
格
は
、
各
国
間

の
相
互
需
要
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
制
社
会
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
は
、
あ
る
特
定
の
水
準
に
お
い
て
の
み
一
致
す
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
殆
ん
ど
常
に
両
者
は
乖
離
し
て
い
る
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
、

世
界
的
に
蛍
－
純
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
に
お
い
て
は
、
等
価
交
換
は

認
め
ら
れ
る
が
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
生
産
価
格
は
価
値
価
柊
か
ら

乖
離
し
て
い
る
為
、
販
売
に
あ
た
っ
て
の
価
値
通
り
で
の
交
換
は
行
な
わ

れ
な
く
な
る
。

　
以
上
、
本
論
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
貿
易
理
論
の
主
流
で
あ
る
選
択

理
論
を
基
礎
理
論
と
す
る
貿
易
論
は
、
非
科
学
的
な
基
礎
理
論
に
基
い
た
、

而
も
、
理
論
的
に
も
正
し
く
な
い
理
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
れ

が
、
勢
働
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
さ
れ
る
こ
と
を

示
し
た
。
し
か
し
、
こ
x
で
述
べ
ら
れ
た
の
は
貿
易
の
静
態
に
関
す
る
諸

問
題
で
あ
り
、
動
態
に
関
す
る
そ
れ
は
、
次
の
機
会
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
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資

料

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
幽
幽
貝
豫
算

一
そ
の
特
徴
と
展
望
1

藤

一
　
問
題
の
所
在

田

正

寛

　
後
進
国
た
る
と
先
進
国
た
る
と
を
闇
わ
ず
現
在
、
世
界
の
資
本
主
義
諸

国
に
於
い
て
は
輸
出
の
増
大
一
国
際
収
支
の
改
善
－
国
民
所
得
の
増
加
と

い
う
事
が
経
済
政
策
の
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

　
就
中
、
後
進
国
と
称
せ
ら
れ
る
国
々
に
あ
っ
て
は
経
済
発
展
の
後
進
性

の
故
に
対
外
投
資
に
ま
ず
資
本
形
成
策
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の

強
力
な
要
素
と
し
て
輸
出
増
進
が
あ
る
。
之
に
つ
い
て
は
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
、
中
南
米
諸
国
は
所
謂
、
米
国
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
　
（
日
げ
Φ
℃
o
ぎ
酔

閃
。
葭
℃
冨
昌
）
計
画
や
マ
ー
シ
ァ
ル
援
助
、
対
外
活
動
本
部
（
団
b
O
）
の

可
動
資
金
や
英
国
の
コ
ロ
ン
ボ
・
プ
ラ
ン
を
仰
い
で
未
開
発
地
域
の
開
発

を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
資
本
の
貸
与
叉
は
贈
与
の
形
を
と
る
国

際
投
資
と
錐
も
や
は
り
拘
束
貸
付
で
あ
る
こ
と
は
争
え
ぬ
事
実
で
は
あ
る

　
ヘ
　
　
ミ
　
　

ま
し
力

　
資
本
主
義
の
最
高
段
階
に
あ
る
国
の
資
本
輸
出
は
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ス

ラ
テ
ン
。
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

を
と
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
こ
と
の
自
覚
の
上
に
立
っ
て
後
進
国
の

民
族
運
動
は
独
立
へ
の
狼
火
を
挙
げ
政
治
的
独
立
を
一
応
形
式
的
に
か
ち

え
又
は
与
え
ら
れ
た
国
々
も
亦
、
真
の
意
味
の
独
立
、
即
ち
経
済
的
独
立

を
叫
ぶ
方
向
を
指
向
し
て
い
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
に
於
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擾
頭
、
中
南
米

に
於
け
る
反
米
思
想
の
勃
興
が
、
こ
の
著
し
い
挙
証
と
な
る
。

　
本
稿
で
は
ア
ジ
ア
の
場
合
は
さ
て
お
き
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々

が
経
済
独
立
の
た
め
に
自
力
に
よ
る
輸
出
の
増
大
を
は
か
る
た
め
に
と
る

貿
易
統
制
の
主
な
二
要
素
で
あ
る
為
替
統
制
と
外
貨
予
算
の
性
格
の
中
、

後
者
に
つ
い
て
以
下
、
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
ほ
農
業
国
が
多
数
を
占
め
て
い
る
が
之
等

は
今
や
何
れ
も
工
業
化
の
方
向
を
進
ん
で
い
る
。
独
裁
者
ペ
ロ
ン
治
下
の

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
第
一
次
五
力
年
計
画
で
軽
工
業
計
画
の
内
、
繊
維
工

業
の
計
画
は
八
○
％
達
成
の
基
盤
に
立
っ
て
第
．
二
次
五
力
年
計
画
に
よ
る

産
業
の
高
度
化
に
着
手
し
た
矢
先
に
今
回
の
政
変
を
見
た
が
、
尚
今
迄
の

コ
ー
ス
は
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
尚
、
中
南
米
の
国
々
の
為
替
統
制
の
中
枢
を
な
す
の
は
複
数
為
替
相
場
制
度
で

あ
り
、
之
の
操
作
に
よ
り
中
央
政
府
は
貿
易
計
画
を
遂
行
し
て
い
る
が
各
国
の
為

替
相
場
の
現
状
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
国
・
男
．
ω
三
山
晶
。
コ
冒
島
昼
Φ
野
。
冨
品
。
閑
g
。
・
・
”
邑
国
。
8
。
話
。
∪
。
邑
。
腎

　
　
目
①
ロ
鉾
H
ゆ
朝
鱒
・
団
同
一
昌
O
O
甘
。
ロ
d
昌
一
ぐ
●
団
円
⑦
ω
ω
●

　
〉
’
同
・
じ
d
ざ
。
冒
訪
①
＝
”
Q
o
冨
。
巳
鋤
該
く
。
僧
巳
固
屯
旨
竃
。
〈
①
目
。
三
。
h
9
豆
三
一
ぎ

　
　
団
。
ω
一
毛
薗
同
一
昌
θ
①
周
ロ
ゆ
江
。
目
巴
同
一
二
四
昌
0
9
H
O
q
鼻
。
勺
H
凶
昌
O
o
骨
O
昌
d
昌
貯
．
娼
同
O
Q
D
ω
●

　
客
ρ
切
∴
　
q
D
口
目
ヨ
9
蔓
亀
国
蓉
冨
晶
。
臼
昌
山
司
9
0
黄
旨
目
同
践
。
開
Φ
α
q
巳
p
目
ざ
奮

　
　
帥
ω
O
h
臼
自
ロ
．
H
ゆ
笛
麟
．
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　　　　別　　表 ラテン・アメリカ諸国の為替相場 （1955・　8月現在）
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つ
位
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ル
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一
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三
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五
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自

　
　
制
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コ
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入
隅
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第
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制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
自
公
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公
統

基
陪
臣
公
輸
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照
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15．　00
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米
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

二
　
外
貨
豫
想
の
概
念

　
外
貨
予
算
の
概
念
及
び
そ
の
使
用
は
会
社
の
予
算
や
国
家
予
算
が
一
応
、

共
通
の
ダ
イ
ブ
を
も
つ
て
い
て
一
般
に
弘
通
の
こ
と
で
あ
る
程
に
人
口
に

膳
表
し
て
い
な
い
。

　
然
ら
ば
外
貨
予
算
制
度
を
設
け
る
目
的
は
那
辺
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
の
国
々
の
色
々
な
経
験
や
技
術
が
周
到
に
研
究
さ
れ
、
そ
の
研
究
の

成
果
が
漸
次
、
予
算
の
準
備
と
遂
行
の
際
に
利
用
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
一
層

有
効
に
外
貨
予
算
の
目
的
は
実
現
さ
れ
る
可
能
性
を
も
ち
、
輸
出
制
限
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
、
通
常
、
　
一
年
間
と
い
う
期
間
の
為
替
の
受
入
と
支

払
い
の
見
積
り
を
す
る
こ
と
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
外
貨
予
算
制
度
は
外
国
為
替
市
場
に
対
す
る
統
制
又
は
制
限
の
必
要
の

認
め
ら
れ
る
殆
ん
ど
の
国
々
に
於
い
て
見
ら
れ
る
が
若
干
の
国
々
で
は
、

こ
の
制
度
は
為
替
自
由
に
つ
い
て
の
実
質
的
一
措
置
乃
至
一
段
階
と
な
っ

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
如
く
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
為
替
制
度
は
複
数
為
替
相
場

が
多
い
こ
と
か
ら
勿
論
、
外
貨
予
算
に
よ
っ
て
貿
易
統
制
が
操
作
さ
れ
て

い
る
。
為
替
統
制
が
合
理
的
に
運
営
さ
れ
る
た
め
に
は
、
統
制
の
当
局
者

は
予
め
若
干
の
知
識
を
も
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も

な
い
。
即
ち
為
替
利
益
と
支
出
の
予
想
が
之
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
こ
と

は
左
程
、
難
事
で
は
な
く
、
為
替
管
理
の
組
織
内
で
の
健
全
な
業
務
の
応

用
に
過
ぎ
な
い
。

　
一
つ
の
国
が
海
外
か
ら
の
支
払
い
を
何
等
か
の
方
法
で
割
当
て
ら
れ
る

中
央
プ
ー
ル
叉
は
中
央
為
替
墓
金
に
そ
の
為
替
資
源
の
大
半
叉
は
ム
エ
部
を

集
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
為
巷
予
算
は
非
常
に
高
度
の
重
要
性
を
呈
し
為

替
制
限
の
一
段
の
強
化
と
い
う
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
場
合
を
見
る
と
、
チ
リ
ー
や
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は

海
外
へ
の
為
替
支
払
の
制
限
は
相
対
的
に
厳
し
く
、
こ
の
予
算
は
厳
格
に

為
替
受
取
と
相
対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
他
の

若
干
の
国
々
で
は
外
貨
予
算
は
為
替
政
策
や
通
商
政
策
の
統
計
的
指
導
を

し
て
い
る
と
い
う
面
が
為
替
取
引
の
制
限
や
統
制
機
構
で
あ
る
面
よ
り
も

強
い
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
外
貨
予
算
を
も
つ
て
い
る
の
が
ニ
カ
ラ
グ
ア

と
エ
ク
ア
ド
ル
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
制
度
は
為
替
自
由
の
実
質
的

一
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　
然
し
、
外
貨
予
算
は
中
央
為
替
プ
ー
ル
を
通
過
す
る
全
取
引
を
見
積
っ

て
使
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
普
通
は
そ
の
国
の
全
体
の
国
際
収
支
を
考

慮
す
る
も
の
で
は
な
い
。
高
度
の
為
替
制
限
制
度
の
場
合
で
さ
え
も
為
替

自
由
又
は
逃
避
の
若
干
の
方
法
と
云
え
ば
、
特
に
為
替
収
入
に
関
連
し
た

方
法
と
い
う
も
の
は
統
制
以
外
に
う
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
為
替
収
入
の
完
全
な
譲
与
は
特
殊
契
約
に
よ
っ
て
活
動
し
て
い
る
外
国

商
社
を
通
ず
る
輸
出
や
そ
れ
と
類
似
の
国
際
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
従
事
し
て

い
る
若
干
の
国
内
商
社
の
活
動
に
つ
い
て
は
差
控
え
ら
れ
る
。
バ
ー
タ
ー

活
動
や
貸
金
又
は
商
品
の
形
で
の
資
本
移
動
は
全
然
、
外
貨
予
算
の
範
囲

外
で
あ
る
。
外
貨
予
算
に
は
部
分
的
で
は
あ
る
が
自
由
為
替
市
場
の
活
動

や
小
植
民
地
貿
易
や
小
包
郵
便
輸
出
入
の
よ
う
な
取
引
は
含
ま
な
い
。
之

等
は
外
貨
予
算
．
か
ら
除
外
出
来
る
要
素
の
ほ
ん
の
二
、
三
の
例
で
あ
る
が
、
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そ
れ
で
も
そ
れ
ら
は
や
は
り
国
際
収
支
と
の
関
連
は
も
っ
て
い
る
。

　
先
述
し
た
如
く
外
貨
予
算
の
使
用
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
で
は

為
替
制
限
が
つ
ゴ
く
限
り
重
要
な
制
度
で
あ
り
、
之
に
つ
い
て
の
基
本
的

法
規
定
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
即
ち
基
本
為
替
統
制
法
又
は
為
替
に
関
す

る
他
の
法
律
で
あ
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ

・
一
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
等
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
殆
ん
ど
の
国

々
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
Q

　
チ
リ
ー
で
は
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
九
日
公
布
の
法
律
第
八
四
〇
三

号
に
よ
っ
て
国
家
貿
易
会
議
（
2
帥
江
8
鎮
団
自
①
墨
糸
目
洋
画
Φ
∩
o
§
。
δ
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
年
々
の
外
貨
予
算
に
よ
っ
て
為
替
の
配
分

が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
予
算
は
（
一
）
国
が
そ
の
財
政
年
度
に
於
い
て
処

分
出
来
る
為
替
資
源
（
二
）
輸
入
に
対
す
る
為
替
の
配
分
、
（
三
）
資
本
サ

・
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
為
替
の
配
分
、
（
四
）
そ
の
他
の
必
要
等
々
に
対
す
る

見
積
り
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
チ
リ
ー
の
最
初
の
外
貨
予
算
の
編
成
は
一
九
四
七
年
度
か
ら
と
な
っ
て

」い

驕
B

　
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
一
九
四
九
年
十
月
十
四
日
公
布
の
法
律
第
八
四
二
号
と

一
九
四
九
年
十
二
月
十
二
日
公
布
の
法
令
（
省
令
）
第
二
七
五
四
一
号
一

金
融
監
督
会
議
（
O
。
§
色
竃
ω
毛
①
且
三
洋
自
身
。
図
題
冒
8
3
導
山
9
巴
菖

め
議
長
で
あ
る
大
蔵
大
臣
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
（
b
d
9
鼻
竃
じ
σ
雷
N
∂
　
の
輸

出
入
局
（
国
ぞ
。
昌
・
巳
穿
宕
詳
U
①
智
門
§
①
三
）
と
為
替
局
（
穿
。
訂
長
①

．
∪
①
智
畔
ヨ
窪
ぎ
お
曇
）
の
議
長
（
O
国
×
目
竃
）
で
あ
っ
て
貿
易
統
制
の
当
局
者

で
あ
り
法
令
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
一
に
よ
り
統
制
の
方
向
が
指
示
さ

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

れ
、
硬
貨
で
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
若
干
の
輸
入
に
つ
い
て
は
輸
入
ラ

イ
セ
ン
ス
と
為
替
ラ
イ
セ
ン
ス
の
保
険
の
最
大
限
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
の

規
定
の
決
定
は
為
替
局
で
半
年
毎
に
策
定
さ
れ
る
外
貨
予
算
に
断
ず
く
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
そ
っ
て
一
九
五
五
年
六
月
、
最

初
の
外
貨
予
算
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
一
九
五
三
年
一
月
七
日
、
公
布
の
法
律
一
八
〇
七
号
と
一
九
五

三
年
一
月
十
九
口
公
布
の
法
令
三
二
二
八
五
号
に
よ
っ
て
修
正
が
あ
っ
た

が
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
の
最
高
限
度
は
す
べ
て
の

通
貨
で
支
払
い
の
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

　
輸
出
入
の
総
元
締
め
で
あ
る
大
蔵
大
臣
（
O
国
×
一
蜜
）
は
半
年
毎
に
輸
出

の
見
積
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
計
画
が
予
算
．
の
編
成
に
際
し
て
輸
出

局
に
呈
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
九
五
三
年
十
二
月
二
十
九
日
公
布
の
法
律
第
二
一
四
五
号
に
よ
っ
て

輸
出
入
局
は
今
迄
の
機
能
を
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
回
の
外
国
留
〔
易
局
　
（
閃
。
同
。
貫
旨

日
冨
山
①
一
）
①
醤
耳
巨
窪
7
0
跨
O
国
メ
）
移
管
し
た
。

　
パ
ラ
グ
ア
イ
に
於
い
て
は
パ
ラ
グ
ア
イ
為
替
統
制
基
本
法
－
一
九
四

五
年
八
月
二
十
九
日
公
布
の
法
律
第
一
〇
〇
四
三
号
　
　
は
次
の
如
き
規

定
を
示
し
て
い
る
。

　
即
ち
、
パ
ラ
グ
ア
イ
銀
行
の
貨
幣
部
の
理
專
（
竃
9
冨
σ
Q
曾
亀
芽
①
目
。
昌
・

o
貯
曙
∪
超
胃
§
①
蒼
白
b
⇔
睾
評
亀
℃
胃
帥
α
Q
葺
翅
）
は
毎
月
、
次
の
三
ク
月
の

色
々
な
資
源
か
ら
の
可
能
な
為
替
収
入
の
見
積
り
を
貨
幣
局
（
竃
8
①
訂
塁

冨
。
p
巳
）
　
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
又
次
の
三
ケ
月
の
必
須

の
イ
ヤ
マ
ー
ク
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
為
替
量
と
公
定
市
場
を
通
ず
る
他
の
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
…
外
貨
予
算

公
認
支
払
い
を
も
半
年
毎
に
見
積
っ
て
．
報
告
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。

　
併
し
、
事
実
に
於
い
て
は
、
パ
ラ
グ
プ
イ
で
は
一
九
五
一
年
三
月
五
日

の
為
替
改
革
の
一
部
分
と
し
て
外
貨
予
算
制
度
が
反
省
さ
れ
る
迄
、
換
言

す
れ
ば
、
一
九
五
一
年
四
月
迄
は
策
定
は
見
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
に

法
的
に
成
立
し
た
外
貨
予
算
は
こ
の
国
で
は
実
施
は
遅
延
を
つ
山
け
一
九

五
一
暦
年
に
至
っ
て
全
面
的
に
履
行
さ
れ
た
始
末
で
あ
る
。
つ
い
で
年
次

予
算
は
一
九
五
二
年
三
月
二
十
五
日
公
布
の
法
令
第
十
八
号
即
ち
中
央
銀

行
法
に
よ
っ
て
パ
ラ
グ
ァ
イ
中
央
銀
行
総
裁
の
裁
断
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
一
九
五
三
年
置
は
じ
め
て
年
次
外
貨
予
算
の
発
効

を
中
央
銀
行
が
着
手
し
た
が
、
之
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
の
設
定
し
た
第

ご
次
五
ク
年
計
画
（
一
九
五
三
年
－
五
七
年
）
中
の
第
八
章
、
外
国
貿
易

の
計
画
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ボ
リ
ビ
ア
の
場
合
は
外
貨
予
算
．
は
一
九
五
三
年
五
月
十
五
日
公
布
の
法

令
の
規
定
に
よ
っ
て
い
る
。
中
央
銀
行
は
毎
年
の
十
二
月
十
日
以
前
に
政

府
に
認
可
の
申
請
を
し
て
、
そ
の
上
で
年
次
外
貨
予
算
を
政
府
の
意
見
の

調
整
を
了
え
て
作
成
す
る
事
を
法
的
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
ウ
ル
グ
ァ
イ
の
事
情
を
見
よ
う
。
こ
の
国
は
一
九
四
一
年
一
月
十

日
公
布
の
法
律
第
一
〇
〇
〇
〇
号
の
規
定
か
ら
外
貨
予
算
を
編
成
し
て
い

る
。
こ
の
法
律
は
輸
出
入
統
制
委
員
会
を
設
立
し
、
毎
年
十
二
月
三
十
日

以
前
に
次
の
一
年
間
の
為
替
収
入
と
配
分
の
見
積
り
の
両
方
を
共
和
国
銀

行
（
切
帥
鼻
o
h
切
Φ
薯
霞
。
）
が
行
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
為
替
の
見
積
り

は
ウ
ル
グ
ァ
イ
で
は
こ
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
い
る
が
制
限
制
度
の
活
動

は
明
ら
か
に
形
式
的
な
外
貨
予
算
制
度
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。

　
外
貨
に
つ
い
て
の
制
限
を
い
く
ら
か
実
施
し
て
い
る
他
の
若
干
の
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
で
は
外
貨
予
算
の
策
定
は
形
式
的
に
は
為
替
法
と

か
他
の
法
律
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
か
、
時
に
よ
っ
て
は
単
に
行
政
措
置

と
し
て
政
治
的
に
処
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
外
貨
予
算
の

内
容
は
、
二
、
三
の
国
で
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

等
の
国
は
チ
リ
i
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
、
コ
p
ン
ビ
ア
の
三
国
で
あ
る
。

三
　
外
貨
豫
算
の
職
能

　
外
貨
予
算
の
基
本
的
機
能
は
輸
入
と
か
他
の
為
替
支
出
を
取
扱
う
場
合

に
優
先
権
を
割
当
し
た
り
、
統
制
し
た
り
す
る
単
に
一
手
段
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
予
算
と
い
う
の
が
出
つ
る
を
制
す
る

所
謂
支
出
規
制
を
目
途
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
併
し
前
述
し
た
如
く
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
外
貨
予
算
は
為
替
政

策
と
か
対
外
商
叢
政
策
、
果
て
は
貨
幣
政
策
の
一
つ
の
機
構
と
も
老
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
一
国
経
済
の
機
能
や
一
国
の
経
済
．
の
終
局
的
到
達
点
に
対

す
る
進
歩
に
対
し
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
予
算
は
国
内
金
融
設
楽
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
国
の
為
替
準
備

に
関
し
て
希
望
さ
れ
た
政
策
の
実
行
の
た
め
の
一
基
盤
と
し
て
役
立
つ
で

あ
ろ
う
し
又
、
対
外
金
融
の
要
請
に
は
貸
付
を
行
い
海
外
負
債
の
償
還
を
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出
来
る
限
度
迄
、
確
実
に
す
る
機
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。

◇
為
替
支
出
の
開
拓

　
為
替
支
出
の
開
拓
と
い
う
外
貨
予
算
の
根
本
的
機
能
は
い
さ
N
か
詳
細

な
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
数
ケ
国
で
は
為
替
墓
本
法
や
他
の
為
替
法
は
以

下
の
如
く
規
定
す
る
。
即
ち
（
一
）
支
払
い
や
輸
入
の
種
々
の
ク
ラ
ス
に

対
す
る
為
替
の
割
当
に
関
す
る
優
先
権
の
規
定
（
二
）
為
替
政
策
を
統
轄

す
る
た
め
の
他
の
原
理
の
規
定
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
元
来
、
こ
の
予
算
を
公
的
、
官
的
に
利
用
す
る
場
合
は
政
策
は
又
甥
璽

に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
優
先
権
が
外
貨
予
算
の
中
で
為
替
の
割
当

す
る
場
合
の
一
般
的
基
準
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
の
数
ケ
国
の
外
貨
予
算
は
そ
の
予
算
期
間
（
財
政
年
度
）

中
、
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
諸
制
限
の
強
化
へ
の
決
定
を
、
効
果
に
於

い
て
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
為
替
収
入
の
見
積
り
は
海
外
支
払
の
制
限
の
自
由
や
強
化
の
よ
う
な
仕

事
を
呼
び
起
す
事
も
老
え
ら
れ
る
。

　
外
貨
予
算
は
少
く
と
も
一
国
の
あ
る
基
礎
的
必
需
品
た
る
食
糧
、
原
料
、

燃
料
、
新
聞
紙
等
の
輸
入
の
確
保
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
殆
ん
ど
の

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
為
替
制
限
制
度
に
於
い
て
は
、
こ
の
見
地
か

ら
そ
の
国
に
と
り
物
価
騰
貴
と
な
る
よ
う
な
物
資
（
稀
少
物
資
）
の
輸
入

に
対
し
て
も
必
需
品
な
ら
ば
外
貨
の
割
当
を
し
て
い
る
。
更
に
外
貨
の
割

当
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
資
本
設
備
の
輸
入
一

i
経
済
開
発
計
画
に
関
す
る
必
要
物
資
の
輸
入
に
は
特
別
の
老
慮
が
払
わ

　
　
　
ラ
テ
y
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
G

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
外
貨
予
算
を
通
じ
て
軽
易
支
出
の
開
拓
が
一

国
の
立
案
計
画
し
た
政
策
の
実
施
に
際
し
て
掛
酌
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

予
算
の
編
成
は
、
地
方
産
業
の
保
護
、
奨
励
等
を
含
ん
だ
商
業
政
策
の
影

響
を
う
け
る
事
は
実
情
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
外
貨
予
算
は
現
行
の

関
税
率
や
将
来
の
こ
の
変
動
か
ら
輸
入
需
要
に
効
果
が
如
何
に
表
れ
る
か

に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
の
は
否
め
な
い
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
の
国
の
為
替
政
策
は
明

ら
か
に
外
貨
予
算
編
成
の
一
基
準
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
容
易
に
首
肯
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

　
特
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
外
貨
予
算
と
金
融
政
策
の
緊
密
化
は
常

に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
現
実
に
も
密
接
な
関
連
を
も
つ
て
い
る
が
為

替
準
備
を
一
途
に
蓄
積
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
外
貨
予
算
の
実
行

は
細
心
の
注
意
に
よ
っ
て
前
述
し
た
如
く
配
分
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
、
時
に
過
剰
資
金
の
供
給
や
、
そ
れ
が
国
内
経
済
政
策
へ
の
強
い
反

擾
と
な
っ
て
貿
易
を
生
命
と
す
る
之
等
の
国
の
経
済
構
造
に
大
き
な
打
撃

を
与
え
る
結
果
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
た
め
に
も
外
貨
予
算
の
編
成
の
場
合
は
イ
ン
フ
レ
圧
力
を
抑
制
す

る
要
素
に
重
点
を
お
き
、
政
府
部
内
の
統
制
を
強
め
て
財
政
、
金
融
政
策

を
放
慢
す
べ
し
と
の
　
（
輸
出
産
業
へ
貸
付
を
増
大
す
れ
ば
為
替
制
限
は
直
ち
に

緩
和
可
能
で
あ
る
）
意
見
に
は
果
敢
な
対
抗
策
を
も
つ
て
臨
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
外
貨
予
算
が
金
融
的
に
効
果
を
も
つ
の
は
複
数
為
替
相
場
制
度
を
慎
重
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ラ
テ
y
」
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

に
各
国
が
運
営
す
る
際
に
表
れ
る
が
、
複
数
レ
ー
ト
は
経
済
の
あ
る
部
門

に
対
す
る
税
金
、
補
助
金
と
い
う
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
複
数
レ
ー
ト
が
作
用
し
た
結
果
、
為
替
取
引
に
よ
り
地
方
通
貨
が
減
少

し
て
ゆ
く
場
合
は
中
央
銀
行
が
之
を
補
充
す
る
意
味
で
貨
幣
の
発
行
を
せ

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
通
貨
に
対
す
る
影
響
と
、
そ
れ

ら
に
伴
っ
て
生
ず
る
イ
ン
フ
レ
的
効
果
の
回
避
は
、
ど
ん
な
レ
ー
ト
で
も

取
引
さ
れ
る
予
想
為
替
取
引
の
価
値
を
研
究
す
る
こ
と
と
、
必
要
な
調
整

を
之
等
の
間
で
す
る
な
ら
ば
必
ず
可
能
と
な
る
。

　
叉
異
っ
た
有
効
な
為
替
レ
ー
ト
を
適
用
し
た
場
合
に
効
力
の
現
れ
る
取

引
は
緊
縮
的
貨
幣
政
策
の
確
保
に
は
食
担
と
さ
え
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
若
干
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
イ
ン

フ
レ
抑
制
と
デ
フ
レ
の
目
的
の
た
め
に
又
為
替
収
入
の
増
大
の
た
め
に
今

迄
と
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
外
貨
予
算
と
い
う
の
は
、
あ
く
迄
も
一
国
の
政
府
経
済
計
画
の
一
つ
の

道
具
と
い
う
か
一
翼
に
過
ぎ
ず
、
単
に
技
術
的
に
編
成
し
て
金
融
面
、
信

用
面
、
財
政
面
で
適
当
な
政
策
が
伴
わ
な
い
も
の
と
な
る
な
ら
ば
極
め
て

意
義
の
少
い
も
の
と
な
っ
て
了
う
こ
と
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

◇
為
替
準
備
摘
上
政
策

　
外
貨
予
算
に
は
発
展
政
策
の
必
要
な
・
こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
場

合
も
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。
為
替
の
受
入
と
支
払
が
均
衡
す
る
よ
う
に
調

整
が
と
れ
な
い
な
ら
ば
予
算
の
中
に
準
備
金
の
利
用
を
須
く
前
も
っ
て
計

算
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
又
、
一
国
は
為
替
準
備
に
関
す
る
長

期
計
画
を
も
つ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
、
将
来
㍉
一
時
的
に
も
支
払
困
難

が
生
じ
た
場
合
で
も
最
小
限
の
準
備
は
確
保
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
こ
の

見
地
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
パ
ラ
グ
ァ
イ
の
よ
う
な
国
で
は
過
去
数
年
こ
の
よ
う
な
為
替
準
備
政
策

が
と
ら
れ
、
ボ
リ
ビ
ア
で
は
外
貨
予
算
法
が
規
定
さ
れ
て
正
常
な
輸
入
へ

の
為
替
供
給
が
出
来
る
水
準
に
な
る
迄
、
中
央
銀
行
の
為
替
準
備
を
作
っ

て
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
コ
p
ン
ビ
ア
や
ニ
カ
ラ
グ
ア
は
為
替
準
備

の
増
大
に
も
っ
と
野
心
的
な
政
策
を
と
っ
て
い
る
。
脚
ち
す
べ
て
の
為
替

制
限
を
変
更
自
由
な
弾
力
的
な
も
の
と
し
、
状
態
さ
え
改
善
さ
れ
、
許
さ

れ
る
時
は
、
統
一
し
た
一
本
の
為
替
レ
ー
ト
を
設
定
す
る
の
に
十
分
な
為

替
準
備
を
蓄
積
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

◇
対
外
融
資
需
要

　
外
貨
予
算
．
と
い
う
も
の
が
事
前
に
支
払
不
足
を
見
積
る
時
、
公
定
準
備

使
用
以
外
の
方
法
と
い
う
の
は
、
不
足
を
そ
の
ま
x
現
す
の
に
利
用
す
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
外
貨
か
ら
の
貸
金
契
約
の
ご
く
早
期
の
段
階
を
示
す

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
外
資
を
輸
入
（
長
期
貸
付
）
し
て
こ
の
不
足

を
補
墳
し
て
お
り
、
こ
の
輸
入
の
た
め
の
外
国
の
資
金
の
流
入
は
中
央
銀

行
叉
は
政
府
が
契
約
当
㌧
争
者
で
あ
る
。
併
し
こ
の
政
府
機
関
に
よ
る
借
款

で
量
的
に
不
十
分
な
場
合
は
、
外
貨
予
算
中
で
は
合
併
と
い
う
形
で
借
款

の
条
件
を
商
議
す
る
外
国
銀
行
貸
金
、
外
国
政
府
貸
金
、
国
際
通
貨
基
金

の
貸
金
が
投
入
さ
れ
て
い
て
、
之
等
の
資
金
は
外
資
予
算
の
規
定
通
り
の

使
用
に
よ
り
長
期
的
に
経
済
開
発
計
画
の
進
展
を
推
進
し
て
い
る
。
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エ
ク
ア
ド
ル
や
他
の
二
、
三
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
で
は
外
貨
予

算
は
外
資
が
実
力
を
発
揮
す
る
期
間
の
計
算
上
「
長
期
を
要
す
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
の
に
鑑
み
予
算
の
規
模
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算
は
各
国
の
経
済
開
発
計
画
を
数
個
の

形
式
の
外
資
を
獲
得
し
て
充
実
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
り
、
近
年
に
於

い
て
は
、
こ
の
外
資
を
導
入
す
る
よ
う
な
為
替
統
制
へ
と
転
換
を
遂
げ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ

Σ
あ
り
外
債
に
対
し
て
も
優
先
権
を
認
め
る
と
い
う
熱
心
さ
で
所
謂
外
資

も
　
　
も

待
ち
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
出
来
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

◇
為
替
制
限
制
度
の
作
用

　
管
理
は
統
制
制
度
の
中
で
の
為
替
作
用
の
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

外
貨
予
算
の
な
い
国
々
が
い
か
に
難
渋
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
の
外
貨
予
算
．
の
な
い
以
前
の

事
情
が
示
し
て
い
る
。
即
ち
為
替
や
為
替
と
関
連
す
る
諸
問
題
や
、
支
払

不
足
と
い
う
予
期
し
な
い
問
題
や
、
商
業
上
の
未
払
金
や
、
政
治
上
の
悪

癖
が
特
に
之
が
た
め
の
基
盤
に
立
っ
て
の
み
処
理
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
必
需

晶
の
輸
入
不
足
対
策
さ
え
も
表
面
化
し
易
い
状
態
に
な
る
こ
と
は
火
を
見

る
よ
り
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
に
対
し
て

外
貨
予
算
が
万
能
薬
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
公
言
は
出
来
な
い
に
も
不
拘
、

外
貨
予
算
の
使
用
が
大
勢
を
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
為
替
管
理
当
局

が
常
に
こ
の
外
貨
予
算
と
い
う
道
具
で
支
払
不
足
を
補
っ
た
か
ら
で
あ

る
Q

　
チ
リ
ー
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ボ
リ
ビ
ア
で
は
毎
年
の
外
貨
予
算
の
実
行
に

は
予
算
の
分
配
も
さ
る
こ
と
乍
ら
個
人
や
商
社
へ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
分
配

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

法
の
改
訂
の
希
望
に
至
る
迄
周
到
な
基
準
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　
予
算
統
制
措
置
法
は
編
成
時
の
予
算
の
見
積
り
と
そ
の
後
の
経
済
情
勢

の
変
化
に
よ
る
現
実
の
為
替
事
椿
と
を
比
較
し
て
為
替
制
限
制
度
に
変
更

を
来
す
必
要
の
生
ず
る
時
を
指
示
す
べ
し
と
規
定
し
て
い
る
が
、
形
式
上

の
予
算
の
改
訂
は
例
年
共
、
そ
の
財
政
年
度
内
に
制
限
制
度
を
担
当
し
て

い
る
当
局
者
の
勧
告
に
よ
っ
て
迅
速
、
果
断
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

四
　
一
算
編
威
の
準
備

　
外
貨
予
算
の
分
析
の
中
で
は
こ
の
準
備
が
最
も
重
要
な
段
階
で
あ
る
こ

と
は
言
を
湿
た
な
い
。

　
こ
の
段
階
で
は
来
る
べ
き
年
の
為
替
活
動
は
他
の
す
べ
て
の
関
連
政
策

と
の
均
斉
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
制
度
的
見
地
か
ら
は
関
係
法
規
や
行

政
官
憲
、
そ
の
手
続
が
老
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
更
に
、
為
替
収
入
の
見

積
り
に
よ
っ
て
予
算
編
成
の
基
礎
が
出
来
、
最
後
に
適
用
さ
れ
る
政
策
が

具
体
化
さ
れ
、
色
々
な
タ
イ
プ
の
為
替
支
出
へ
の
割
当
が
進
展
す
る
方
向

を
進
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◇
制
　
　
度
　
　
面

　
外
貨
予
算
の
準
備
機
構
は
国
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
が
多
く
の
ラ
テ
ン

・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
中
央
銀
行
が
統
制
者
と
な
り
中
央
為
替
プ
ー
ル
又

は
中
央
為
替
基
金
を
掌
握
し
て
い
る
。

　
予
算
．
が
統
制
機
能
を
も
つ
て
い
る
国
で
は
高
級
の
政
府
官
憲
が
支
出
の

許
可
を
与
え
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

　
プ
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
　
国
器
。
黒
ぞ
①
℃
。
ミ
2
　
が
認
可
を
担
当
し
、
パ
ラ

グ
ア
イ
で
は
中
央
銀
行
の
編
…
成
の
外
貨
予
篁
刀
か
ら
の
支
出
命
令
は
大
統
領

を
議
長
と
す
る
宮
ゆ
鉱
8
巴
O
。
琴
出
9
団
8
昌
。
巳
。
6
。
自
象
匿
ま
昌
の
優
先

認
可
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
又
、
チ
リ
ー
の
外
貨
予
算
は
大
統
領
の
確
認
し
た
（
署
名
）
経
済
省

令
に
よ
る
認
可
が
必
要
．
で
あ
り
、
ボ
リ
ビ
ア
の
場
合
は
大
蔵
省
を
通
じ

国
器
8
け
貯
Φ
℃
睾
霧
が
認
可
を
与
え
ね
ば
ボ
リ
ビ
ア
中
央
銀
行
は
認
め
て

支
出
を
し
な
い
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
大
蔵
大
臣
を
議
長
と
す
る
前
述
の
金
融
（
貨
幣
及
び
信

用
）
監
督
協
議
会
が
認
可
機
関
と
な
っ
て
い
る
。

　
大
半
の
国
は
こ
の
よ
う
な
機
関
と
共
に
一
ケ
年
の
予
算
制
度
で
運
営
を

行
っ
て
い
る
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
み
は
半
年
毎
に
予
算
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
中
等
の
機
関
は
国
内
各
地
に
出
先
を
も
つ
て
各
国
の
経
済
情
勢
の

検
討
を
行
い
、
中
央
に
集
中
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
之
等
は

公
共
官
庁
が
直
接
に
出
先
を
も
つ
場
合
と
、
民
間
に
委
嘱
を
す
る
場
合
と

が
あ
る
。
之
等
両
者
の
協
力
が
為
替
政
策
、
特
に
当
面
の
外
貨
予
算
の
編

成
、
実
行
に
は
緊
要
で
あ
る
の
で
国
際
通
貨
基
金
の
使
節
団
は
ボ
リ
ビ
ア

と
パ
ラ
グ
ア
イ
の
外
貨
予
算
．
の
発
足
に
際
し
て
特
に
協
力
勧
告
を
し
た
の

で
あ
る
。

　
ボ
リ
ビ
ア
の
為
替
統
制
法
は
以
下
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
即
ち
、
中
央
銀
行
は
鉱
業
会
社
（
罫
巳
昌
α
q
O
。
愚
自
註
8
）
及
び
鉱
業
銀

行
（
影
巳
品
守
艮
）
と
そ
の
他
の
政
府
の
技
術
当
局
の
助
言
と
協
力
に

よ
り
外
貨
予
算
を
編
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
パ
ラ
グ
ァ
イ
で
も
叉
政
府
の
特
殊
部
門
と
中
央
銀
行
の
協
力
に
よ
り
外

貨
予
算
は
、
は
じ
め
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
外
貨
予
算
の
編
成
は
非
常
に
重
要
且
つ
困
難
で
あ
る
こ
と

か
ら
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
政
府
は
単
独
で
之
の
衝
に
当
ら
ず
、

ど
の
国
も
技
術
方
面
、
経
営
方
面
の
顧
問
の
勧
告
と
助
言
に
よ
る
協
同
を

得
て
遂
行
し
、
予
算
の
実
行
に
も
又
之
等
と
の
協
議
を
中
心
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

◇
為
替
収
人
の
見
積
り

　
外
貨
予
算
と
い
う
の
は
国
際
収
支
の
全
受
取
と
対
立
す
る
中
央
プ
ー
ル

の
全
為
替
収
入
を
内
含
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
為
替
統
制
法
は
為
替
収

入
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
を
す
る
。
例
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
、
ボ
リ
ビ
プ
で
は

見
え
ざ
る
資
本
と
し
て
自
由
為
替
市
場
を
動
く
取
引
は
外
貨
予
算
の
勘
定

に
は
入
れ
て
い
ず
、
之
等
の
国
々
で
は
、
あ
る
部
分
で
は
自
由
為
替
市
場

は
一
つ
の
安
全
弁
（
ω
珪
身
ぐ
巴
く
①
）
と
老
え
て
い
る
。

　
チ
リ
ー
や
パ
ラ
グ
ア
イ
、
エ
ク
プ
ド
ル
で
は
貿
易
の
変
動
を
い
く
ら
か

見
込
ん
で
部
分
的
な
自
由
為
替
市
場
取
引
は
外
貨
予
算
の
見
積
り
に
入
れ

て
い
る
。
パ
ラ
グ
ア
イ
や
エ
ク
ア
ド
ル
は
自
由
市
場
で
の
小
さ
い
動
き

（
民
聞
、
証
券
会
社
）
は
制
限
を
せ
ず
、
自
由
市
場
に
於
げ
る
彼
等
自
身

の
活
動
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
よ
る
中
央
銀
行
へ
の
影
響
を
聞
題
と
し
て

い
る
。
エ
ク
ア
ド
ル
の
外
貨
予
算
の
中
に
含
ま
れ
る
自
由
市
場
か
ら
の
見

積
り
収
入
は
主
と
し
て
公
定
為
替
市
場
と
自
由
為
替
市
場
と
の
関
係
か
ら

出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
公
定
市
場
か
ら
の
も
の
に
は
近
年
、
色
々
な
種
類
の
為
替
収
入
が
入
り
、
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輸
出
に
対
す
る
見
積
り
は
輸
出
商
品
の
価
値
だ
け
で
な
く
量
と
一
致
す
る

よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
チ
リ
ー
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は

コ
ー
ヒ
ー
の
輸
出
の
見
積
り
に
、
こ
の
種
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
チ
リ

ー
は
銅
の
国
際
価
格
の
変
動
に
応
じ
て
そ
の
当
初
の
年
次
外
貨
予
算
を
数

度
に
亘
っ
て
改
正
し
て
い
る
こ
と
は
価
格
の
変
動
が
予
算
の
遂
行
を
困
難

に
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。

　
為
替
収
入
は
通
常
、
外
国
通
貨
に
よ
り
分
類
さ
れ
、
非
ド
ル
収
入
と
全

体
の
重
要
部
分
と
な
る
支
払
い
と
で
あ
る
。
併
し
実
際
は
為
替
制
度
の
必

要
に
よ
っ
て
色
々
の
措
置
が
と
ら
れ
る
が
ボ
リ
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
で
は

外
貨
予
算
は
米
ド
ル
表
示
、
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
形
式
的
に
は
米
ド
ル
表
示

で
あ
る
が
、
受
取
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
自
由
ド
ル
の
為
替
収
入
と
他
の
通

貨
に
よ
る
そ
れ
と
の
割
合
は
別
々
に
見
積
ら
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
発
換
通

貨
（
ド
ル
及
び
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
）
と
非
免
換
通
貨
は
外
貨
予
算
上
は
別
途

に
表
示
さ
れ
、
後
者
は
貿
易
及
び
支
払
協
定
の
下
に
一
国
の
委
任
勘
定
に

入
り
、
更
に
そ
れ
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
細
分
さ
れ
る
。
即
ち
、
稀
少
党

換
通
貨
と
非
稀
少
莞
換
通
貨
で
あ
る
。

　
チ
リ
ー
は
少
く
と
も
一
九
五
〇
年
以
来
、
外
貨
予
算
中
に
ド
ル
と
非
ド

ル
通
貨
と
を
別
途
に
表
示
を
し
て
来
て
い
る
。

　
抑
々
多
角
的
貿
易
協
定
や
決
済
協
定
を
も
つ
て
い
る
多
く
の
国
々
で
は

為
替
取
引
の
計
算
は
外
貨
予
算
中
で
処
理
す
る
協
定
が
と
ら
れ
て
い
る
。

之
等
の
国
で
は
予
算
中
に
非
ド
ル
の
部
分
が
あ
る
が
、
多
角
的
勘
定
を
協

定
し
た
場
合
は
決
済
に
際
し
て
は
普
通
は
金
叉
は
ド
ル
で
行
い
ド
ル
を
頭

字
と
し
て
い
る
こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
就
い
て
も
そ
の
ま
N

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q

　
今
一
つ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
複
数
買
レ
ー
ト
を
も
つ
て
い
る
為

替
制
限
制
度
の
下
で
は
適
正
な
為
替
レ
ー
ト
に
よ
る
為
替
収
入
を
見
積
ら

れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
チ
リ
ー
や
パ
ラ
グ
ァ
イ
で
は
現
在
、
こ
の

方
式
で
為
替
収
入
の
見
積
り
を
し
て
い
る
が
自
由
市
場
で
の
色
タ
な
種
類

の
取
引
の
見
積
り
が
外
貨
予
算
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
、
勿
論
、
公
定
レ

ー
ト
か
ら
の
収
入
と
は
別
途
と
な
る
。

◇
支
出
の
割
当

　
外
貨
予
算
の
最
初
の
割
当
は
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
　
（
政
府
以
外

の
公
共
機
関
が
そ
の
国
の
為
替
統
制
機
関
の
場
合
は
公
共
機
関
又
は
そ
の
出
先
当

局
）
こ
の
た
め
に
公
式
の
輸
入
に
対
す
る
予
想
支
払
、
公
債
支
払
、
外
交

上
や
そ
の
他
の
支
出
に
つ
い
て
の
資
料
が
蒐
集
さ
れ
る
の
が
普
通
の
形
で

あ
る
。

　
二
、
三
の
国
で
は
子
等
の
資
料
に
よ
る
見
積
り
は
大
蔵
大
臣
と
か
国
家

予
算
の
監
督
当
局
が
阻
止
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
一
九
五

三
年
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
外
貨
予
算
要
求
中
に
政
府
当
局
が
声
明
し
て
外
貨
予

算
中
に
上
述
の
見
積
り
を
入
れ
る
こ
と
は
金
融
監
督
協
議
会
の
認
可
が
必

要
と
さ
れ
た
こ
と
に
見
る
の
で
あ
る
。
又
パ
ラ
グ
ア
イ
は
外
貨
予
算
の
附

属
と
し
て
中
央
銀
行
の
同
意
に
よ
っ
て
大
蔵
大
臣
の
編
成
す
る
政
府
の
基

本
輸
入
予
算
（
b
口
巳
α
q
魯
h
2
切
琶
。
ぎ
℃
。
二
。
コ
げ
①
O
。
＜
Φ
巨
目
口
g
）
が
編

成
さ
れ
て
居
り
、
こ
の
予
算
は
国
×
・
。
旦
署
Φ
智
蓄
同
の
承
認
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。

　
尚
、
非
政
府
支
払
い
に
対
す
る
為
替
の
割
当
は
政
府
の
立
案
す
る
優
先
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

権
と
そ
れ
に
伴
う
政
策
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
為
替
の
割
当
は
輸
入
物
資
の
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と

は
特
に
朝
鮮
動
乱
後
の
世
界
の
価
格
騰
貴
の
場
合
は
度
々
で
あ
っ
た
。
之

等
の
決
定
に
際
し
て
は
政
府
は
政
府
出
先
当
局
、
輸
入
業
者
及
び
生
産
者

の
連
合
、
商
業
会
議
所
、
工
業
及
び
工
業
の
協
力
と
三
等
相
互
の
協
同
が

有
効
で
あ
る
だ
け
で
な
く
特
に
必
要
で
あ
っ
た
。

　
チ
リ
ー
で
は
輸
入
業
者
と
生
産
者
は
国
家
貿
易
会
議
（
2
醇
江
琴
巴
司
自
。
・

お
昌
目
冨
山
Φ
O
。
自
昌
色
）
　
に
来
る
べ
き
年
の
輸
入
計
画
を
過
去
三
ケ
年
の
実

績
を
も
と
と
し
て
作
成
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
二
、
三
の
国
の
大
き
な
資
金
を
も
つ
申
央
銀

行
は
一
層
重
要
な
輸
入
に
予
算
の
割
当
を
す
る
際
に
有
効
判
断
を
下
す
専

門
家
即
ち
特
定
商
社
に
商
晶
輸
入
の
特
権
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
Q

　
二
、
三
の
国
で
は
こ
こ
一
、
両
年
前
に
深
刻
な
為
替
逼
迫
に
直
面
し
、

そ
の
た
め
に
厳
重
な
為
替
制
限
が
行
わ
れ
、
絶
対
必
需
品
の
輸
入
に
だ
け

外
貨
を
割
当
て
る
と
い
う
強
力
な
対
策
を
と
っ
て
為
替
事
惜
の
改
善
へ
の

努
力
を
し
た
。
こ
れ
た
よ
っ
て
も
支
出
の
限
界
は
明
ら
か
に
劃
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
残
金
は
大
概
の
場
合
は
商
業
上
の
支
払
用
に
積

立
て
ら
れ
る
な
ら
ば
外
国
よ
り
の
公
式
の
貸
金
の
緊
縮
に
残
金
が
当
て
ら

れ
、
そ
の
結
果
、
外
貨
予
算
は
貸
金
の
償
還
に
あ
て
ら
れ
、
同
様
な
意
味

で
、
そ
の
他
の
対
外
貸
金
は
外
貨
予
算
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
Q
、

　
更
に
大
部
分
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
で
は
輸
入
割
当
に
つ
い
て
は

完
全
に
詳
細
な
分
類
を
し
て
は
い
な
く
、
詳
細
な
割
当
が
発
表
さ
れ
た
と

し
て
も
特
に
そ
の
額
の
小
さ
い
時
は
輸
入
制
限
の
商
品
を
輸
入
業
者
に
独

占
さ
せ
て
了
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
輸
入
へ
の
支
出
を
見
積
る
時
に
は
考
慮
さ
れ
る
一
つ
の
こ
と
は
、
そ
の

年
度
末
に
支
出
す
る
未
利
用
で
有
効
確
実
な
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
の
価
値
で

あ
る
。
之
等
の
ラ
イ
セ
ン
ス
は
来
財
政
年
度
で
麦
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
り
、
も
し
毎
年
末
の
こ
の
価
値
が
輸
出
収
入
よ
り
の
未
払
総
額
と

大
凡
、
等
し
い
な
ら
ば
予
算
編
成
時
に
之
を
計
上
す
べ
き
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
も
し
輸
入
ラ
イ
ン
セ
ン
ス
へ
の
支
出
額
と
未
収
入
と
が
食
違
っ
て

い
れ
ば
、
支
払
義
務
額
の
累
積
を
避
け
る
た
め
に
外
貨
予
算
中
に
こ
の
勘

定
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
Q

　
こ
の
た
め
に
数
ヶ
国
で
は
外
貨
予
算
中
に
偶
然
準
備
金
即
ち
、
臨
時
費

　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

と
し
て
「
仮
勘
定
」
を
設
け
て
い
る
。
之
は
緊
急
の
支
払
の
必
要
な
時
の

た
め
の
も
の
で
蓄
積
が
．
要
求
さ
れ
る
為
替
準
備
と
は
別
勘
定
で
、
こ
の
丁

度
中
位
の
量
と
い
う
の
は
単
に
些
少
の
目
的
で
は
普
通
は
イ
ヤ
マ
ー
ク
さ

れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
国
際
収
支
上
の
見
え
ざ
る
勘
定
上
、
公
定
市
場
へ
の
外
貨
予
算
の
支
払

見
積
額
は
公
定
市
場
が
こ
の
勘
定
上
の
す
べ
て
の
国
の
支
払
を
済
ま
す
場

合
は
鬼
大
な
仕
事
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
全
う
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諦
国
の

場
合
は
二
、
三
の
見
え
ざ
る
タ
イ
プ
だ
け
が
、
公
定
市
場
相
場
と
し
て
適

当
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
見
え
ざ
る
勘
定
に
対
す
る
公
定
市
場
の
支
払
い

が
登
録
さ
れ
た
保
険
や
学
生
の
支
払
い
、
あ
る
限
度
迄
の
銀
行
支
出
、
医

療
へ
の
支
払
い
等
に
限
定
さ
れ
る
時
は
、
相
当
な
見
積
り
は
過
去
の
割
当

の
呈
示
が
之
を
遂
行
し
て
く
れ
る
。
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資
本
の
た
め
に
公
定
市
場
を
通
じ
て
支
払
い
が
な
さ
れ
る
額
は
法
律
や

契
約
が
上
述
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
に
対
し
で
登
録
さ
れ
た
制
限

（
例
へ
ば
登
録
価
値
の
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
示
す
と
い
え
る
。
叉
他
の
場
合

に
は
行
政
上
の
判
断
は
通
例
と
し
て
は
先
述
の
如
き
取
引
に
つ
い
て
ラ
イ

セ
ン
ス
を
与
え
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

　
僅
か
な
例
で
は
あ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
予
算
の
見
積
り
は
登
録
さ

れ
た
外
国
資
本
の
支
払
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
併
し
資
本
の
流
入
を
奨
励

す
る
政
策
に
よ
っ
て
、
之
等
の
支
払
に
は
何
の
制
限
も
な
い
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

　
複
数
為
替
レ
ー
ト
組
織
の
下
に
於
い
て
は
支
払
に
対
し
て
の
為
替
の
割

当
は
、
為
替
収
入
の
見
積
り
の
論
議
の
際
に
既
に
委
託
さ
れ
た
特
別
発
行

を
増
大
す
る
と
云
わ
れ
る
。
予
算
の
中
に
外
国
通
貨
区
劃
が
あ
る
時
は
各

区
劃
毎
の
支
出
割
当
と
見
積
り
収
入
が
均
衡
す
る
よ
う
な
試
み
が
行
わ
れ

常
に
準
備
金
の
構
成
は
望
ま
し
い
変
化
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
党
換
通
貨

区
劃
内
で
は
多
角
的
勘
定
の
不
足
の
決
済
に
硬
貨
を
使
う
こ
と
が
予
め
分

る
こ
と
は
時
に
よ
っ
て
必
要
で
あ
り
硬
貨
逼
迫
の
生
じ
て
い
る
時
、
複
数

通
貨
予
算
を
も
つ
て
い
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
数
ヶ
国
は
形
式
上
、
硬

貨
支
払
い
の
多
量
の
支
出
を
軟
貨
に
転
換
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
や
は
り
、
予
算
内
容
の
広
汎
さ
や
支
払
の
際
に
通
貨
に
差
別
を
す
る

為
替
統
制
の
技
術
は
、
実
際
間
題
と
し
て
余
り
に
も
広
範
囲
す
ぎ
て
現
段

階
で
は
勿
論
不
可
能
の
分
析
領
域
で
あ
る
。

ラ
テ
ン
。
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

五
　
豫
算
の
實
行

◇
予
　
算
　
統
　
制

　
外
貨
予
算
の
固
有
の
統
制
は
為
替
制
度
の
一
層
有
効
な
管
理
で
あ
る
が
、

予
算
の
遂
行
を
合
理
的
に
す
る
た
め
に
、
多
く
の
国
で
は
表
を
作
る
カ
ー

ド
や
、
そ
の
機
械
の
よ
う
な
特
殊
設
備
を
装
置
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ

て
来
た
。
こ
の
場
合
、
ど
の
カ
ー
ド
に
も
】
つ
の
許
可
取
引
か
為
替
取
引

の
完
全
な
記
録
が
書
か
れ
て
あ
っ
て
（
個
人
名
、
商
品
の
等
級
、
取
引
の
等
級
、

通
貨
、
数
量
、
日
附
等
）
予
算
の
遂
行
や
、
改
訂
、
編
成
の
た
め
に
迅
速
な

知
識
情
報
の
一
覧
表
を
作
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
ご
く
軽
度
の
為
替
統
制
を
実
施
中
の
の
若
干
の

国
で
は
こ
の
方
式
が
採
用
（
タ
ビ
ュ
ー
レ
ー
テ
イ
ン
グ
方
式
）
．
さ
れ
て
前

述
の
情
報
の
中
央
へ
の
集
中
を
予
算
の
遂
行
と
予
算
統
制
の
た
め
に
試
み

ら
れ
て
い
る
。

　
大
規
模
の
為
替
統
制
を
行
っ
て
い
る
国
で
は
他
部
門
が
統
制
し
て
い
る

色
々
な
為
替
取
引
に
関
係
の
あ
る
型
の
写
し
の
確
保
や
、
公
認
銀
行
の
他

の
機
関
が
執
行
し
て
い
る
取
引
に
つ
い
て
も
タ
ビ
ュ
レ
ー
テ
イ
ン
グ
制
度

が
弘
通
し
つ
鼠
あ
る
。
為
替
配
分
の
過
程
で
非
常
に
役
立
つ
重
要
な
記
録

の
型
の
一
つ
と
い
う
の
は
為
替
有
効
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
若
干
の

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
で
は
こ
の
よ
う
な
勘
定
に
は
現
在
の
為
替
保

有
高
を
含
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
予
想
為
替
収
入
も
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
記
録
や
予
算
実
行
の
時
期
的
報
告
や
為
替
制
度
の
活
動
に
つ
い
て
の
一

覧
表
制
度
の
今
一
つ
の
用
途
は
、
無
論
、
為
替
や
貿
易
統
制
機
構
や
為
替
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ラ
テ
y
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

配
分
に
適
用
さ
れ
る
技
術
の
性
格
如
何
に
か
玉
っ
て
い
る
。
い
つ
れ
に
し

て
も
予
算
実
行
の
責
任
は
一
つ
の
機
関
叉
は
一
個
人
、
次
第
で
あ
る
と
い

う
も
過
言
で
は
な
い
。
云
う
迄
も
な
く
有
効
な
外
貨
予
算
に
つ
い
て
は
厳

重
な
制
限
の
下
に
あ
る
為
替
予
算
は
主
要
な
負
担
で
あ
ろ
う
。

◇
為
替
の
配
分

　
外
貨
予
算
に
よ
っ
て
為
替
を
配
分
す
る
過
程
と
い
う
の
は
、
為
替
の
有

効
性
と
そ
の
国
の
為
替
の
収
入
と
支
出
の
季
節
的
型
を
老
公
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
の
如
く
主
要
輸
出
品
が
農
業
生
産
物
の
場

合
は
季
節
的
変
動
が
大
き
く
一
財
政
年
度
の
間
の
為
替
収
入
の
流
入
は
不

規
則
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
変
動
が
季
節
的
で
あ
る
と
外
貨

予
算
の
下
で
ラ
イ
セ
ン
ス
の
あ
る
時
と
支
払
い
と
は
時
季
的
に
ズ
レ
が
生

じ
て
来
る
。
借
款
の
場
合
と
、
こ
の
こ
と
か
ら
外
資
の
提
供
者
と
協
議
の

上
、
長
期
借
款
に
切
り
換
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
叉
外
国
銀
行
は
そ
の

国
の
輸
入
の
融
資
に
対
し
て
は
地
方
銀
行
に
迄
、
短
期
貸
付
の
線
を
拡
大

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
二
、
三
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
で
は
為
替
の
配
分
に
対
す
る
外
貨

予
算
の
規
準
に
伴
う
諸
規
則
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
の
標
準
は
ラ
イ
セ
ン

ス
の
磨
滅
発
行
で
、
そ
の
量
は
ご
く
小
で
あ
る
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の

国
々
の
場
合
は
一
〇
乃
至
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　
外
貨
予
算
の
中
に
処
理
が
自
由
に
決
め
る
こ
と
の
出
来
る
必
需
商
品
と

か
支
払
い
（
為
替
の
分
配
を
す
る
の
に
）
を
除
け
ば
個
人
や
会
社
に
為
替

の
配
分
を
す
る
こ
と
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
仕
事
で
あ
る
。
国
に
よ
っ
て
多
種

に
使
っ
た
技
術
は
戦
後
は
漸
次
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
継
続
し
て
環

境
や
機
構
の
変
更
に
適
応
し
て
来
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
外
貨
予
算
の
下
で
輸
入
商
へ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
発
行
技
術
を

色
々
の
為
替
統
制
の
技
術
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
目
的
で
非
常
に
多

種
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
際
の
実
務
（
輸
入
商
割
当
貯
曾
8
言
。
守
。
。
9
霞
く
Φ
三
法
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
替
コ
ー
ル
、
特
に
之
が
た
め
の
ラ
イ
セ
ン
ス
、
若
干
の
公
開
一
般
ラ
イ
セ
ン
ス
）

を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
パ
ラ
グ
ア
イ
を
含
む
ラ
テ
ン
、

ア
メ
リ
カ
の
国
々
は
為
替
制
限
制
度
を
も
つ
て
い
る
が
そ
こ
で
は
個
入
や

商
社
に
対
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
の
許
可
の
詳
細
は
公
表
さ
れ
て
い
る
。

◇
予
算
の
改
訂

　
外
貨
予
算
と
い
え
ど
も
普
通
の
一
般
予
算
の
如
く
、
否
、
そ
れ
以
上
有

効
な
管
理
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
活
動
が
固
定
的
で
あ
っ
て
は
な

ら
ず
、
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
迅
速
に
伸
縮
性
を
も
つ
て
為
替
活
動
を
改

新
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
で
外
貨
予
算
を
も
つ
も
の
は
一
年
の
財
政

年
度
中
、
大
て
い
は
殆
ん
ど
予
算
の
改
訂
を
す
る
が
、
そ
の
範
囲
は
月
毎
、

四
半
期
毎
、
半
期
毎
の
各
段
階
が
あ
る
。
改
訂
の
度
に
為
替
収
入
の
見
積

り
は
年
次
予
算
の
残
り
の
期
間
を
過
大
に
見
積
り
勝
ち
で
あ
る
の
に
、
当

初
の
見
積
り
と
狂
い
の
生
じ
た
時
は
「
仮
勘
定
」
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い

る
。
之
が
予
算
執
行
の
調
整
作
用
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
殆
ん
ど
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
為
替
組
織
に
於
い
て
も
為
替
の

地
位
、
外
国
為
替
の
受
取
と
支
出
の
変
動
、
輸
出
入
ラ
イ
セ
ン
ス
発
行
の

状
態
に
つ
い
て
は
侮
日
叉
は
毎
週
報
告
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
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の
報
告
が
為
替
情
勢
を
改
善
し
、
ひ
い
て
は
経
済
発
展
に
役
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
為
替
の
状
態
が
好
転
す
る
際
の
貨
幣
、
信
用
政
策
は
今
迄
に

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
そ
の
有
効
な
こ
と
は
均
し
く
認
め
ら
れ
て

い
る
が
借
款
制
限
の
形
を
拡
大
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

◇
複
数
為
替
相
場

　
複
数
為
替
相
場
丁
度
を
も
つ
て
い
る
国
に
於
け
る
外
貨
予
算
の
実
行
の

過
程
で
は
、
為
替
の
発
展
ど
い
う
こ
と
は
複
数
為
替
相
場
構
造
の
変
動
を

必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
複
数
為
替
相
場
の
変
勤
は
外
貨
予
算
の
改
訂
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
こ
の

過
程
で
は
外
貨
予
算
に
対
す
る
複
数
相
場
の
貨
幣
的
効
果
を
再
詳
価
す

る
の
が
常
で
あ
る
（
例
え
ば
地
方
通
貨
の
損
益
は
異
っ
た
売
買
相
場
に
於
け
る
取

引
の
重
要
さ
の
結
果
と
し
て
予
想
す
る
）
。

　
複
数
為
替
相
場
又
は
複
数
通
貨
の
変
化
は
主
体
と
し
て
の
経
済
に
対
し

て
も
叉
、
一
部
門
に
対
し
て
も
重
要
性
を
も
ち
、
複
数
為
替
相
場
や
複
数

通
貨
の
効
果
が
表
れ
る
迄
に
注
意
深
い
考
慮
が
払
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。

　
外
貨
予
算
を
通
じ
て
制
限
制
度
の
作
用
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
全
為
替
に
対
す
る
複
数
相
場
の
変
動
と
他
の

関
連
政
策
と
の
関
連
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
併
し
、
あ
る
国
の
複
数
輸
入
相
場
は
外
貨
予
算
内
の
制
限
の
緩
和
に
役

立
ち
現
在
、
非
常
に
複
雑
な
複
数
相
場
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
は
又
、
外

貨
予
算
の
困
難
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
若
干
の
国
で
は
為
替
相
場
の
安
定
を
一
層
増
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
計
画

の
一
部
分
と
し
て
そ
の
国
の
複
数
相
場
に
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
、

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算

も
し
為
替
相
場
構
造
の
単
一
化
を
計
画
し
な
い
な
ら
ば
有
利
で
あ
る
こ
と

が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

六
　
結

び

　
以
上
、
吾
々
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
外
貨
予
算
に
つ
い
て
そ

の
性
格
、
編
成
実
行
面
で
の
特
長
を
マ
ア
テ
ッ
ラ
重
氏
の
所
論
（
同
筆
①
お
昌

国
蓉
冨
お
①
b
づ
乱
G
q
g
。
。
ぎ
『
g
配
置
下
戸
①
ユ
。
四
…
ξ
≧
ぴ
①
昌
繋
目
9
。
二
士
9
・
Q
Q
鼠
円

団
娼
霞
。
・
・
国
Φ
げ
・
H
O
韻
・
）
を
中
心
と
し
て
観
察
し
た
の
で
あ
る
が
最
大
の
問

題
は
外
貨
予
算
と
諸
政
策
決
定
の
関
係
で
あ
る
。

　
例
え
ば
世
界
貿
易
と
為
替
変
動
の
問
題
に
し
て
も
一
応
、
実
質
的
に
は

一
国
の
政
策
外
の
こ
と
に
属
し
て
い
る
が
多
辺
的
な
経
済
政
策
に
広
汎
に

結
び
つ
く
も
の
と
し
て
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
外
貨
予
算
の
と
り
上
げ
方
は
経
済
安
定

の
た
め
一
般
的
努
力
と
し
て
精
力
的
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
経

済
安
定
を
目
標
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
政
策
と
し
て
貨
幣
信
用
政
策
を
利
用

す
る
に
際
し
て
も
士
力
国
で
は
為
替
制
度
の
過
度
の
利
用
を
要
求
し
な
い

で
イ
ン
フ
レ
圧
力
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

予
算
の
改
訂
に
し
て
も
為
替
制
限
を
指
向
し
、
国
内
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
必

要
と
な
っ
た
複
数
為
替
相
場
の
修
正
を
経
過
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
叉
国
際
価
絡
に
対
す
る
国
内
の
調
整
に
は
根
本
的
方
法
と
し
て
為
替
平

価
切
下
げ
、
複
数
為
替
相
場
の
単
一
化
、
正
当
な
関
税
検
査
等
が
必
要
に

な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
外
に
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
外
貨
予
算
に
関
連
す
る
種
々
の
諸
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ラ
テ
ン
。
ア
メ
リ
カ
の
外
化
貝
予
算

問
題
が
老
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
く
純
粋
に
技
術
的
問
題
た
る
に
過

ぎ
な
い
。

　
即
ち
、
見
積
り
の
準
備
、
為
替
活
動
の
性
格
に
対
す
る
予
算
構
造
の
聯

関
、
貿
易
の
季
節
的
変
動
の
考
慮
、
等
々
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
、
更
に

予
算
の
実
行
に
関
し
て
は
為
替
の
分
配
に
よ
り
生
ず
る
他
の
技
術
的
問
題

ー
ラ
イ
セ
ン
ス
の
磨
滅
に
対
す
る
為
替
配
分
を
含
む
技
術
上
の
問
題
、

予
算
時
期
と
重
複
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
活
動
の
取
扱
い
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
之
等
の
技
術
的
諸
問
題
の
解
決
に
有
効
な
援
助
を
与
え
る
要

素
と
老
え
ら
れ
る
も
の
は
云
う
迄
も
な
く
経
験
と
技
術
的
援
助
な
の
で
あ

る
Q

　
又
、
こ
の
外
に
は
制
度
上
の
変
革
を
必
要
と
す
る
問
題
も
勿
論
指
を
屈

せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
為
替
統
制
法
施
行
機
関
の
不
調
和
や
予
算

執
行
の
政
府
機
関
と
出
先
の
不
協
同
と
民
間
機
関
と
の
争
刻
等
が
速
か
に

除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
色
々
の
困
難
な
諸
問
題
を
も
つ
外
貨
予
算
を
複
雑
な
組
織
の
中
で
均
し

く
と
り
上
げ
て
い
る
後
進
国
た
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
孜
々
た
る

営
み
の
窮
極
の
目
的
は
一
刻
も
速
く
経
済
的
自
立
を
達
成
し
安
定
せ
る
経

済
基
盤
の
上
に
近
代
国
家
を
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
独
立
へ
↓
真
の
独

立
へ
と
不
断
の
努
力
を
す
る
此
等
の
若
い
国
家
と
国
民
は
必
ず
そ
の
従
属

性
を
止
揚
し
了
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

一
、

二
、

三
、

四
、

山

本

工
業
化
の
背
景

一
九
三
十
年
代
及
第
二
次
大
皿
戦
中
の
工
業
発
展

産
業
構
造
の
変
化

第
一
次
五
ケ
年
計
画

脚、

H
業
化
の
背
景

泰
　
督

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
十
八
世
紀
中
葉
よ
り
農
業
国
と
し
て
発
展
し
欧
洲
の

工
張
国
へ
の
農
産
物
供
給
国
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
発
展
は
一
九
二
九
年
置
始
ま
る
大
恐
慌
迄
農
業
及
牧
畜

業
を
中
心
と
し
て
進
展
し
た
け
れ
ど
も
、
大
恐
慌
以
降
は
世
界
経
済
の
掩

乱
に
基
く
農
産
物
の
輸
出
困
難
及
農
業
生
産
の
停
滞
と
共
に
工
業
が
著
し

く
発
展
す
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
に
関
す
る
統
計
は
一
九
三
五
年
以
前
は
欠
除
し

て
お
り
僅
か
に
一
九
一
四
年
の
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
工
業
全
体
の
状
態
を

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

う
か
が
う
事
が
出
来
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
便
宜
上
先
ず
一
九
一
四
年

セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
此
の
国
の
工
業
及
全
体
と
し
て
の
経
済
構
造
を
眺
め

る
事
と
す
る
。

　
こ
の
セ
ン
サ
ス
に
基
く
工
脇
葉
統
計
（
表
一
）
は
鉄
道
及
倉
庫
撒
栗
の
如
き

本
来
工
業
と
は
見
倣
し
得
ぬ
業
種
を
も
含
ん
で
お
り
（
そ
の
他
の
頂
目
中

に
入
っ
て
い
る
）
正
確
な
数
値
で
は
な
い
が
、
工
業
及
手
工
業
の
一
企
業

平
均
被
雇
傭
者
数
は
八
人
強
、
使
用
動
力
は
十
三
馬
力
強
に
過
ぎ
な
い
。

（表1）1913年忌種別工業及手工業

使用者数

134，　842

57，　764

87，　317

29，　007

29，　327

　　9，　986

13，　286

15，　560

33，　112

動力
（千馬力）

　　165
　　　　6

　　　45

　　　　9

　　　18

　　　　5

　　　　3

m
姻

生産額

（千ペソ）

990，　469

160，　326

229，　636

87，　058

94，　296

56，　303

39，　662

40，　246

163，　794

企業数　　資本金

（千ペソ）

763，　773

100，　178

216，　182

62，　638

107，　620

38，　013

32，　982

34，　423

431，　852

410，　2016791，　861，　7901，　787，　662

18，　983

7，　081

8，　582

4，　441

3，　275

　　　567

1，　439

2，　458

1，　953

48，　779

業種
食　　品

衣　　服

建　　設

家具車両

金属加工

化学製品

印　　刷

繊維品
その他

計

（Source）1914年センサス

The　Economic　Development　of　the　Argentine　Republic

in　the　last　fifty　years．　（Ernest　Tornguist　＆　Co．）　1919

p．　37．
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

又
鉄
道
が
含
ま
れ
て
い
る
「
其
の
他
」
の
項
目
を
除
け
ば
使
用
動
力
は
五
、

六
馬
力
に
減
少
す
る
。
企
業
を
被
雇
傭
者
数
量
は
動
力
の
大
き
さ
に
依
っ

て
分
類
し
た
統
計
を
利
用
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
、
若
干
の
危
険
は
あ

る
に
し
て
も
、
第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
此
の
国
の
工
業
は
多
数
の
手
工

業
が
存
在
し
て
お
り
、
工
場
制
度
を
と
る
企
業
も
そ
の
規
模
が
極
め
て
小

さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
全
工
業
企
業
四
八
、
七
七
九
中
、
工
業
制
工
業
の

範
疇
に
入
る
も
の
は
二
四
、
二
〇
三
の
み
で
あ
り
、
臣
α
q
。
弩
監
8
ω
（
肉
冷

凍
工
場
）
精
糖
、
製
粉
工
場
の
如
き
農
業
牧
畜
業
と
密
接
に
関
連
し
た
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

種
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

註
（
－
）
　
≦
牌
訂
”
ぎ
音
。
・
茸
陰
言
日
掌
。
ぎ
b
暮
誉
2
卜
。
巳
。
山
・
H
置
p
や
◎
。
ω
・

各
種
工
業
中
、
食
品
加
エ
ェ
業
が
企
業
数
、
資
本
金
、
生
産
額
使
用
動
力

被
雇
傭
者
数
の
何
れ
に
お
い
て
も
第
一
位
に
あ
り
、
建
設
工
業
が
そ
れ
に

次
い
で
い
る
が
概
し
て
食
品
工
業
を
中
心
と
す
る
軽
工
業
の
比
重
が
圧
倒

的
に
高
い
。
各
工
業
が
ど
の
程
度
国
内
需
要
を
満
し
え
た
か
は
判
撚
と
し

な
い
け
れ
ど
も
、
　
一
九
三
九
年
に
建
て
国
内
需
要
を
ほ
黛
完
全
に
満
し
え

た
業
種
は
食
品
工
業
を
除
け
ば
繊
維
品
其
他
若
干
の
業
種
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
も
大
恐
慌
を
契
機
と
し
て
著
し
い
工
業
発
展
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
（
後
出
参
照
）
第
一
次
大
戦
前
に
は
工
業
製
品
に
対
す
る
需
要
を
国

内
工
業
は
満
し
え
ず
海
外
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
も
の
と
老
え
ら
れ
る
。

尚
こ
の
点
は
輸
入
品
目
を
見
る
事
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
。

　
他
面
此
の
国
の
農
業
生
産
は
海
外
市
場
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
は
一
九
世
紀
末
頃
か
ら
農
産
物
輸
出
国
と
し
て
世
界
市
場
に

登
場
し
た
の
で
あ
っ
て
国
内
需
要
を
満
す
の
み
で
な
く
穀
物
及
亜
麻
仁
を

輸
出
し
て
お
り
、
生
産
量
に
対
す
る
輸
出
量
の
比
率
が
最
も
低
い
小
麦
で

す
ら
生
産
量
の
五
七
、
五
％
を
輸
出
し
て
お
り
亜
麻
仁
に
至
っ
て
は
そ
の

八
四
、
八
％
を
輸
出
し
て
い
る
。
牧
畜
業
も
同
様
に
海
外
市
場
に
大
き
く

依
存
し
て
い
る
。
（
表
二
）

（表2A）第1次大戦前主要農産物輸出依存度

生産量A 輸出量・1 ÷（％）

（1000トン）

小　　麦 4，532．5 2，609．0 57．5

亜麻仁 765．6 649．3 84．8

玉蜀黍 4，406．3 3，255．8 73．9

燕　　麦 929．8 765．7 82．4

生産量は1910～11年　　1912～13年平均

輸出量は1911～13年平均
生産量輸出量はTorn吼uist，　op。　cit．　p．26，　pp．

30－31　より糞享二出

（表2B）肉類輸出依存度（1914年）

生産量A 1輸出量・

牛　　肉

r　　肉

ﾘ　　肉

511，296

V3，811

@　791

　（トソ）444，533

U8，582

@　299

÷〈％）
撃
戟
F
；
　
　
3
7
．
8

（Source）　Estadistica　Agricola，

op．　cit．　p．　111．

Tornguist，

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
貿
易
構
造
は
欧
洲
諸
国
へ
の
曲
辰
産
【
物
、
牧
畜
産
物
を

主
体
と
す
る
食
料
及
原
材
料
輸
出
、
欧
洲
諸
国
か
ら
の
各
種
雑
多
な
工
業

製
品
輸
入
と
い
う
典
型
的
な
後
進
国
の
そ
れ
で
あ
る
。
輸
出
品
屯
家
、
肉

類
は
輸
出
総
額
の
三
二
％
、
穀
物
及
原
材
料
は
五
六
％
を
占
め
て
お
り
、

こ
の
両
者
の
み
で
輸
出
価
額
の
八
八
％
に
当
る
。
農
牧
産
物
輸
出
額
は
全

体
の
九
六
％
に
当
り
輸
出
品
の
加
工
度
が
極
め
て
低
い
事
（
牧
産
加
工
晶
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（表3）1913年主要輸出入品（実質価額1，000金ペソ）

入輸出輸

L牧畜産物 ％ L食料・飲料，煙草 85，835 17％

家　　　　　畜 9，787 2
2・四維，同製品 103，985 21

肉 167，012 32
3・油　　　　　脂 17，642 4

牧産物加工品 21，612 4
4・化学及医薬品 21，989 4

　そ　　の　　他
@小　　　　　計
Q・農　　産　　物

2，467

Q00，878

1
； 5・木　　　　材

U，紙，紙製品

29，076

X，625 6
2穀物原材料 288，520 56 7・皮革，同製品 5，734 1

農産物加工品 7，744 1 8・鉄，同　製　品 82，836 17

野菜その他 5，567 1 9・その他金属，同製品 14，843 3

小　　　　計 301，832 58 10・農業機械 15，704 3

3・林　　産　　物 10，618 2 11．石材，・セメント，ガラス 59，381 12

4・鉱　　産　　物 195 ，　●　，

12・電気器具 18，117 4

5・漁　　産　　物 1，367 O　o　り 13・そ　　の　　他 29，460 6
16・そ　　の　　他 4，266

計 519，156 100
計 496，227 100

（Source）　lntercambio　Econ6mico　de　la　Reptiblica　en　1910－1917・

Torn～【uist，　op．　cit。　pp．150－151．より算二出

ア
ル
ゼ
y
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

は
輸
出
総
額
の
四
％
農
産
物
加
工
品
は
一
％
）
は
注
目
に
値
す
る
。

　
以
h
を
概
略
す
れ
ば
第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済

構
造
を
次
の
如
く
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
農
業
及
牧
畜

業
を
主
要
産
業
と
し
、
工
業
は
殆
ど
発
達
し
て
い
な
い
。
工
場
制
度
を
採

用
し
て
い
る
業
種
は
主
に
食
品
工
業
で
そ
の
他
の
業
種
は
重
要
性
を
有
さ

ず
手
工
業
が
広
汎
に
残
存
し
て
い
る
。
又
こ
の
国
の
貿
易
は
食
料
原
料
輸

出
、
エ
業
製
品
輸
入
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
し
か
も
輸
出
入
品
目
の

貿
易
依
存
度
は
極
め
て
高
く
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
循
環
に
と
っ
て
外

国
貿
易
は
不
可
欠
の
一
環
と
な
っ
て
い
る
。

　
か
X
る
第
一
次
大
戦
前
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
構
造
は
恐
慌
前
に
於

て
も
基
本
的
な
変
化
は
生
じ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
慌
前
途
、
耕

地
面
積
、
農
産
物
生
産
額
、
輸
出
額
は
増
大
を
続
け
る
反
面
、
工
業
は
第

一
次
大
戦
中
の
欧
洲
諸
国
の
輸
出
制
限
、
及
船
舶
不
足
に
よ
る
工
業
製
品

の
輸
入
減
少
の
刺
戟
を
受
け
て
繊
維
工
業
、
石
油
工
業
其
他
国
内
原
料
を

加
工
す
る
工
業
が
発
展
し
て
い
る
。
が
之
等
の
工
業
発
展
は
国
内
需
要
を

満
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
農
産
物
輸
出
、
工
業
製
品
輸
入
と
い
う
外
国

貿
易
が
経
済
循
環
中
に
占
め
る
重
要
性
は
変
化
し
て
い
な
い
。
　
（
表
十
二
、

十
三
参
照
）

註
　
第
一
次
大
戦
前
よ
り
恐
慌
前
に
至
る
工
業
発
展
は
そ
の
具
体
的
な
指
標
を
示

　
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
一
九
一
四
年
及
一
九
三
五
年
の
工
業
セ
ン
サ
ス
を
比

　
較
す
れ
ば
被
雇
傭
者
数
は
こ
の
二
十
一
年
間
に
三
一
％
増
加
し
て
い
る
の
に
対

　
し
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
の
短
期
聞
に
被
雇
傭
者
数
は
五
四
％
の
増

　
大
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
第
一
次
大
戦
か
ら
大
恐
慌
迄
の
工
業

　
発
展
は
比
較
的
発
展
の
速
度
が
遅
か
っ
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

　
大
恐
慌
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
額
を
一
九
二
八
年
の
一
〇
億
五
四
五

一
万
金
ペ
ソ
か
ら
一
九
三
二
年
の
五
億
六
六
六
二
万
金
ペ
ソ
に
、
五
四
、

二
％
縮
小
せ
し
め
、
輸
入
額
も
八
億
三
六
七
一
万
金
ペ
ソ
か
ら
三
億
六
七

九
六
万
金
ペ
ソ
、
即
ち
五
二
、
八
％
減
少
せ
し
め
た
。
一
九
二
六
年
を
百
と

す
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
農
産
物
価
格
指
数
は
一
九
三
三
年
に
は
五
六
・
七

　
　
　
　
　
　
？
）

に
下
落
し
て
い
る
。
　
（
一
九
二
八
年
の
指
数
は
一
〇
九
・
八
で
あ
っ
た
）
。

註
（
2
）
　
一
三
〇
円
葛
鼠
。
ロ
Ω
。
一
団
。
ε
。
浮
o
o
犀
o
h
諺
α
q
二
言
q
冒
自
亀
Q
Q
冨
辞
坤
。
㎝
に
依
る
Q

こ
の
様
な
恐
慌
期
に
お
け
る
輸
出
縮
小
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
及
ぼ
す
影
響

は
二
重
で
あ
る
。
単
に
輸
出
額
の
縮
小
に
伴
っ
て
、
必
要
と
す
る
工
業
製

品
の
輸
入
に
充
て
ら
る
べ
き
フ
ァ
ン
ド
が
減
少
す
る
の
み
な
ら
ず
、
農
産

物
と
工
業
庭
漆
聞
の
価
格
差
の
拡
大
に
よ
り
交
易
条
件
は
著
し
く
悪
化
し

た
。
従
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
必
要
と
す
る
工
業
製
品
の
輸
入
は
著
し
く

困
難
と
な
る
訳
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ぜ
テ
ン
の
経
済
構
造
が
有
す
る
欠
陥
は

恐
慌
時
に
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
右
に
見
た
経
済
構
造
の
欠
陥
を
修
正
す
る
為
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

積
極
的
な
経
済
政
策
を
採
用
し
た
。
一
九
三
一
年
以
降
に
実
施
さ
れ
た
経

済
政
策
は
農
業
牧
畜
業
の
生
産
維
持
、
輸
出
増
大
に
よ
っ
て
輸
出
額
の
回

復
に
努
力
す
る
と
共
に
輸
入
減
少
、
資
本
逃
避
の
防
止
に
よ
っ
て
国
際
収

支
の
改
善
を
図
っ
た
。
他
面
国
内
工
業
の
保
護
育
成
に
依
っ
て
工
業
製
品

に
つ
い
て
の
輸
入
依
存
度
の
減
少
を
図
り
、
経
済
構
造
の
欠
点
修
正
に
努

め
て
い
る
。

註
（
3
）
　
経
済
政
策
に
関
し
て
は
≦
上
略
ρ
o
㍗
。
罫
唱
・
o
σ
倉
凱
”
電
・
H
B
』
鷺
・

　
H
●
臼
●
帰
詣
匡
g
訂
ぎ
晋
ω
訂
一
疋
N
㊤
江
。
旨
o
h
日
β
。
謡
昌
跨
日
二
一
岳
℃
6
ま
讐
電
・
H
笛
ー
ト
o
O

　
に
依
る
。

　
国
際
収
支
は
入
超
を
続
け
た
か
ら
一
九
ゴ
コ
年
に
四
回
に
亙
り
輸
入
関

税
を
引
上
げ
、
十
％
の
附
加
関
税
が
殆
ど
全
て
の
輸
入
品
に
課
せ
ら
れ
た
。

一
九
三
一
年
十
月
目
は
為
替
管
理
を
実
施
し
て
全
ゆ
る
外
国
為
替
操
作
は

為
替
管
理
委
員
会
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
二
年
後
に
は
全
面
的
な
経
済
統

制
計
画
の
為
に
再
組
織
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
輸
入
許
可
制
及
差
別
的
為

替
レ
ー
ト
を
用
い
て
輸
入
品
目
及
数
量
を
統
制
し
、
双
務
貿
易
の
傾
向
を

強
め
た
。
一
九
三
三
年
及
三
六
年
の
英
ア
貿
易
協
定
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
貿
易
政
策
は
主
要
輸
出
商
品
の
価
格
支
持
、
生
産
奨
励
と
結
合
し

て
推
進
さ
れ
た
。
一
九
三
三
年
十
月
国
家
食
肉
局
の
設
立
に
よ
る
輸
出
管

理
、
食
肉
加
工
工
場
の
組
織
化
、
同
年
十
一
月
の
穀
物
統
制
局
の
設
立
は

の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
穀
物
統
制
局
は
一
定
期
間
固
定
さ
れ
た
支
持
価

そ
格
を
以
て
農
民
か
ら
小
麦
、
玉
蜀
黍
、
亜
麻
仁
の
全
生
産
量
を
購
入
し

て
農
業
生
産
［
及
価
格
の
維
持
を
図
っ
た
。
買
入
品
目
は
後
に
は
他
の
農
牧

産
物
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
農
産
物
買
上
げ
に
依
っ
て
国

民
の
購
買
力
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
面
政
府
は
輸
入
関
税
引
上
げ
、
輸
入
許
可
制
に
よ
っ
て
国
内
工
業
に

対
す
る
輸
入
品
の
、
長
髪
を
防
遇
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
共
に
、
工
業
生
産

に
必
要
な
燃
料
及
原
料
に
対
し
て
は
関
税
引
下
げ
を
行
い
、
　
一
九
三
五
年

の
銀
行
制
度
の
整
備
に
よ
っ
て
金
融
の
組
織
化
を
図
っ
て
国
内
工
業
の
保

護
育
成
に
努
め
て
い
る
。
か
x
る
国
内
工
業
の
間
接
的
な
育
成
策
と
共
に
、

政
府
は
直
接
的
に
工
業
生
産
に
鴎
与
し
て
行
っ
た
。
従
来
政
府
が
直
接
に

一264一



経
済
活
動
に
関
係
し
て
い
た
も
の
と
し
て
は
国
有
鉄
道
、
州
有
の
切
導
8

自
Φ
♂
2
㊤
9
9
跨
お
①
暮
官
9
、
政
府
所
有
の
石
油
会
社
（
Y
P
F
）
国
有
電

信
組
織
に
限
局
さ
れ
て
い
た
が
、
殺
虫
剤
、
殺
菌
剤
工
場
、
浄
水
施
設
、

硫
酸
工
場
、
羊
毛
洗
浄
工
場
に
直
接
関
与
す
る
に
至
っ
た
。
政
府
の
製
造

工
業
へ
の
関
与
に
際
し
て
は
、
私
企
業
と
の
合
弁
会
社
が
多
く
形
成
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
一
九
三
五
年
鉱
業
法
改
正
法
は
鉱
業
部
門
に
お
け
る
公

私
合
弁
事
業
の
設
立
を
許
可
し
、
後
に
は
一
九
四
一
年
に
国
有
軍
事
工
場

が
私
企
業
と
の
合
弁
会
社
を
設
立
す
る
事
を
許
可
し
て
い
る
。
か
エ
る
合

弁
会
社
は
硫
黄
、
鉄
及
鉄
鋼
、
カ
ー
バ
イ
ト
、
ク
P
ー
ム
、
非
鉄
金
属
、

石
油
、
木
炭
、
綿
上
、
電
信
に
及
ん
だ
。

　
政
府
が
恐
慌
時
に
と
っ
た
政
策
は
恐
慌
が
固
復
し
た
後
に
於
て
も
緩
和

さ
れ
る
事
な
く
、
輸
入
制
限
は
農
産
物
輸
出
が
回
復
し
た
後
に
お
い
て
も

継
続
し
て
実
施
さ
れ
た
。
要
す
る
に
恐
慌
が
回
復
し
た
後
に
於
て
も
国
内

工
業
保
護
育
成
政
策
は
変
更
さ
れ
る
事
が
な
か
っ
た
。

　
第
二
次
大
戦
は
此
の
国
の
工
業
化
を
阻
害
す
る
事
な
く
戦
時
中
も
工
業

発
展
が
継
続
し
た
。
大
戦
中
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
中
立
国
と
し
て
戦
争
に
参

加
せ
ず
終
戦
直
前
に
枢
軸
国
に
宜
戦
し
た
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
戦
争
に
依

る
直
接
的
な
被
害
を
蒙
る
事
は
な
か
っ
た
、
叉
戦
争
中
農
産
物
輸
出
は
枢

軸
国
市
場
は
衷
失
し
た
け
れ
ど
も
此
の
国
の
農
産
物
の
最
大
輸
入
国
た
る

英
国
を
含
む
連
合
国
の
共
同
購
入
及
輸
送
制
度
に
よ
っ
て
戦
前
よ
り
縮
小

さ
れ
た
規
模
な
が
ら
比
較
的
安
定
し
て
輸
出
は
維
持
さ
れ
、
余
剰
農
産
物

は
政
府
が
恐
慌
時
同
様
買
上
げ
て
い
る
。
他
面
輸
入
額
は
戦
時
中
戦
前
の

約
半
分
に
減
少
し
た
。
こ
れ
は
燃
料
及
資
本
財
の
輸
入
減
少
と
い
う
難
点

ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

は
有
し
な
が
ら
も
、
国
内
購
買
力
の
維
持
と
相
挨
っ
て
国
内
工
業
の
生
産

拡
大
に
対
す
る
刺
激
を
与
え
た
。
又
交
戦
国
か
ら
の
避
難
民
が
工
業
生
産

に
つ
い
て
の
経
験
を
有
し
、
生
産
設
備
を
国
内
に
持
込
ん
だ
事
も
工
業
発

展
に
役
立
つ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

二
、
一
九
三
十
年
代
及
第
二
次
大
戦
中
の
工
業
発
展

　
大
恐
慌
以
後
の
工
業
半
農
は
著
し
い
。
h
九
三
五
年
か
ら
四
一
年
置
か

け
て
労
働
者
数
は
五
四
・
五
％
モ
ー
タ
ー
馬
力
数
は
購
入
電
力
及
自
家
発

電
に
依
る
も
の
を
合
せ
て
八
三
％
生
産
額
は
八
三
％
増
加
し
て
い
る
。
（
表

四
）
一
九
四
三
年
の
工
業
統
計
は
五
人
及
そ
れ
以
上
の
企
業
に
つ
い
て
の

報
告
で
あ
る
の
で
そ
れ
以
前
の
年
と
の
工
業
全
体
と
し
て
の
比
較
は
出
来

な
い
が
、
五
人
及
そ
れ
以
上
の
企
業
に
つ
い
て
一
九
三
五
年
と
比
較
す
れ

ば
企
業
数
七
七
％
労
働
者
数
九
三
％
事
務
労
働
者
数
七
九
％
便
用
原
材
料

一
五
七
％
、
生
産
額
は
一
四
六
％
増
大
し
て
い
る
。
　
（
表
五
）

　
工
業
企
業
を
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
み
れ
ば
一
九
三
五
年
置
お
い
て
は
使

用
労
働
者
数
四
人
以
下
の
企
業
が
全
企
業
の
六
九
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。

（
表
六
）
か
エ
る
企
業
の
被
雇
用
者
（
労
働
者
及
事
務
労
働
者
）
は
平
均

し
て
三
人
弱
で
あ
り
、
こ
の
中
に
家
族
労
働
者
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か

は
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
極
め
て
零
細
な
模
の
企
業
が
多
数
存
在
し

て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
か
N
る
企
業
は
総
生
産
額
の
九
・
六
％
を
生
産

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
叉
、
一
九
四
一
年
で
は
使
用
労
働
者
数
が
五
人

以
下
の
企
業
は
約
六
万
の
全
企
業
数
の
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
と
云
わ
れ

（
－
）

る
。
か
N
る
零
細
工
場
が
多
数
存
在
す
る
事
は
注
目
に
値
す
る
。
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（表4）　　1935年，　1937年，　1939年，　1941年コ〔灘充計

ア
ル
ゼ
γ
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

1935年から
1941年への
増　加　率

1941193919371935

企　　　業　　　数 40，606 49，375 53，927 57，940 42．3

所　　　有　　　者 51，384 55，718 59，527 64，976 26．5

事務労働者 64，069 74，486 81，222 95，257 48．7

労　　　働　　　者 474，42Q 582，934 622，064 733，068 54．5

家族労働者 ，　，　，　●　■　○ 21，005 22，222 22，949 ・　●　．　●　．　o

原動機（馬力） 2，G35，812 2，176，284 2，327，578 2，405，511 18．2

購入電力によるモーター（馬力） 516，889 630，993 729，668 842，384 63．0

自家発電によるモーター（馬力） 197，043 241，017 313，140 354，546 79．9

賃金及給料（百万ペソ） 782 1，001 1，123 1，285 63．7

使用原材料　（〃） 1，964 2，881 3，002 3，856 96．1

使用燃料　（〃） 84 106 128 208 147．6

コ入電力　（〃） 32 37 42 58 81．3

生　産　額　（〃） 3，458 4，709 5，127 6，337 83．0

（Source）　Argentina，　Ministerio　de　1｛acienda，　Direcci6n　General　de

　　　　　　　Estadistica　de　la　Naei6n，　Wythe　op．　cit．　p．　85．

　　　　　　　増加率は筆者算出

（表5）五人及五人以上の工業企業に関する

　　　1935年，　1943年比較

増加率（％）19431935

π
四
男
研
踊

21，　807

87，　465

805，　411

　4，　622

　　7，　712

12，　316

48，　803

417，　877

　　1，　798

　　3，　126

三
者
者
力
）

　
　
　
　
ク

働
那
－

業
労
働
栢
額

　
　
　
料

　
務
　
原
産

　
　
　
用

企
事
労
使
生

（Source）　Direcci6n　Nacional　de　lnvestigaciones，　Estadistica

　y　Censos，　Direcci6n　general　de　Estadistica　y　Censos．

　Wythe　op．　cit．　p．86．増加率は筆者算出

（表6）規模別工業企業比較（1935年）

労働者堰@l～4人 （刎㌘舷霊 1（％）

企業数
J働者数

ｶ産額i百万ペソ）

28，290

T6，543

@332

69．7

P1．9

X．6

12，316

S17，877

R，126

30．3

W8．1

X0．4

表5・6より算出

註
（
1
）
d
・
客
国
●
ρ
U
．
｝
国
8
ぎ
巳
。
ω
自
く
越
亀
ド
9
ぎ
b
日
。
ユ
8
H
虞
ゆ

　
娼
・
嵩
O

　
工
業
企
業
の
組
織
形
態
は
一
九
三
五
年
の
企
業
三
四
〇
、
六
一
三
中
、

株
式
会
社
・
・
。
δ
畠
山
①
。
・
き
削
ぎ
帥
ω
が
二
、
二
九
四
（
三
体
の
五
・
六
％
）

資
本
調
達
が
割
当
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
有
限
責
任
会
社
が
二
二
九
（
○
・

七
％
）
協
同
組
合
一
＝
二
、
公
共
企
業
体
二
七
三
、
そ
の
他
の
形
態
三
七
、

六
三
五
（
九
二
・
七
％
）
で
あ
る
。
そ
の
他
の
形
態
と
は
殆
ど
が
個
人
企

業
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
又
一
九
四
三
年
置
は
六
五
、
八
〇
三
の
企
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（表7）業種別＝〔業1939年
（％）

33．　9

14．　1

3．　2

0．　1

3．　7

3．　9

3．　8

0．　9

2．　8

2．　4

6．　4

8．　1

4．　8

5．　9

L6
3．　1

100

生産額
（100万ペソ）

1，　740

　　724

　　162

　　60

　　191

　　202

　　196

　　47

　　144

　　124

　330

　416

　248

　300

　　83

　　160

5，　127

（％）

三十

ｿ
M
”
”
鯖
珊
脇
翻
麗
鵬
D
”
踊
編

100．　0

労働者
127，　676

96，　372

41．　447

　9，　545

24，　267

17，　766

　4，　337

　6，　407

20，　682

26，　256

52，　219

65，　157

11，　982

47，　939

16，　006

51，　663

619，　721

（％）

洛
ユ
ユ
港
。
6
。
2
’
ー
ユ
。
5
。
5
ユ
9
3
ユ
緬
9
1

25

P3

X
0
4
2
0
0
2
5
8
1
5
1
5
0
5

100．　0

企業数
13，　742

7，　052

4，　932

　　271

2，　496

1，　199

　　　68

　　　59

1，　358

2．　993
　’

4，　367

8，　593

　　946

2，　749

　　309

2，　770

53，　927

　
　
　
　
　
　
　
　
ス
⇔

灘
醸
繕
燃

食
繊
林
紙
印
化
石
ゴ
皮
材
及
機
電
影
鉱
そ

　
　
　
　
　
　
　
石
鉱

計

（Source）　Argentina，　Ministerio　de　Hacienda，　Direcci6n　General　de　Estadi＄tica　de　la　Naci6n

P・V・Horn＆H・E・Bice；Latin－American　Trade＆Economics　p・296　比率は筆者算定

（表8A）1945年度の国内需要を一部のみ満すに過ぎぬ業種

1939年生産 1945年生産

単　　位 生産量
消費量に対

ｷる比率
i％）

生産量
1939年生産
ﾊに対する
揄ﾁ率（％）（戦前に存した業種）

l　　　絹　　　糸

ｻ紙用パルプ
?@　及　板　紙
栫@　　程　　　帽

@　樽磨@　　干　　　魚
增@性　ソ　一　ダ
Aンモニや及同化合物
I　イ　ル　コ　ツ　ク

又ﾂ鉄，鋼板
S　　及　　鋼　　管

d　　　動　　　機
ｩ　　　転　　　車

S　及　鋼　線
i新業種）ベ　　ニ　ャ　板

Jルシウム，カーバイド

ﾋ　　　繊　　　酸
ｰ　　化　　亜　　鉛

oリウム化合物
ﾘ　　　y　　　先

d　気　時　計
�@　　　　　盤

メートル・トン’

@多ダ　一　ス　1，000メートル・トン

@多
@；
@芸@唇メートル・トン’

＝[トル・トン’

@二@
多
グ
　
ロ
　
ス
　
台
　
〃

3，100

Q3，100

P15，000

U5，000

@630
S，500

V，300

@400
@140
P1，000

Q7，500

P，700

Q，700

X，500

48

Q5

U6

T5

T3

R6

Q5

Q0

P4

Q
2
9
3
2
1
2

4，200

T2，000

P46，000

S3，000

P，100

V，100

P2，000

@800
@620
P24，000

R5，500

Q6，500

Q0，000

Q0，000

P8，000

Q，500

@150
P，600

@630
P00，000

Q0，000

@500

35

P25

Q7

S3

V5

T8

U4

P00

R43

U29

Q9

S60

U40

P11

（Source）　Banco　de　Credito　lndustrial，　Wythe　op．　cit．，　pp．　87－9
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

業
中
、
株
式
会
社
二
、
八
七
九
（
四
・
四
％
）
有
限
責
任
会
社
二
、
四
一

五
（
三
七
％
）
協
同
組
合
三
二
八
、
公
共
企
業
体
四
八
七
、
そ
の
他
五
九
、

六
九
四
（
九
〇
・
七
％
）
で
あ
る
。
労
働
者
及
事
務
労
働
者
数
で
み
れ
ば

株
式
会
社
及
有
限
責
任
会
社
が
一
九
三
五
年
で
は
全
体
の
三
九
・
九
％
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
九
四
三
年
で
は
四
六
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
株

式
会
社
及
有
限
責
任
会
社
の
重
要
性
が
漸
次
増
大
し
つ
つ
あ
る
事
が
判
明

す
る
が
、
零
細
な
個
人
企
業
が
依
然
多
数
に
上
っ
て
い
る
。

註
（
2
）
≦
属
ぴ
9
。
や
§
℃
・
H
o
凱
．

　
業
種
別
に
見
れ
ば
一
九
三
九
年
度
に
は
労
働
者
数
及
生
産
額
の
両
方
に

お
い
て
食
料
品
及
煙
草
が
主
位
に
あ
り
、
繊
維
工
業
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
更

に
そ
れ
に
次
い
で
機
械
及
車
両
金
属
及
金
属
製
品
が
続
い
て
い
る
。
　
（
表

七
）
一
九
三
十
年
代
の
工
業
発
展
は
機
械
車
両
製
造
業
、
金
属
工
業
の
如

き
重
工
業
の
発
展
を
も
た
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
軽
工
業

が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
中
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
点
に
お
い
て
は
変
り

な
く
、
軽
工
業
中
に
於
て
も
農
牧
産
物
を
主
と
す
る
此
の
国
の
産
出
原
料

の
加
工
工
業
が
重
要
で
あ
る
。

　
工
業
の
か
N
る
著
し
い
発
展
度
は
し
か
し
未
だ
軽
工
業
部
門
に
お
い
て

も
此
の
国
の
製
品
需
．
要
を
完
全
に
満
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
重
工
業
製

品
の
み
な
ら
ず
軽
工
業
製
品
も
輸
入
依
存
よ
り
脱
却
す
る
事
は
出
来
な
か

っ
た
。
プ
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
信
用
銀
行
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
九
三
九
年
度

に
お
い
て
国
内
需
要
を
完
全
に
満
し
う
る
業
種
は
食
品
工
業
の
み
で
あ
り
、

食
品
工
業
に
次
ぐ
繊
維
工
業
は
毛
糸
が
国
内
消
費
量
の
七
〇
％
毛
織
物
七

九
％
綿
糸
四
八
％
綿
布
五
三
％
人
絹
糸
四
八
％
を
夫
々
満
し
て
い
る
に
過

（表8B）1945年の国内需要を完全に又は殆ど完全に満した業種
1939 産 19t1945年生産

1939年生産
量に対する
t曽力口率（＼もも＼）

87

39

104

92

220

79

221

203
2」r

200

生産量
対
率

藩
三

韓
（生産量

位単

20，　800

19，　OOO

63，　600

62，　700

　　800

　　　241

10，　900

1．r，，　ooo

32，　OOO

3，　OOO

　　　700

　　　111

　　　500

70

V9

ﾃ
5
3
3
5
5
1
8
1
3
6
7
3
6
7

○

11，　100

13，　650

31，　200

32，　600

　　250

　　135

3，　390

4，　590

25，　600

1，　OOO

．
　
“

メートル・トン’

　　　　　n

　　　　　fr

　　　　　tt

　　　　　It

1，000リッ　トノレ

　　　　　fl

　　　1，　OOO

　　　　　台

メートル・トソ
　　　　　n

　　　　　t／

　　　　　11

糸
物
感
慨
毯
ク
一
当
　
管
酸
素
僧

　
　
　
　
　
。
ダ
　
銅
藍

　
織
　
　
　
ヤ
　
熱
衡
及
宇
陀

　
　
　
　
　
ニ
ィ
　
鋳
酸

下
毛
綿
綿
絨
コ
サ
白
　
真
酷
過
密

（表8C）正常時の国内需要を十分に満している業種

単　　　位　　1 1937～39平均 1945焦　　邑 戦前に対する増加率（％）

煙　　　　草 100万箱 942 1，265 34

ピ　　　一　　　1レ 100万リットル 146 266 82
チ　　　一　　　ズ 1000メートルトン 43．8 80．9 85

ノミ　　タ　　　一 〃 31．7 43．5 37

小　　麦　　粉 〃 1，494 1，906 28

履　　　　物 雇傭指数 100 123 23

電　　　　　力 百万キ官ワット 2，138 2，794 31
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ぎ
な
い
。
一
九
三
九
年
の
国
内
消
費
量
の
五
〇
％
以
上
を
満
し
て
い
る
他

の
霊
要
品
目
を
挙
げ
れ
ば
上
智
板
紙
（
六
六
％
）
衡
（
七
三
％
）
真
鋳
及

銅
管
（
六
七
％
）
で
あ
っ
て
、
薄
板
鉄
及
鋼
板
は
消
費
量
の
二
％
鉄
及
鋼

管
は
二
九
％
、
モ
ー
タ
ー
は
三
％
を
自
給
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
第
二
次
大
戦
中
の
工
業
発
展
に
よ
っ
て
国
内
の
消
費
財

製
品
に
対
す
る
需
要
を
ほ
黛
満
し
う
る
に
至
り
、
若
干
の
金
属
及
化
学
製

晶
も
国
内
需
要
を
満
す
迄
発
展
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
　
（
溌
墨
）
又

戦
時
中
の
上
弓
発
展
は
国
内
産
出
原
料
を
製
造
工
業
が
加
工
す
る
比
率
の

増
大
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
　
（
表
九
）

（表9）アルゼンチン工業の国内産出原料

　　　　の消費比率の増大

1943年（％）

95．　6

80．　2

56．　5

71．　0

41，　3

73，4

90．　9

46．　6

96．　8

78．　8

59．　1

56．　8

1939年（％）

93．　5

62．　2

5L　2

55．　6

33．　9

69．　5

63．　4

29．　0

94．　1

64．　1

3L　7

25．　8

種業

食料，飲料，煙草

緻維，同製品
林産物，同製品

紙，板紙同製品

印　　　　刷

化学製品
石　　　　油
ゴム，ゴム製品

皮革，同製品
石材，ガラス，
セ　メ　ン’　ト

金属及同製品

機械及車両
83．　471．　6計

（Source）　Direcci6n　Nacional　de　Estadistiea　y

　　Censos　E．　C，　L．　A．　Eeonomic　Susvey　of

　　Latin　America　1949　p．　175

　
一
九
三
十
年
代
か
ら
戦
争
中
に
か
け
て
の
工
業
発
展
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

に
お
け
る
軽
工
業
の
確
立
を
も
た
ら
し
た
と
い
い
う
る
が
重
工
業
部
門
は

　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

未
だ
そ
の
発
展
は
初
期
の
段
階
に
止
っ
て
い
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
属

及
機
械
車
両
工
業
は
一
九
三
九
年
代
を
通
じ
て
最
も
発
展
が
著
し
か
っ
た

業
種
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
重
工
業
部
門
の
基
幹
を
な
す

鉄
鋼
業
で
は
銑
鉄
製
造
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
専
ら
屑
鉄
を
利
用
し
て
圧
延

製
品
を
製
造
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
一
九
〇
八
年
に
例
外
的
な
事

情
の
下
で
設
立
さ
れ
た
工
場
及
一
九
三
七
年
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
陸
軍
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
頴
冨
ざ
僧
竃
艶
審
塚
瓢
。
b
。
實
。
ω
の
圧
延
エ
場
が
存
す
る

に
過
ぎ
ず
、
そ
の
平
炉
生
産
能
力
は
夫
々
九
ト
ン
及
十
ニ
ト
ン
で
あ
っ
た
。

“
九
四
〇
年
に
更
に
シ
ー
メ
ン
ス
・
マ
ー
チ
ン
炉
（
二
〇
ト
ン
）
が
二
基

建
設
さ
れ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
鋼
材
生
産
は
一
九
三
九
年
の
一
万
八
千
ト

ン
か
ら
一
九
四
四
年
に
は
一
五
万
ト
ン
に
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
大
半
は

建
築
材
料
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
鉄
鋼
消
費
量
は
戦
前
に
お
い
て
約
百
万
ト
ン
と
推
定

さ
れ
、
そ
の
内
圧
延
製
品
は
そ
の
五
〇
％
を
占
め
て
い
た
が
、
戦
時
中
の

鉄
鋼
第
二
次
製
品
の
生
産
額
増
大
は
此
の
需
要
を
満
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
更
に
戦
争
中
の
工
業
発
展
に
伴
う
需
要
増
大
を
老
慮
に
入
れ
れ
ば
尚

更
で
あ
る
。

　
銑
鉄
生
産
は
一
九
四
五
年
よ
り
採
鉱
が
開
始
さ
れ
た
N
巴
麗
地
区
の
鉄

鉱
石
を
利
用
し
、
採
算
を
無
視
し
て
陸
軍
製
造
工
業
総
管
理
局
（
U
冒
①
8
曾

O
①
目
角
巴
彪
①
守
町
富
き
陣
§
①
。
。
竃
自
欝
器
。
。
）
が
建
設
し
た
熔
鉱
炉
（
年
間
生

産
能
力
は
銑
鉄
二
才
五
千
ト
ン
と
云
わ
れ
る
が
実
際
に
は
二
万
ト
ン
と
み

ら
れ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
戦
後
漸
く
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
実
験
工

場
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
通
り
小
規
模
で
あ
っ
て
も
と
よ
り
国
内
需
要
の
一

一269一



　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

部
を
満
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
。

註
（
3
）
　
鉄
鋼
業
に
関
し
て
は
d
・
乞
・
国
・
ρ
ド
・
諺
国
8
昌
。
巨
。
Q
D
弩
’
、
畠
o
h

　
冒
江
昌
｝
冒
①
二
〇
ε
。
H
O
＄
．
℃
や
同
刈
O
占
c
O
鼻
に
よ
る
。

　
機
械
製
造
工
業
は
第
二
次
大
戦
開
始
時
に
は
簡
単
な
機
械
製
作
修
理
、

部
分
品
製
造
を
行
っ
て
い
た
が
戦
時
中
に
繊
維
機
械
、
モ
ー
タ
ー
（
三
十

馬
力
迄
）
旋
盤
の
製
造
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
少
数
な
が
ら
旋
盤
の
製
造

が
可
能
と
な
っ
た
事
は
機
械
製
造
工
業
の
一
応
の
確
立
を
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
戦
後
の
機
械
輸
入
の
増
大
か
ら
う
か
が
え
る
様
に
大
部
分
の
機
械

は
輸
入
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
又
化
学
早
業
は
そ
の
製
造
品
目
は
主
と
し
て
家
庭
に
お
い
て
消
費
さ
れ

る
品
目
、
石
鹸
、
マ
ッ
チ
、
染
料
塗
料
で
あ
り
、
一
九
三
十
年
代
に
硫
酸
、

苛
性
ソ
ー
ダ
、
其
他
各
種
エ
業
原
料
の
生
産
が
発
展
し
た
が
国
内
で
製
造

さ
れ
る
基
礎
的
な
化
学
製
品
中
比
較
的
重
要
で
あ
る
の
は
硫
酸
の
み
で
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

は
国
内
消
費
量
の
大
部
分
が
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
。

　
要
す
る
に
第
二
次
大
戦
終
結
時
迄
の
工
業
発
展
は
此
の
国
の
重
工
業
の

十
分
な
発
達
を
も
た
ら
す
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註
（
4
）
　
d
．
客
国
．
ρ
H
・
P
。
唱
◎
。
一
ρ
電
・
H
c
。
c
。
占
ゆ
9

三
、
産
業
構
造
の
変
化

　
一
九
三
十
年
代
以
降
の
著
し
い
工
業
発
農
と
共
に
農
業
に
も
著
し
い
変

化
が
生
じ
た
。
即
ち
恐
慌
を
契
機
と
し
て
農
耕
地
面
積
の
増
大
は
頭
打
ち

と
な
り
四
十
年
代
以
降
は
む
し
ろ
減
少
的
傾
向
が
現
わ
れ
て
来
て
い
る
。

全
耕
地
面
積
の
変
化
は
知
る
事
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
穀
物
及
飼
料
作

物
播
種
面
積
は
一
九
二
五
一
二
八
年
に
は
今
世
紀
初
の
二
倍
以
上
の
二
二

〇
七
七
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
増
大
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
九
三
五
1
三

八
年
に
は
二
五
九
八
八
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
即
ち
約
四
百
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

増
大
を
見
た
に
過
ぎ
ず
、
一
九
四
五
一
四
七
年
に
は
二
四
〇
〇
一
千
ヘ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

タ
ー
ル
と
逆
に
減
少
し
て
い
る
。

註
（
1
）
　
。
h
・
国
・
ρ
炉
鋭
国
。
8
。
邑
。
q
。
着
く
ミ
想
い
薗
二
昌
四
三
①
誉
9
這
お
・
電
・

　
O
O
1
2
・

　
作
物
別
に
み
れ
ば
重
要
輸
出
品
で
あ
っ
た
小
麦
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
亜

麻
仁
の
播
種
面
積
は
第
二
次
大
戦
後
何
れ
も
減
少
し
、
そ
れ
に
反
し
て
飼

料
作
物
た
る
燕
麦
、
大
麦
、
ラ
イ
麦
、
及
び
棉
花
、
ひ
ま
わ
り
、
落
花
生

其
他
工
業
原
料
作
物
の
耕
作
面
積
は
著
し
い
増
大
を
示
し
て
お
り
、
か
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
耕
作
面
積
の
変
化
に
伴
っ
て
生
産
量
も
同
一
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

牧
産
物
は
恐
慌
後
も
更
に
戦
後
も
増
大
を
続
け
て
い
る
。

謡
（
2
×
3
）
　
。
h
・
国
・
ρ
ピ
・
〉
・
国
8
8
巳
。
Q
。
ロ
H
＜
①
図
亀
冨
臨
昌
レ
罎
①
詩
缶
H
O
劇
P

　
唱
・
H
ま
占
お
・

　
農
業
及
牧
玄
口
業
の
以
上
の
如
き
変
化
は
国
内
需
要
の
増
大
と
輸
出
の
減

退
に
依
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
次
の
事
実
に
依
っ

て
明
ら
か
と
な
る
。
一
九
三
七
年
価
額
で
表
示
し
た
恐
慌
前
、
一
九
三
十

年
代
後
半
、
及
戦
後
の
三
時
期
に
お
け
る
農
牧
産
物
及
農
産
物
の
生
産
、

輸
出
、
国
内
消
費
額
に
つ
い
て
み
れ
ば
（
表
十
参
照
）

　
農
牧
産
物
の
生
産
額
は
第
二
次
大
戦
前
後
を
通
じ
て
微
細
な
が
ら
増
大

し
て
い
る
が
、
こ
の
増
大
は
輸
出
額
の
減
、
少
に
も
拘
ら
ず
国
内
消
費
額
の

著
し
い
増
加
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
又
農
牧
産
物
と
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1925－28年＝100とする指数（表10A）農産物生産，輸出，消費（1937年価額100万ペソ）

1945－481935－381945－481935－381925－28

107．　7

183．　3

72．　6

96．　4

221．　6

52．　1

104．　7

126．　9

92．　8

107．　3

137．　8

114t．　9

3，　179．　5

1，　990．　9

1，　342．　2

1，　787．　7

1，　287．　0

　　654・．　3

3，　091．　8

1，　378．　8

1，　714．　6

1，　991．　9

　800．　4

1，　443．　2

2，　953．　4

1，　086．　3

1，　847．　8

1，　855．　7

　　580．　7

1，　255．　7

産
費
出
産
費
出

生
消
輸
生
消
輸

　
　
　
　

農
牧
産
物
農
産
物

（Source）E・C・L・A・Economic　Survey，1949・P・140より算出

（表10B）生産額に対する輸出額，消費額の比率

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

1925－28 1935－38 1945－48

農’生　　　産
ｲ消　費物輸　　　出

ｶ続

100．0

R6．8

U2．6

P00．0

R1．3

U7．7

　　100．0
@　　44。6
@　　55．5

@　100．0
@　　40．2
@　　72．5p

100．0

U2．6

S2．2

P00．0

V2．0

R6．6

上表より算出，尚，スbック量の存在により，消費額と輸出額の和が生産

額とは必ずしも一致しない。

農
産
物
を
比
較
す
る
事
に
よ
っ
て
農
産
物
の
生
産
減
少
は
牧
畜
業
の
生
産

額
増
大
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
お
り
農
牧
産
物
輸
出
減
少
は
農
産
物
の

輸
出
減
少
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
事
が
判
明
す
る
。
農
牧
産
物
の
生
産

額
中
に
占
め
る
輸
出
額
と
消
費
額
の
比
率
は
恐
慌
前
と
第
二
次
大
戦
後
で

は
完
全
に
逆
転
し
、
恐
慌
前
に
於
て
は
輸
出
額
が
生
産
額
の
半
ば
以
上
を

占
め
て
い
た
の
に
対
し
戦
後
は
輸
出
額
は
消
費
額
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
。

此
の
事
実
は
農
産
物
の
み
に
つ
い
て
み
れ
ば
一
層
明
瞭
で
あ
る
。

即
ち
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
農
業
は
恐
慌
以
後
、
そ
の
半
ば
以
上
を
輸
出
し
て

い
た
主
要
農
産
物
は
世
界
的
な
過
剰
生
産
傾
向
に
よ
っ
て
、
そ
の
輸
出
額

が
減
少
し
始
め
之
が
農
業
の
△
一
休
的
な
停
滞
乃
至
衰
退
の
墓
本
的
原
因
で

あ
る
。
が
同
時
に
国
内
工
業
化
に
伴
う
工
業
原
料
作
物
の
生
産
量
増
大
及

牧
畜
農
業
の
発
展
に
伴
う
飼
料
作
物
の
栽
培
増
大
に
依
っ
て
そ
の
衰
退
は

比
較
的
軽
微
な
も
の
に
止
め
ら
れ
た
。
又
牧
畜
業
の
発
達
も
国
内
間
塞
の

増
大
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
農
業
牧
畜
業
は
恐
慌
前
と
異
り
作
物
の
分
化
と
共
に
輸
出
依
存
度
が
減

少
し
世
界
経
済
の
変
動
に
依
っ
て
受
け
る
影
響
は
比
較
的
減
少
し
た
。
し

か
し
農
牧
産
物
の
輸
出
額
は
戦
後
も
生
産
額
の
四
二
・
四
％
を
占
め
て
お

り
景
気
変
動
が
此
の
国
農
業
に
与
え
る
影
響
を
無
視
す
る
事
は
出
来
な

い
。

　
工
業
の
発
展
と
農
業
の
停
滞
的
傾
向
は
此
の
国
の
経
済
構
造
に
ど
の
様

な
変
化
を
生
ぜ
し
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
三
五
年
及
一
九
四
五
年
の
生

産
国
民
所
得
を
比
較
す
れ
ば
、
一
九
三
五
年
に
お
い
て
は
農
業
生
産
の
国

民
所
得
中
に
占
め
る
比
率
は
二
八
・
三
％
製
造
工
業
一
七
・
五
％
で
あ
っ

一271一



ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

た
も
の
が
一
九
四
五
年
に
は
農
業
は
こ
四
・
○
％
製
造
工
業
二
一
・
二
％

に
変
化
し
て
い
る
。
　
（
表
十
一
）
農
業
が
此
の
国
の
最
も
重
要
な
産
業
た

る
事
情
は
変
化
し
て
な
い
け
れ
ど
も
、
漸
次
此
の
国
の
農
業
牧
畜
業
に
偏

椅
し
て
い
た
産
業
構
造
が
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
老
え
ら
れ
る
。

（表11）1935年1945年生産国民所得比較

　　　（純産額100万ペソ）

1935年 ％ 1945年 ％

農　　業 2，022 （28・3） 3，610 （24・0）

鉱　　業 102 （1・4） 265 （L8）

製造業 1，251 （17・5） 3，200 （21・2）

建築業 175 （2・4） 550 （3・7）

運輸通信
�v事業

884 （12・4） 1，355 （9・o）

商　　業 1，401 （19・6） 3，300 （21・9）

その他サービス業

1，320 （18・4） 2，775 （18・4）

計 7，155 （100・0） 15，055 （100・0）

（Source）　Banco　Central　de　la　Repablica　Argentina，

　　　　　　U．　N．　National　lncome　Statistics　19．3847．

　
外
国
賀
易
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
構
造
中
に
於
て
占
め
る
地
位
の
変

化
を
見
る
為
に
輸
出
比
率
、
輸
入
比
率
及
貿
易
比
率
を
示
せ
ば
、
恐
慌
前

に
射
て
五
三
・
四
．
％
で
あ
っ
た
輸
出
比
率
は
第
二
次
大
戦
前
に
三
六
・
四

戦
後
二
三
・
二
％
に
迄
減
少
し
て
お
り
輸
入
比
率
も
恐
慌
前
の
五
四
・
八

が
第
二
次
大
戦
後
に
は
三
〇
・
二
％
迄
減
少
し
て
来
て
い
る
。
・
経
済
循
環

（表12）輸出比率，輸入比率，貿易比率変化

　（生産，輸出，輸入，総供給財額は1935年

　価格で表示100万ペソ）

1925－28 1936－38 1946＿48

A　生産額 3，094 3，780 5，304

B　輸出額 1，652 1，377 1，233

C　輸入額 1，751 1，437 1，761

　総供給D　財価額

3，193 3，840 5，832

B　輸出比
`　率

53．4 36．4 23．3

C　輸入比一

5〈L8 37．4 30．2
D　率

B十C貿易
`　率比

110．0 7虫4 56．4

（Source）生産額，輸出入額U．　N．　E．　C．　L　A．

　Economie　Survey　of　Latin　America　1949．　p．

　107．より算出。

に
当
っ
て
外
国
貿
易
が
不
可
欠
の
一
環
で
あ
っ
た
恐
慌
前
の
事
情
は
著
し

く
緩
和
さ
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
（
表
十
二
）

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
品
目
の
構
成
を
大
恐
慌
前
、
第
二
次
大
戦
前
後

で
比
較
す
れ
ば
（
表
十
三
A
）
農
産
物
及
牧
産
物
の
比
率
は
漸
次
減
少
し

始
め
る
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
所
謂
第
一
次
産
業
の
産
出
物
が
全
輸
出
額

の
七
九
・
三
を
占
め
て
い
る
。
此
の
比
率
は
恐
慌
前
の
一
九
二
七
一
二
八

年
の
九
二
・
六
％
よ
り
減
少
し
た
も
の
で
そ
の
比
率
減
少
は
戦
後
、
植
物

油
輸
出
が
増
大
し
て
い
る
事
及
若
干
な
が
ら
も
近
隣
諸
国
へ
の
繊
維
及
化

学
薬
品
を
輸
出
し
始
め
た
事
に
よ
る
の
で
あ
る
。
戦
後
製
造
品
輸
出
が
輸

出
総
額
の
一
八
・
九
％
を
占
め
る
迄
に
至
っ
た
事
は
明
ら
か
に
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
の
工
業
化
の
反
映
で
あ
る
が
、
皮
革
、
羊
毛
の
工
業
原
料
輸
出
が
一
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（表13A）輸出品目の変化

1927－28 1938 1947－48

L牧　　産　　物 30．8 43．8 31．9

肉 13．3 22．0 11．5

皮　　　　革 7．9 7．2 7．0

羊　　　　毛 7．4 ユLO 6．7

その他面産物 2．2 3．6 6．7

2・農　　産　　物 59．9 46．3 45．1

穀　　　　物 46．8 42．1 41．6

小　　　　麦 13．1 2L9

とうもろこし 12．9 13．6

亜　　麻　　仁
12．0

o　・　●

一
その他農産物

1．1
4．2 3．5

3．鉱，漁，林産物
L9 4．7 　　　丁Q．3

4．製　　造　　品
1．3

3．0 18．9

植物油及副産物 一 1．0 13．1

乳製品及肉加工 1．3 L8 4．6
品
繊維及化学薬品 一

0．2 12
5・そ　　の　　他 6．1 2．2 1．8

計 100．0 100．0 100．0

（Source）1927－28年；League　of　Nations；Foreign　Trade　Statistics・

　　1938年及1947－48：U・N・Yearbook　of　International　Trade　Statis－

　　tiCSより算出

三
・
七
％
を
占
め
て
お
り
、
国
内
原
料
を
使
用
す
る
工
業
の
発
展
は
未
だ

自
国
産
出
原
料
の
完
全
な
利
用
に
迄
至
っ
て
な
い
事
を
物
語
る
も
の
に
外

な
ら
な
い
。
叉
農
牧
産
物
の
輸
出
依
存
度
が
減
少
し
た
と
い
っ
て
も
先
に

見
た
如
く
、
依
然
と
し
て
そ
の
半
ば
近
く
を
輸
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
輸
入
品
目
は
、
食
料
品
繊
維
製
品
及
燃
料
の
全
輸
入
額
中
に
占
め
る
比

率
減
少
、
機
械
及
輸
送
設
備
の
比
率
の
増
大
が
知
ら
れ
る
（
七
十
三
B
）

も
と
よ
り
、
か
X
る
比
率
の
増
減
は
直
接
に
輸
出
入
品
目
数
量
の
増
減
を

（表13B）輸入品目の変化
1

1927－28 1938 1947－48

食料・飲料・煙草 9．3 8．0 4．9

繊維・同製品 20．4 20．3 12．5

化　学　　薬　　品 o　・　● 6．2 5．8

紙・木材・パルプ 5．5 8．2 9．0

鉄　・　同　製　品 11．2 9．1 13．0

非鉄金属・三碧製品 3．4 4．6 5．1

機　　　　　　械 5．6 7．3 14．3

車両鉄道資材その他
A送設備

6．7 8．7 13．0

燃　　　　　　料 16．9 16．1 9．4

ゴム　・同製品 2．3 2．6 1．8

セメント・ガラス・ 2．7 3．2 2．5
石材
そ　　　の　　　他 16．Q 5．7 8．7

計 100．0 塒・ P 100．0

（Source）1927－28年League　of

　　1938年及1947－48年；U・N・；

　Statisties　より算出

Nations；　Foreign　Trade　Statistics

Yearbook　of　lnternational　Trade

物
語
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
農
業
の
作
物
の
多
面
化
、
軽
工
業
の
発
、

達
、
加
う
る
に
工
業
化
に
伴
う
資
本
財
輸
入
増
大
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
老
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
又
且
ハ
体
的
に
表
示
し
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
一
般
に
半
製
品
輸
入
が
増
大
し
て
い
る
事
は
工
業
化
に
伴
う
輸
入
品

目
の
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
E
G
L
A
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
九
二
五
－
二
九
年
と
一
九
四
五
i
四
七

年
の
比
較
に
お
い
て
減
少
し
た
輸
入
品
は
繊
維
、
食
料
、
皮
革
他
で
増
加

一　273　一

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化



ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

し
た
聖
目
は
パ
ル
プ
参
究
、
化
学
製
品
、
ゴ
ム
及
ゴ
ム
製
品
及
紅
潮
と
な

っ
て
い
る
。
叉
此
の
比
較
で
は
燃
料
の
輸
入
は
減
少
し
て
い
る
が
、
四
七

年
の
み
を
一
九
二
五
－
二
九
年
と
比
較
す
れ
ば
増
大
し
て
い
る
享
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
耐
久
財
は
同
じ
時
期
の
比
較
に
お
い
て
資
本
財
及
そ

の
他
の
耐
久
財
は
共
に
減
少
し
て
い
る
が
、
四
七
年
の
み
を
見
れ
ば
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
九
二
五
－
二
九
年
よ
り
増
大
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。

註
（
4
）
d
・
累
』
・
ρ
u
｝
図
。
8
。
巨
。
。
。
霞
く
塁
篤
い
・
号
》
日
・
託
8
H
逡
p

　
竃
・
H
お
l
H
器
石
田
目
笛
・

　
か
く
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
貿
易
は
か
つ
て
の
食
料
及
び
工
業
原
料
輸
出
、

工
業
製
晶
輸
入
と
い
う
典
型
的
な
後
進
国
の
そ
れ
か
ら
、
少
数
品
目
の
工

業
製
品
輸
出
を
含
む
農
牧
産
物
輸
出
、
資
本
財
及
国
内
工
業
が
自
給
す
る

に
至
ら
ぬ
消
費
財
輸
入
と
云
う
型
に
変
化
し
て
来
た
事
が
知
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
工
業
化
と
共
に
産
業
構
造
は
修
正
さ
れ
、

貿
易
依
存
度
も
減
少
し
て
来
た
。
が
農
業
が
海
外
市
場
に
対
し
て
依
存
し

て
い
る
点
に
於
て
は
変
り
な
く
、
又
工
業
も
国
内
農
産
物
を
加
工
す
る
食

品
工
業
を
初
め
軽
工
業
乃
至
は
消
費
財
生
産
工
業
が
そ
の
主
体
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
二
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
プ
ル
ぜ
ン
テ
ン
は
戦
後
に

於
て
も
依
然
と
し
て
所
謂
後
進
国
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
第
一
次
五
ヶ
年
計
画

　
戦
後
二
度
に
亙
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
五
力
年
計
画
（
第
二
次
、
　
一
九
四

七
－
五
一
年
、
第
二
次
、
一
九
五
三
－
五
七
年
）
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お

け
る
重
工
業
の
建
設
及
工
業
化
の
前
提
た
る
動
力
部
門
の
開
発
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。
此
の
五
力
年
計
画
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
化
を
更
に

促
進
せ
し
め
ん
と
す
る
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
第
二
次
五
力
年
計
画
に
つ
い
て
は
、
海
外
貿
易
振
興
会
が
第
二
次
五
比
年

　
計
画
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
故
、
こ
玉
で
は
第
一
次
五
力
年
計
画
の
み
を
取

　
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
第
一
次
五
力
年
計
画
（
剛
｝
一
帥
H
F
　
亀
①
　
（
｝
O
げ
一
①
円
属
P
O
　
H
ゆ
塵
刈
　
け
O
　
H
ゆ
α
H
）
は
単
に

経
済
発
展
計
画
た
る
に
止
ら
ず
政
治
行
政
面
の
改
革
を
も
含
ん
で
お
り
、

経
済
計
画
中
に
も
公
共
事
業
其
他
を
含
む
広
汎
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。

計
画
は
多
数
の
準
規
の
法
律
か
ら
成
立
っ
て
い
る
が
此
処
で
は
工
業
化
に

関
す
る
部
面
の
み
に
限
定
し
て
取
上
げ
る
。

註
（
1
）
　
第
一
次
五
力
年
計
画
に
つ
い
て
は
d
．
Z
・
“
目
目
凱
霧
再
嵩
亀
∪
①
く
①
♂
も
日
窪
σ

　
ぎ
・
・
巴
①
9
巴
O
o
自
帥
鼠
＄
H
ゆ
お
に
よ
る
。

　
こ
の
計
画
は
動
力
資
源
の
開
発
、
道
路
鉄
道
等
の
輸
送
組
織
の
発
展
、

即
ち
工
業
発
展
の
為
の
基
本
的
条
件
の
整
備
に
多
額
の
投
資
を
予
定
し
て

い
る
。
　
（
表
十
四
）
五
力
年
計
画
は
か
X
る
工
業
化
の
基
本
的
条
件
の
整

備
と
共
に
、
従
来
発
達
し
て
来
た
国
内
工
業
の
保
護
及
重
工
業
部
門
の
建

設
に
努
力
を
払
っ
て
い
る
。

　
　
1
、
動
力
資
源
の
開
発

（
註
）
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
常
に
使
用
動
力
を
海
外
に
依
存
し
て
い
る
。
戦
前
に
お

　
け
る
燃
料
輸
入
量
は
一
九
三
七
年
で
全
消
費
量
の
四
二
％
を
占
め
て
い
た
。
一

　
九
三
五
年
の
使
用
動
力
は
石
油
が
全
消
費
量
の
三
九
・
四
％
、
石
炭
コ
ー
ク
ス

　
ニ
ニ
・
二
％
、
木
材
三
三
・
一
％
、
ガ
ス
五
・
一
％
で
水
力
電
気
は
殆
ど
無
視

　
し
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
工
業
の
発
展
及
生
活
水
準
の
向
上
に
依
っ
て
動

　
力
消
費
量
は
増
大
す
る
が
、
国
内
動
力
生
産
量
は
常
に
そ
れ
を
下
廻
り
、
三
石

　
油
は
国
内
で
産
出
す
る
が
石
炭
は
殆
ど
産
出
せ
ず
、
動
力
源
の
開
発
は
ア
ル
ゼ
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（表14）　第1次五力年計画投資目標

　　　　　　　　　　　　　（百万ペソ）
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y
テ
ン
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
工
業

　
化
に
当
り
澗
渇
し
易
く
且
つ
又
輸
入
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
石
炭
及
石
油
を
動

　
力
と
す
る
事
に
は
難
点
が
あ
り
、
且
つ
叉
水
力
利
用
が
可
能
な
地
域
は
工
業
生

　
産
地
叉
消
費
地
た
る
海
岸
地
域
か
ら
極
め
て
遠
隔
地
に
あ
り
、
こ
の
事
が
従
来

　、

ﾍ
水
力
発
電
の
開
発
を
阻
害
し
て
い
た
。
　
。
h
・
d
・
累
甲
ρ
7
b
・
。
》
。
罫

　
℃
や
H
誤
－
嵩
O

　
国
家
動
力
法
は
五
博
覧
計
画
中
の
経
済
部
門
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ

り
そ
の
最
重
要
部
分
は
電
力
生
産
を
取
扱
っ
て
い
る
。
電
力
開
発
の
為
の

支
出
は
発
電
所
建
該
四
億
八
千
五
百
万
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ペ
ソ
（
約
一
億
二

千
万
米
ド
ル
）
ダ
ム
建
設
三
尊
四
千
五
百
万
ペ
ソ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

＝
①
巳
。
鑓
及
び
ω
碧
冒
嘗

の
地
域
は
現
存
の
工
業
中
心
地
へ
電
力
を
経
済
的
に
供
給
し
う
る
の
で
璽

要
視
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
電
力
開
発
計
画
は
十
五
力
学
に
わ
た
る
長
期
計
画
の
一
部
で
あ
り
、

そ
の
完
成
時
に
は
発
電
量
の
著
し
い
増
大
と
、
四
千
五
百
キ
ロ
に
達
す
る

送
電
線
の
完
成
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
の
暁
に
は
各
地
方
の
電
力
制
度
は

相
互
に
関
連
し
合
う
国
家
制
度
の
下
に
統
合
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
。

　
石
油
生
産
は
、
国
有
の
嶋
塁
ぎ
窪
ざ
・
・
℃
①
訂
。
舅
霞
。
ω
司
誘
。
巴
①
ω
に
よ

り
生
産
さ
れ
た
二
二
八
万
立
方
米
か
ら
三
五
七
、
五
万
立
方
丸
栄
、
即
約

従
っ
て
こ
の
計
画
の
主
要
部
分
は
水
力
電
気
開
発
に

向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
計
画
は
土
地
灌
概
を
も
併
せ

て
意
図
し
て
い
る
。
開
発
さ
れ
る
水
力
発
電
は
五
力

年
間
に
現
存
の
電
力
資
源
に
百
九
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ

ト
を
追
加
す
る
事
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
量
は
一
九

四
七
年
の
水
力
発
電
三
四
万
五
千
キ
p
ワ
ッ
ト
を
遙

か
に
上
廻
る
も
の
で
あ
る
。

　
計
画
期
間
中
に
開
発
さ
れ
る
地
点
と
し
て
ウ
ル
グ

ア
イ
河
の
Q
∩
鋤
8
0
霊
昌
山
。
地
域
及
d
署
頸
℃
p
旨
唇
⇔

の
諺
℃
首
①
野
帳
の
開
発
を
挙
げ
て
い
る
。
此
の
地
域

の
開
発
は
隣
接
し
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
及
ウ
ル
グ
ア
イ

両
国
と
共
に
国
際
委
員
会
を
構
成
し
て
行
う
も
の
で

あ
り
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
と
は
水
力
発
電
協
定
を
一
九
四

六
年
に
締
結
し
て
い
る
。
更
に
ア
ン
デ
ス
諸
州
の

　
　
　
於
て
も
電
源
開
発
を
予
定
し
て
い
る
が
、
此
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

五
七
％
迄
五
力
年
内
に
増
大
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
数
値
は
相
対
的

な
比
重
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
に
し
て
も
依
然
重
要
性
を
有
す
る
私
企
業
に

よ
る
原
油
生
産
量
を
老
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
石
油
生
産
の
為
の
投
資
は

油
田
二
億
五
千
万
ペ
ソ
、
石
油
精
製
二
億
四
千
八
百
万
ペ
ソ
の
外
、
石
油
輸

送
施
設
へ
の
投
資
を
予
定
し
て
い
る
。
尚
こ
の
投
資
は
石
油
精
製
能
力
を

約
二
百
五
十
万
立
方
舞
働
四
七
年
度
能
力
を
約
ト
っ
扇
増
大
す
る
事
と
な
る
。

　
石
炭
生
産
は
戦
前
に
は
存
せ
ず
、
戦
後
年
間
約
十
万
ト
ン
産
す
る
に
過

ぎ
な
い
。
こ
の
国
は
平
時
年
間
二
五
〇
1
三
〇
〇
万
ト
ン
の
石
炭
を
必
要

と
し
そ
の
全
額
を
輸
入
し
て
い
る
が
必
要
な
量
を
出
来
る
だ
け
多
く
産
出

し
て
輸
入
量
を
減
少
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
計
画
に
は
ア
ン
デ
ス
山
脈

に
沿
っ
た
諸
炭
田
五
七
物
性
燃
料
鉱
床
の
調
査
及
利
用
を
含
ん
で
い
る
が
、

最
も
有
望
な
炭
田
は
田
。
目
臼
ぼ
。
で
一
九
五
一
年
迄
に
三
十
万
ト
ン
を

産
出
す
る
も
の
と
予
期
さ
れ
た
。
投
資
総
額
は
一
億
三
千
六
百
万
ペ
ソ
で

あ
る
。

　
そ
の
他
に
木
材
を
主
と
す
る
植
物
性
燃
料
の
不
適
当
な
使
用
が
戦
時
中

よ
り
増
大
し
林
産
資
源
を
荒
廃
せ
し
め
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
木
材
乾
溜

工
場
製
炭
工
場
の
建
設
に
よ
り
、
植
物
性
燃
料
の
利
用
度
の
高
度
化
を
図

っ
た
。
そ
の
投
資
額
は
五
千
六
百
万
ペ
ソ
で
此
の
中
に
は
自
動
車
用
ア
ル

コ
ー
ル
（
ガ
ソ
リ
ン
に
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
を
混
入
し
て
ガ
ソ
リ
ン
消
費

減
少
を
図
る
も
の
）
製
造
工
場
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
他
天
然
ガ
ス
開
発

に
二
億
三
千
六
百
万
ペ
ソ
を
充
当
し
て
い
る
。

　
五
ク
年
計
画
中
の
動
力
開
発
を
遂
行
す
る
為
に
計
画
機
関
た
る
国
家
動

力
委
員
会
と
計
画
施
行
機
関
た
る
国
家
動
力
管
理
局
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

　
動
力
資
源
開
発
の
為
の
投
資
は
国
家
動
力
基
金
よ
り
行
わ
れ
る
。
基
金

に
対
す
る
分
担
金
は
（
a
）
国
庫
予
算
よ
り
毎
年
割
当
て
ら
れ
る
一
千
万

ペ
ジ
以
上
の
額
、
　
（
b
）
独
占
税
他
（
c
）
採
油
業
者
、
石
油
精
製
業
者
、

石
油
輸
入
及
販
売
業
者
が
事
業
遂
行
に
当
っ
て
支
払
う
超
過
利
潤
税
の
全

額
、
　
（
d
）
国
家
動
力
管
理
局
へ
支
払
わ
る
べ
き
検
査
料
及
統
制
、
税
、

（
e
）
半
官
自
治
団
体
が
受
取
る
債
権
利
子
或
は
株
式
配
当
よ
り
の
収
入

（
f
）
基
金
の
そ
の
粗
収
入
で
あ
る
。
基
金
の
収
入
は
次
の
割
合
で
国
家

動
力
管
理
局
の
監
督
下
に
あ
る
各
種
団
体
に
分
配
さ
れ
る
。
Y
P
F
3
0
％
、

水
、
電
力
総
管
理
局
3
0
％
、
ガ
ス
国
家
管
理
局
、
固
型
鉱
物
燃
料
総
管
理

局
1
5
％
、
植
物
性
燃
料
及
派
生
物
総
管
理
局
1
0
％
。
石
油
及
水
力
発
電
が

基
金
の
主
要
関
心
事
で
あ
る
事
が
明
白
で
あ
る
。
叉
そ
の
重
要
性
は
計
画

に
お
け
る
投
資
を
み
て
も
強
調
さ
れ
て
お
り
石
油
に
は
全
体
の
H
＼
癖
以
上

水
力
に
は
H
＼
卜
。
が
割
当
て
ら
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
様
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
動
力
と
諸
工
業
鉱
業
灌
概
及
鉄
道

輸
送
に
よ
る
有
用
化
と
を
結
合
す
る
詳
細
な
計
画
は
発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、

又
動
力
資
源
と
そ
れ
を
利
用
す
る
諸
工
業
の
立
地
と
の
関
連
も
不
明
で
あ

る
。
動
力
資
源
は
何
れ
も
現
在
の
工
業
壁
心
と
は
遠
隔
地
に
あ
り
、
従
っ

て
輸
送
費
用
は
莫
大
で
あ
る
の
で
、
動
力
資
源
と
結
合
し
た
新
し
い
工
業

中
心
を
建
設
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
之
は
電
力
石
炭
に
於
て
著
し
い
。

　
計
画
の
重
要
な
特
質
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
動
力
源
を
永
続
的
に
確
保
す

る
事
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
従
っ
て
水
力
発
電
が
強
調
さ

れ
、
　
一
方
澗
渇
し
易
い
燃
料
資
源
は
第
二
義
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
関
連
に
於
て
戦
前
の
正
常
の
石
油
石
炭
の
輸
入
孟
は
年
間
四
百
万
ト
ン
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近
く
で
あ
り
、
一
億
乃
至
一
億
五
千
万
ド
ル
を
要
し
た
事
を
留
意
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
　
2
、
製
　
造
　
工
　
業

　
一
九
三
〇
年
代
に
諸
工
業
の
発
展
を
見
て
農
業
牧
畜
業
の
全
体
中
に
占

め
る
相
対
的
な
比
重
は
減
少
し
た
が
、
国
内
工
業
は
未
だ
十
分
の
発
達
を

み
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
国
内
製
造
工
業
の
拡
張
、
工
業
発
展
率
を
高

め
る
為
に
一
九
四
三
年
後
半
か
ら
一
連
の
諸
方
策
を
講
じ
、
之
は
五
ケ
年

計
画
に
於
て
そ
の
儘
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
方
策
は
次
の
事
を
意
図

し
た
も
の
で
あ
っ
た
Q

　
（
a
）
　
こ
の
国
の
輸
入
品
に
対
す
る
依
存
度
減
少
に
役
立
つ
諸
工
業
活

動
を
促
進
す
る
。

　
（
h
）
　
現
段
階
に
斯
て
は
殆
ど
未
発
展
の
状
態
に
あ
る
一
定
の
基
礎
的

重
工
業
を
発
展
せ
し
め
る
。

　
（
c
）
　
輸
出
に
先
立
っ
て
こ
の
国
の
主
要
輸
出
品
の
加
工
度
を
高
め
、

新
し
い
輸
出
品
目
を
作
り
出
す
。

　
（
d
）
　
工
業
化
計
画
の
規
模
及
そ
の
目
的
を
規
定
す
る
政
府
の
権
利
を

強
化
す
る
。

　
（
e
）
　
キ
イ
産
業
を
政
府
が
所
有
す
る
。
若
く
は
少
く
と
も
そ
れ
に
強

い
規
制
を
行
い
関
与
す
る
。

　
此
の
政
策
の
一
般
的
方
針
に
従
い
つ
つ
計
画
は
工
業
発
展
を
育
成
す
る

為
に
二
つ
の
主
要
活
動
方
針
を
老
慮
し
て
い
る
。
即
ち
一
、
現
存
諸
工
業

の
保
護
、
2
、
新
エ
業
の
発
展
。

　
最
初
の
項
目
の
下
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
諸
工
業
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

毛
糸
及
綿
糸
、
特
に
高
級
品
。
繊
維
。
紙
。
材
木
。
化
学
薬
品
。
金
属
及

機
械
類
。
電
気
装
遣
、
ケ
ー
ブ
ル
、
ワ
イ
ヤ
ー
そ
の
他
。
諸
工
業
。

　
発
展
せ
し
む
べ
き
新
工
業
は
三
つ
の
主
要
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
。

（
i
）
　
輸
入
品
に
代
替
せ
ん
と
す
る
も
の
。
諸
繊
維
。
亜
麻
糸
。
印
刷
用

紙
。
化
学
工
業
と
し
て
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
カ
リ
ウ
ム
水
酸
化
物
、
ナ
ト
リ

ウ
ム
及
カ
リ
ウ
ム
炭
酸
塩
、
硫
化
銅
、
電
極
、
殺
虫
剤
、
合
成
ゴ
ム
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
、
植
物
抽
出
物
、
精
油
粒
即
売
と
し
て
は
鉄
、
鉄
鋼
、
亜
鉛
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
。
銅
及
合
金
。
黒
板
。
そ
の
他
機
械
及
自
動
車
。

　
（
・
1
）
　
新
輸
出
品
を
製
造
す
る
と
予
期
さ
れ
て
い
る
諸
工
業
。
植
物
油
、

罪
な
め
し
、
動
物
及
植
物
繊
維
、
羊
毛
洗
浄
及
紡
績
、
腺
抽
出
物
、
亜
鉛
、

タ
ン
グ
ス
テ
ン
及
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
精
錬
。

　
（
…
皿
）
　
国
家
防
衛
方
策
を
強
化
す
る
事
を
主
た
る
意
図
と
す
る
も
の
。

こ
れ
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
上
に
述
べ
た
諸
工
業
発
展
を
育
成
す
る
為
に
政
府
は
以
下
の
諸
方
策
を

行
う
準
備
を
し
て
い
る
。

　
現
存
諸
工
桑
の
為
に
関
税
、
輸
入
許
可
制
、
輸
入
割
当
、
補
助
金
、
輸

入
原
料
に
対
す
る
関
税
の
引
下
げ
、
特
別
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
原
材
料
の
運
賃

引
下
げ
。

　
輸
入
品
に
と
っ
て
代
る
べ
き
新
工
業
の
為
に
は
、
計
画
に
撃
て
設
定
さ

れ
た
諸
目
的
の
達
成
の
為
に
関
税
を
調
整
す
る
事
、
国
内
製
品
を
よ
り
広

汎
に
使
用
す
る
事
の
実
施
。
動
力
の
低
廉
な
供
給
。
国
内
に
於
て
製
造
さ

れ
ぬ
機
械
購
入
の
為
の
機
関
設
立
、
補
助
金
、
技
術
援
助
、
国
家
鉄
鋼
計

画
、
割
当
制
、
許
可
制
、
差
別
為
替
レ
ー
ト
、
等
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

　
新
輸
出
品
を
造
り
出
す
べ
き
新
工
業
の
為
に
は
、
原
料
輸
出
規
制
。
完

成
品
の
為
に
差
別
的
為
替
レ
ー
ト
。
港
に
製
品
を
貯
蔵
し
て
商
業
活
動
の

容
易
化
を
図
る
。
叉
海
運
会
社
へ
の
特
権
の
許
可
。
海
外
販
売
の
組
織
化
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

貿
易
促
進
協
会
（
I
A
P
I
）
の
活
動
。
商
業
協
定
。

註
（
2
）
　
貿
易
促
進
協
会
（
ぎ
ω
葺
巳
。
≧
。
q
。
雪
ぎ
。
山
。
中
。
留
8
一
曾
。
一
三
2
。
－

　
9
。
日
ぽ
P
同
・
鋭
剛
・
H
・
）
は
一
九
四
四
年
に
設
立
さ
れ
た
政
府
機
関
で
あ
っ
て
、

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
外
国
貿
易
殊
に
輸
出
を
殆
ど
完
全
に
独
占
し
て
い
る
。

　
計
画
は
以
上
の
如
く
輸
出
品
製
造
工
業
を
含
む
各
種
工
業
の
発
展
を
促

進
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
計
画
を
議
会
に
提
出
し
た
際
の
大

統
領
声
明
及
解
説
、
関
連
法
文
に
よ
れ
ば
、
当
面
の
主
要
課
題
は
国
内
需

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

要
を
満
す
事
が
出
来
る
新
旧
工
業
の
推
進
に
あ
る
。
か
く
す
る
事
に
よ
っ

て
計
画
は
相
当
量
の
外
国
為
替
を
使
用
せ
ず
に
済
ま
せ
、
之
を
以
て
製
造

工
業
に
又
全
体
と
し
て
の
経
済
制
度
に
不
可
欠
な
原
材
料
及
設
備
の
購
入

を
行
わ
ん
と
し
て
い
る
。

註
（
3
）
　
輸
出
用
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
少
数
の
諸
工
業
（
前
出
参
照
）
は
一

　
般
に
こ
れ
ら
の
製
品
は
何
れ
も
多
量
の
外
国
為
替
の
余
剰
を
取
得
す
る
事
が
出

　
来
ぬ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
尚
五
ク
年
計
画
中
に
は
鉄
鋼
業
の
発
達
を
図
る
為
に
特
に
鉄
鋼
計
画
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
計
画
は
鉄
鋼
製
品
の
相
㍉
程
度
の
自
給
を
達
成
す

る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
基
本
的
に
は
三
つ
の
部
面
か
ら
成
っ
て
い

る
。
そ
の
第
一
は
国
内
に
熔
鉱
炉
を
建
設
す
る
事
で
国
内
原
料
の
み
の
利

用
を
目
的
と
す
る
熔
鉱
煩
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
北
端
の
肥
巴
で
巴
p
に
建
設
を

予
定
さ
れ
、
他
に
輸
入
原
料
に
依
存
す
る
熔
鉱
炉
の
海
岸
地
帯
に
建
設
す

る
事
を
考
慮
し
て
い
る
。
銑
鉄
生
産
は
政
府
が
行
う
事
に
な
っ
て
い
る
。

始
期
の
部
面
は
国
産
及
輸
入
銑
鉄
を
鉄
鋼
半
製
晶
に
加
工
す
る
設
備
を
設

け
る
為
に
合
弁
会
社
を
設
立
し
、
政
府
が
そ
の
資
本
金
の
五
一
％
を
保
有

す
る
事
を
定
め
て
い
る
。
此
の
会
社
に
対
し
て
政
府
は
二
十
年
間
に
亙
り

補
助
金
を
与
え
、
生
産
費
と
市
場
価
格
の
差
額
を
負
担
す
る
事
を
規
定
し

て
い
る
。
第
三
の
部
面
は
半
製
品
（
鋼
塊
）
の
加
工
に
よ
っ
て
一
般
に
使

用
さ
れ
る
品
目
の
生
産
を
行
う
事
に
あ
る
が
、
計
画
の
此
の
部
分
は
主
に

私
企
業
に
委
ね
、
政
府
が
適
当
な
援
助
を
与
え
る
事
と
な
っ
て
い
る
。
第

二
、
第
三
段
階
の
生
産
目
標
は
夫
々
製
品
三
一
万
五
千
ト
ン
で
あ
る
。

　
　
3
、
第
一
次
産
業
の
生
産
促
進
に
関
し
て

　
五
ク
年
計
画
は
農
産
物
及
牧
産
物
を
加
工
す
る
諸
種
工
業
に
対
し
て
特

別
の
保
護
を
与
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
農
業
牧
畜
業
の
生
産
増
大
に
関

す
る
方
策
若
し
く
は
農
業
の
機
械
化
、
近
代
化
に
関
し
て
は
全
然
顧
慮
を

与
え
な
か
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
国
家
農
業
牧
畜
調
査
セ
ン
タ
ー
の
創
設

の
み
で
あ
る
。
こ
の
機
関
は
天
然
動
植
物
資
源
、
土
壌
の
有
用
化
、
農
業

牧
畜
産
物
の
加
工
工
業
に
関
し
て
、
調
査
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
機
関
の
為
に
五
ケ
年
間
に
四
千
万
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ペ
ソ
が
予
定
さ
れ
、

農
業
省
通
常
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
る
。

　
そ
の
他
二
億
ペ
ソ
の
費
用
を
以
て
二
五
万
人
の
移
住
を
行
わ
し
め
る
措

置
が
あ
る
。

　
4
、
計
画
に
対
す
る
金
融

先
に
述
べ
た
如
く
経
済
的
性
格
を
有
す
る
計
画
の
完
成
の
た
め
に
必
要
と

さ
れ
る
総
資
金
は
五
年
間
で
六
十
億
ペ
ソ
に
達
す
る
。
こ
の
顧
は
軍
事
的

意
義
を
有
す
る
業
種
及
諸
工
業
へ
の
政
府
の
直
接
投
資
は
除
外
さ
れ
て
い

一278一一



る
Q

　
五
ケ
年
計
画
金
融
法
に
よ
れ
ば
資
金
は
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ

る
銀
行
制
度
に
従
い
そ
の
制
度
を
規
制
す
る
規
則
の
範
囲
内
で
、
又
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
の
公
債
発
行
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
事
に
な
っ

て
い
た
。
此
の
目
的
の
為
に
銀
行
制
度
の
改
革
に
よ
り
中
央
銀
行
は
経
済

活
動
に
対
す
る
統
制
権
を
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
全
金
融
機
関
に
対
す
る
統

制
を
通
じ
て
必
要
な
融
資
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
政
府
が
必
要
な
資
金

は
従
っ
て
、
ポ
ン
ド
及
ド
ル
で
の
外
国
為
替
保
有
額
、
貿
易
促
進
協
会
を

通
じ
て
政
府
が
独
占
し
て
い
る
輸
出
面
で
、
の
商
業
活
動
よ
り
得
た
利
潤
、

中
央
銀
行
が
行
う
諸
操
作
、
工
業
信
用
銀
行
か
ら
の
融
資
、
国
有
及
州
有

企
業
の
収
益
及
準
備
金
、
政
府
が
行
う
再
保
険
か
ら
得
る
利
益
か
ら
得
ら

れ
る
。

　
　
5
、
五
ケ
年
計
画
の
遂
行

　
五
ケ
年
計
画
が
ど
の
程
度
に
遂
行
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
包
括
的
な
報
告

が
行
わ
れ
て
い
な
い
様
で
あ
る
。
従
っ
て
極
く
部
分
的
に
し
か
そ
の
遂
行

率
が
判
明
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
事
が
出
来
な
い
。
尚
そ
の
遂
行
に
当

っ
て
生
じ
た
問
題
も
部
分
的
に
し
か
判
明
し
な
い
。
五
ケ
年
計
画
中
の
工

業
化
に
関
す
る
も
の
に
限
定
し
て
み
れ
ば
大
体
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
動
力
開
発
、
電
力
生
産
量
は
五
ケ
年
間
に
＝
億
四
二
百
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
時
増
大
し
て
い
る
。
一
九
五
二
年
末
の
設
備
能
力
は
一
五
〇
万
キ
ロ
ワ

ッ
ト
と
推
定
さ
れ
、
一
九
四
六
年
よ
り
ほ
黛
二
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
増
大
し

て
い
る
。
こ
の
中
十
万
六
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
は
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
州
の
私

企
業
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
残
、
余
が
五
ケ
年
計
画
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
発

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

電
所
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（表15）電力生・産
　　　（一般工場内での生産を含まず）

1百万押ワ。塒 年寄増加率（％）

1947 3，576 9．6

1948 3，911 9．4

1949 4，121 5．4

1950 4，430 7．5

1951 4，718 6．5

（Source） Sintesis　Estadi＄tica　Mensual

　
　
　
　
　
即
ち
約
九
万
四
千

キ
ロ
ワ
ッ
ト
が
第
一
次
五
ヶ
年
・

計
画
に
よ
る
増
大
量
で
、
予
定

さ
れ
た
百
九
万
五
千
キ
p
ワ
ッ

ト
を
遙
か
に
下
廻
る
も
の
で
あ

る
。　

増
大
す
る
電
力
需
要
を
発
．
電

所
に
よ
っ
て
満
す
事
が
出
来
ぬ

の
で
各
工
場
が
自
家
発
．
電
装
置

を
設
け
て
お
り
一
九
五
一
年
末

の
自
家
発
電
を
含
む
総
発
電
里

は
五
五
億
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。

叉
こ
の
中
水
力
発
電
は
僅
か
二

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

・
七
％
に
し
か
当
ら
な
い
事
は
、
水
力
電
気
開
発
に
よ
っ
て
動
力
不
足
を

補
お
う
と
し
た
計
画
の
不
成
功
を
示
し
て
い
る
。

註
（
4
×
5
）
d
・
≧
国
・
◇
炉
｝
国
。
。
8
巳
。
q
。
・
壽
団
。
h
訂
欝
乏
・
§
冨

　
H
O
朝
7
ト
っ
・
唱
●
図
O
c
O
●

　
石
油
生
産
目
標
は
国
有
事
業
の
Y
P
F
の
み
で
三
五
七
、
五
万
立
方
米

で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
一
年
の
実
際
生
産
量
は
二
九
五
、
一
万
立
方
米
で

八
二
・
六
％
の
達
成
率
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
私
．
企
業
を
含
む
国
内
生

産
は
、
私
企
業
の
生
産
量
減
少
の
た
め
、
全
体
と
し
て
は
四
〇
、
九
万
立

方
米
の
増
大
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
。
尚
石
油
精
製
量
は
一
九
四
三
年
を
一

〇
〇
と
す
る
指
数
に
お
い
て
一
九
四
七
年
の
一
一
九
二
二
か
ら
一
九
五
一

一279一



　
　
　
ア
ル
ゼ
y
チ
γ
に
お
け
る
工
業
化

年
に
は
一
七
〇
・
九
％
迄
増
大
し
て
い
る
。

　
石
炭
及
植
物
性
燃
料
の
開
発
が
ど
の
程
度
進
行
し
た
か
不
明
で
あ
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
動
力
消
費
量
は
電
力
に
換
算
し
て
計
画
開
始
時
の
一
九

〇
億
キ
p
ワ
ッ
ト
時
が
一
九
五
一
年
に
は
約
二
六
一
二
億
キ
p
ワ
ッ
ト
止
時
に

増
大
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
国
内
産
出
動
力
源
の
総
消
費
量
中
に
占
め

る
比
率
が
減
少
し
て
い
る
（
表
十
七
）
こ
の
消
費
量
推
定
は
植
物
性
燃
料

及
天
然
ガ
ス
を
含
ま
な
い
の
で
若
干
の
相
異
は
あ
る
に
し
て
も
国
内
消
費

量
増
大
に
比
例
的
に
動
力
生
産
が
増
大
し
な
か
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

殊
に
消
費
動
力
構
成
を
み
れ
ば
石
油
が
総
消
費
量
の
八
二
一
八
八
％
を
占

め
、
水
力
電
気
は
一
％
以
下
に
過
ぎ
ず
し
か
も
そ
の
比
率
は
年
々
減
少
し

て
来
て
い
る
。
か
N
る
事
情
よ
り
判
断
す
れ
ば
澗
渇
し
易
い
石
油
及
石
炭

利
用
か
ら
水
力
発
電
開
発
に
重
点
を
置
き
又
燃
料
輸
入
を
減
少
せ
し
め
ん

と
し
た
五
ケ
年
計
画
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
老
え
ら
れ
る
。

　
五
ケ
年
間
に
全
工
業
生
産
は
若
干
の
増
大
を
み
た
。
即
ち
一
九
四
三
年

を
一
〇
〇
と
す
る
工
業
生
産
指
数
は
全
工
業
で
は
一
九
四
七
年
間
一
四
三

・
五
か
ら
一
九
五
・
一
年
の
一
五
〇
・
八
に
増
大
し
て
い
る
。
概
し
て
計

画
期
間
の
五
年
間
に
各
業
種
の
生
産
量
は
増
大
し
て
い
る
が
殊
に
石
油
精

製
、
ゴ
ム
、
金
属
．
電
気
機
器
に
於
て
は
そ
の
生
産
増
大
は
著
し
い
。
し
か

し
な
が
ら
耐
久
財
の
生
産
指
数
は
減
少
し
て
い
る
之
は
車
輔
及
機
械
生
産

の
著
し
い
生
産
減
少
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

　
又
殆
ど
全
業
種
を
通
じ
て
一
九
四
九
年
の
生
産
指
数
は
そ
の
前
年
よ
り

低
く
、
生
産
の
一
般
的
な
増
大
傾
向
が
此
の
年
に
掩
乱
さ
れ
た
事
が
認
め

ら
れ
る
。

アルゼンチン動力消費（表17）

消　費構　成　（％）総消費量
i百万キ官

@ワット時）

年間増加率

@　（％） 水力電気 石　　炭 石油及石
罇ｸ製物

消費量中に占める国内生産

ﾊ比率　（％）

1947
P948
P949
P950
P951

19，026

Q3，098

Q0，296

Q3，365

Q6，282

　9．7

@21．4

|12．1

@15．1

@12．5

0．9

O．9

O．8

O．7

O．6

12．0

P7．1

P2．3

P1．3

P虫7

87．1

W2．0

W6．9

W8㌔0

W4．7

41．9

R6．a

S0．4

R6．3

R3．5

（Source）　E．　C．　L．　A．　Economic　Survey　of　Latin　America　1951－2．　p．　207

　（註）　総消費量は植物性燃料及天然ガスを含まない。

（千立：方米）（表16）原油産出量

Y　P　F 私企業 計

1947 2，426 1，048 3，474

1948 2，646 1，046 3，692

1949 2，580 1，011 3，591

1950 2，755 975 3，730

1951 2，951 932 3，883

（Source）　Sintesis　Estadistica　Mensual

五
ケ
年
計
画
中
で
具
体
的
な
生
産

達
成
目
標
額
を
挙
げ
て
い
る
も
の

の
中
、
政
府
統
計
に
よ
り
五
一
年

度
の
生
産
量
が
判
明
す
る
も
の
を

表
出
し
た
が
、
も
と
よ
り
こ
の
様

な
部
分
的
な
結
果
か
ら
工
業
に
関

す
る
計
画
の
成
果
を
云
々
す
る
事

は
出
来
な
い
。

　
し
か
し
五
ク
年
計
画
立
案
に
当

っ
て
此
の
国
の
経
済
構
造
を
無
視

し
た
事
が
計
画
遂
行
の
阻
害
因
と
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

（表18）　工業生産指数 （1943　＝一＝　100）

1947 1948 1949 1950 1951

全　　　工　　　　業 143．5 146．2 141．8 146．7 150．9

抽　　出　　工　　業 88．3 88．2 85．3 86．8 91．5

製　　造　　工　　i装 148．4 150．3 144．8 149．2 152．9

耐　　　　久　　　　財 187．1 179．6 162．3 165．9 177．2

非　　耐　　久　　財 131．7 137．5 137．2 141．9 142．3

食　　　　　　　　料 11虫3 108．4 109．6 112．1 108．1

繊　　　　　　　　維 13〔箕8 151．1 157．1 152．7 151．4

紙　　及　　板　　紙 114．1 120．8 118．3 136．1 148．8

印　　刷　　出　　版 14虫2 155．9 144．ユ 16〈鮎5 14α0

化　　学　　製　　品 124．8 123．2 122．9 13〈L9 139．8

石　　油　　精　　製 119．3 138．3 139．1 172．3 170．9

ゴ　　　　　　　　　　　　　　　ム 618．4 600．4 539．1 496．5 710．7

皮　　　　　　　　革 103．8 1U．8 102．9 103．3 100．3

石弓セメント，ガラス 124．9 124．8 131．5 138．7 135．8

金　　属（機械を除く） 180．4 198．4 201．2 215．5 226．5

輌及機械（電気機器を除く）
233．6 186．2 139．4 128．2 147．1

電　　気　　機　　器 193．9 272．2 275．9 316．3 353．8

（Source）　Sintesis　Estadistica　Mensual

（表19）　品目別計画達成二

品　　　　　　目 目　標　額
@　（トン’）

ユ951年度生産量
@　　（トン’）

計画達成率
@　　（％）

綿　　　糸 80，000 91，322 114

人　絹糸 8，000 7，450 93

印刷用紙其他紙 190，000 141，446 74

洗浄羊毛（千トソ） 100 36．4 36

苛性ソーダ（千トン） 40 31．1 78

鉛 24，000 24，040 100

亜　　　鉛 6，000 15，478 258

インゴット（千トソ） 315 850 270

（Source）　目標額Plan　de　Gobierno　1947　to　1951・

　　　　　　U．　N．　：　Economic　Development　of　Selected　Contries　p．　16．

　　　生産額Sintesis　Estadistica　MensuaL

　　　　但し，此の統計では1951年度は，指数しか表出していないので，前年度の生産量：及

　　　　生産指数と比較して算出した。
　　　　イン’ゴットは：E．C。　L．　A．　Economic　Survey　of　Latin　Ameriea　1953　p．206．

一281一



ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
工
業
化

な
っ
た
事
情
が
次
の
事
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。
即
ち
農
業
生
産
の
軽

視
及
び
経
済
循
環
に
あ
た
っ
て
減
少
し
た
と
は
云
え
、
依
然
重
要
な
意
義

を
有
す
る
外
国
貿
易
中
に
占
め
る
農
産
物
輸
出
の
重
要
性
の
無
視
で
あ
る
。

　
先
に
五
ケ
年
計
画
遂
行
に
当
っ
て
農
業
牧
畜
業
に
殆
ど
そ
の
発
展
策
を

講
じ
な
か
っ
た
事
を
見
た
。
し
か
も
農
牧
産
物
輸
出
は
国
営
貿
易
機
関
I

A
P
I
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
農
産
物
買
上
価
格
と
海
外
販

売
価
格
と
の
開
き
は
大
き
く
、
叉
設
定
さ
れ
た
農
産
物
買
上
価
格
は
往
々

に
し
て
農
業
生
産
費
を
カ
バ
ー
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
為
農
業
生
産
者

の
生
産
意
欲
を
滅
退
せ
し
め
る
役
割
を
果
す
と
共
に
、
海
外
販
売
価
格
は

第
二
次
大
戦
後
の
農
業
過
剰
生
産
傾
向
を
無
視
し
た
高
価
格
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
（
6
）

伝
え
ら
れ
る
。

註
（
6
）
　
外
務
省
調
査
局
第
二
課
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
要
国
最
近
の
経
済
情
勢
、

　
昭
和
二
五
年
、
一
一
頁
　
尚
買
上
価
格
が
極
め
て
低
く
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
事
は
、
小
麦
の
ト
ソ
当
り
商
業
価
格
は
一
九
四
七
年
一
月
で
三
六
五
ペ
ソ
で

　
あ
る
の
に
政
府
の
定
め
た
基
本
公
式
価
格
は
一
七
〇
ペ
ソ
、
玉
蜀
黍
で
は
夫
々

　
ご
八
二
ペ
ソ
及
一
四
五
ペ
ソ
で
あ
る
。
h
d
・
客
月
H
巳
葦
葺
巴
∪
。
く
匹
信
冒
Φ
巨

　
口
q
D
巴
①
g
巴
∩
2
馨
臨
。
ω
H
O
転
●
マ
ま
・

　
か
X
る
事
情
の
た
め
農
業
生
産
の
停
滞
及
海
外
市
場
で
の
農
産
物
の
販

売
縮
少
が
発
生
す
る
。
五
ケ
年
計
画
遂
行
に
当
り
必
要
と
さ
れ
る
資
本
財

の
輸
入
ぱ
、
戦
時
中
に
蓄
積
さ
れ
た
金
及
外
貨
の
保
有
額
（
一
九
四
六
年

末
で
十
七
億
二
一
九
〇
万
ド
ル
）
及
農
産
物
輸
出
に
依
っ
て
行
わ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
が
、
輸
出
不
振
は
予
定
さ
れ
た
資
金
の
獲
得
を
困
難
と
し
、
金
及

外
貨
の
保
有
量
を
以
て
輸
入
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

外
債
の
償
却
及
外
国
企
業
の
買
収
と
相
侯
っ
て
一
九
四
八
年
に
は
金
及
外

貨
の
保
有
量
は
六
億
六
百
万
ド
ル
に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
も
保
有
外
貨

は
主
と
し
て
戦
時
中
の
農
産
物
輸
出
に
依
り
得
た
ボ
ン
ド
で
あ
り
、
主
と

し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
し
て
い
た
資
本
財
輸
入
が
困
難
と
な
っ

て
来
た
。
資
本
財
入
手
困
難
、
労
働
力
不
足
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
五

ケ
年
計
画
の
遂
行
は
困
難
と
な
り
一
九
四
九
年
に
は
五
ケ
年
計
画
の
再
調

整
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
五
ケ
年
計
画
は
此
の
国
の
最
璽
要
産
業
た
る
位
置

を
失
っ
て
い
な
い
農
業
牧
畜
業
を
犠
牲
と
し
て
の
工
業
発
展
計
画
で
あ
る

と
共
に
、
此
の
国
の
経
済
循
環
に
当
っ
て
外
国
貿
易
が
有
す
る
重
要
性
を

看
過
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
九
年
に
実
施
さ
れ
た
五
ケ
年
計
画
の
再
調
整
は
急
速
な
経
済
建

設
の
結
果
生
じ
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
と
共
に
か
エ
る
農
業
軽
視
の

欠
点
を
修
正
せ
ん
が
為
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

政
府
が
一
九
四
九
年
中
頃
に
定
め
た
新
経
済
政
策
の
基
本
方
針
の
一
つ
に
、

工
業
化
第
二
主
義
を
暫
定
的
に
棚
上
げ
に
し
て
五
ク
年
計
画
実
施
以
来
等

閑
に
附
さ
れ
た
傾
向
に
あ
る
農
業
生
産
の
増
大
を
図
る
事
、
こ
れ
が
た
め

I
A
P
I
の
生
産
価
格
を
是
正
し
て
生
産
費
の
高
騰
に
依
っ
て
低
下
し
た

農
業
生
産
を
増
産
の
方
向
に
戻
す
と
共
に
、
I
A
P
I
の
輸
出
価
格
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

下
げ
て
農
産
物
の
輸
出
市
場
の
拡
充
を
図
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
叉
一

九
五
三
年
以
降
実
施
さ
れ
た
第
二
次
五
ケ
年
計
画
が
重
工
業
建
設
に
重
点

を
置
き
つ
つ
も
農
業
生
産
拡
大
に
努
力
す
る
に
至
っ
た
の
も
同
様
の
動
き

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
Q

　
し
か
し
農
業
生
産
の
拡
大
、
海
外
市
場
の
拡
充
も
世
界
的
な
農
業
の
過

剰
生
産
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
極
め
て
難
し
く
、
五
ケ
年
計
画
に
於
て
と
ら

れ
た
工
業
化
方
式
は
問
題
が
多
い
事
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

註
（
7
）
　
外
務
省
調
査
局
第
二
課
前
掲
書
三
四
一
七
頁
。
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事

業

要

專
門
委
員
會

録

一、

A
ジ
ア
経
濟
専
門
委
員
會

　
日
本
商
品
の
市
場
と
し
て
、
ま
た
、
原
料
の
供
給
源
と
し
て
日
本
経
済

再
建
に
重
大
な
る
意
義
を
も
つ
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
情
勢
の
理
論
的
な
ら

び
に
実
証
的
研
究
を
進
め
て
い
る
当
研
究
所
ア
ジ
ア
経
済
専
門
委
員
会
は

昭
和
二
十
五
年
九
月
十
一
日
設
立
以
来
、
研
究
報
告
会
二
十
七
回
、
研
究

成
果
の
発
展
を
み
た
る
も
の
主
要
論
文
の
み
三
十
単
離
、
叢
書
二
冊
を
数

え
、
中
国
経
済
情
報
「
（
香
港
大
公
報
紙
、
天
津
大
公
報
紙
、
入
民
日
報
、

台
湾
中
央
日
報
よ
り
取
材
、
月
一
回
発
行
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
年
報
V

所
載
後
の
研
究
報
告
会
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一、

､
究
報
．
町
会

昭
和
二
十
九
年
十
月
十
六
日

　
国
。
匿
。
目
。
。
o
h
蜜
㊤
署
一
篇
竃
昌
ロ
密
g
霞
首
α
q
貯
冒
唱
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
交
換
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J
・
H
・
ト
ン
プ
ソ
ン
氏

昭
和
二
十
九
年
十
二
月
四
日

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

中
共
の
政
治
経
済
事
惜
に
つ
い
て

昭
和
三
十
年
七
月
四
日

　
戦
後
西
独
の
学
界
事
惜

今
　
富
　
正
　
己
氏

慶
応
大
学
教
授

　
　
　
　
山
　
　
本

二
、
中
南
米
研
究
専
門
委
員
会

登
氏

　
中
南
米
諸
国
の
政
治
経
済
情
勢
、
移
民
問
題
な
ど
を
研
究
す
る
目
的
を

も
つ
て
当
研
究
所
専
門
委
員
会
の
規
定
に
よ
り
、
中
南
米
研
究
専
門
委
員

会
が
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
設
立
さ
れ
、
爾
来
研
究
報
告
会
話
伯
邦
人

帰
朝
懇
談
会
、
駐
日
外
交
官
、
外
務
省
、
民
閥
研
究
家
書
を
交
え
懇
談
会

等
の
開
催
、
研
究
成
果
刊
行
等
を
行
っ
て
き
た
。
な
お
、
神
戸
大
学
学
生

の
研
究
団
体
「
南
米
研
究
会
」
’
を
指
導
し
南
米
研
究
第
三
号
を
発
行
せ
ん

と
し
て
い
る
。
年
報
V
所
載
後
の
研
究
報
告
会
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
研
究
報
告
会

　
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
二
十
日

　
　
ド
メ
・
ア
ッ
ス
ー
の
胡
椒
栽
培
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
拓
貿
易
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
　
井
　
牧
　
之
　
助
氏

（
報
告
要
旨
）

　
ア
マ
ゾ
ン
で
昔
か
ら
日
本
人
村
と
い
え
ば
パ
ラ
i
州
プ
カ
ラ
郡
卜
，
．
〆
・

ア
ッ
ス
ー
植
民
地
（
旧
名
ア
カ
ラ
ー
植
民
地
）
で
あ
る
。
こ
民
は
今
か
ら
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

廿
五
年
前
鐘
紡
重
役
で
あ
っ
た
福
原
八
郎
氏
を
社
長
と
す
る
南
米
拓
植
会

社
が
開
設
し
た
植
民
地
で
、
現
在
ベ
レ
ン
市
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
南
方

へ
一
五
〇
キ
ロ
河
航
で
十
七
・
八
時
間
（
交
通
機
関
は
船
便
）
実
際
距
離

二
〇
〇
キ
ロ
の
地
点
に
あ
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
内
の
日
本
人
村
で
あ
る
。
開
設

当
時
は
熱
帯
地
開
拓
の
経
験
に
乏
し
く
、
ま
た
衛
生
施
設
や
医
薬
に
も
不

十
分
で
あ
っ
た
た
め
悪
性
マ
ラ
リ
ア
で
五
十
余
名
の
犠
牲
者
を
出
し
、
入

植
し
た
二
千
六
百
人
の
植
民
者
も
大
部
分
は
気
候
の
よ
い
南
伯
に
転
住
し
、

せ
っ
か
く
四
百
万
円
（
戦
前
）
の
巨
費
を
投
じ
て
造
ら
れ
た
植
民
地
に
十

年
後
は
残
存
者
四
十
家
族
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
十
五
年
後

の
今
日
、
在
伯
日
本
人
植
民
地
中
最
繁
栄
の
植
民
地
と
な
り
、
昭
和
二
十

八
年
度
は
胡
栂
収
穫
価
格
の
一
家
族
平
均
は
一
千
コ
ン
ト
ス
（
一
コ
ン
ト

ス
は
千
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
一
ク
ル
ゼ
イ
ロ
は
公
定
十
九
円
四
十
五
銭
）
に
達

し
た
。
現
在
七
十
家
族
（
他
に
新
移
民
七
十
家
族
）
に
達
す
る
ト
メ
・
ア

ッ
ス
ー
の
植
民
者
は
七
、
八
町
歩
か
ら
十
余
町
歩
の
土
地
を
有
し
、
コ
シ

ョ
ウ
栽
培
に
従
事
し
て
い
る
。
栽
培
面
積
は
二
万
町
歩
で
あ
り
六
十
万
町

歩
は
未
開
墾
の
儘
で
あ
る
。
ア
マ
ゾ
ン
中
流
で
日
本
人
が
栽
培
し
て
い
る

ジ
ュ
ー
ト
（
コ
ー
ヒ
ー
用
袋
の
材
料
）
が
イ
ン
ド
原
産
、
こ
の
植
民
地
の

特
産
物
コ
シ
ョ
ー
が
マ
レ
ー
原
産
と
日
本
人
は
こ
の
二
つ
の
作
物
に
成
功

し
て
、
ア
マ
ゾ
ン
開
発
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
証

し
た
わ
け
で
あ
る
。
（
以
下
略
）
　
（
藤
田
記
）

　
昭
和
三
十
年
三
月
十
日

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経
濟
の
総
合
報
告

中
　
南
　
米
　
研
　
究
　
会

　
　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
研
紺
九
小
委
員
ム
広

昭
和
三
十
年
六
月
十
六
日

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
制
度
に
つ
い
て

委
員
　
藤
　
　
田
　
　
正
　
寛

　
後
進
国
、
特
に
農
業
国
で
あ
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
急
速
に
近
代
国
家
を

形
成
し
よ
う
と
し
て
営
々
た
る
歩
み
を
つ
§
け
て
い
る
。
．

　
ペ
ロ
ン
に
よ
る
一
九
四
六
年
以
後
の
独
裁
政
権
は
最
近
に
至
っ
て
動
揺

を
見
せ
つ
N
あ
る
と
錐
も
、
第
一
次
、
第
二
次
五
ケ
年
計
画
の
立
案
と
そ

の
施
行
を
通
じ
て
国
内
体
制
は
前
進
を
見
せ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
永
ら
く
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
陣
下
し
た
関
係
上
、

通
貨
制
度
も
金
融
制
度
も
全
く
植
民
地
的
隷
属
を
強
い
ら
れ
て
来
た
の
で

あ
り
、
二
重
通
貨
制
と
帝
国
主
義
的
資
本
輸
出
の
対
象
と
し
て
一
途
に
銀

行
制
度
も
本
国
諸
銀
行
の
出
先
機
関
が
積
杵
を
把
握
し
て
い
た
。

　
抑
々
、
後
進
国
で
は
中
央
集
権
的
色
彩
が
強
く
統
制
機
能
の
強
い
行
政

機
関
が
存
在
す
る
の
が
常
で
金
融
制
度
を
観
察
し
て
も
（
就
中
、
銀
行
制

度
の
実
情
は
）
　
（
一
）
割
引
銀
行
た
る
職
能
を
も
つ
も
の
を
中
央
銀
行
と

す
る
も
の
、
　
（
二
）
総
合
銀
行
で
あ
る
特
色
を
も
つ
中
央
銀
行
、
　
（
三
）

近
代
的
中
央
銀
行
、
　
（
四
）
之
等
の
ど
の
分
類
に
も
属
せ
ず
中
央
銀
行
の

な
い
も
の
の
四
種
に
各
国
の
実
情
を
類
別
出
来
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央

銀
行
は
一
九
三
五
年
に
、
さ
き
に
同
国
を
訪
れ
て
経
済
事
情
及
び
金
融
事
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情
を
視
察
し
た
ケ
ン
メ
ラ
ー
使
節
団
の
勧
告
を
基
と
し
て
謀
立
さ
れ
、
　
一

九
四
六
年
、
ペ
ロ
ン
政
府
の
樹
立
と
い
う
強
力
な
統
制
時
代
に
入
る
と
共

に
国
有
化
の
方
向
へ
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
中
央
発
券
銀
行
で
あ
る
と
共
に
所
謂
、
全

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
体
系
の
中
心
で
あ
り
総
裁
は
大
蔵
大
臣
が
之
に
当

り
大
蔵
次
官
が
副
総
裁
で
あ
る
と
い
う
国
家
の
権
力
の
絶
大
な
背
景
を
も

つ
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
大
蔵
大
臣
が
銀
行
の
総
本
山
で
あ
り
産
業
銀
行

（
国
内
開
発
の
長
期
資
金
を
供
給
す
る
）
や
貿
易
促
進
機
構
や
金
融
会
社

等
の
理
事
長
や
総
裁
を
兼
ね
て
居
り
、
民
間
商
業
銀
行
の
活
動
範
囲
は
ご

く
小
規
模
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
近
代
的
中
央
銀
行
の
性
格
を
も
つ
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
は
そ
の
理
事
会
が
最
高
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、

す
べ
て
官
選
理
事
で
あ
る
が
そ
の
機
構
は
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
理
事
会

や
日
本
銀
行
政
策
委
員
会
に
似
て
い
る
。
そ
し
て
之
は
之
等
よ
り
も
つ
と

強
力
で
、
あ
る
面
で
は
ソ
連
の
ゴ
ス
・
バ
ン
ク
の
評
議
員
会
（
ゴ
ス
・
バ

ン
ク
の
場
合
は
評
議
員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
ゴ
ス
・
バ
ン
ク
の
理
事
会

が
あ
り
前
者
は
財
務
人
民
委
員
に
直
結
）
よ
り
も
権
限
が
大
で
あ
る
。

　
こ
の
外
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
金
融
を
動
か
し
て
い
る
も
の
に
保
険
会
社

が
あ
り
叉
、
外
国
銀
行
の
投
銀
活
動
も
あ
る
が
、
こ
の
報
告
で
は
特
に
中

央
銀
行
に
限
定
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
（
諸
統
計
略
）

　
本
報
告
以
後
の
成
果
は
国
際
経
済
研
究
年
報
W
所
載
の
拙
稿
「
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
金
融
制
度
」
を
参
照
。

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

昭
和
三
十
年
七
月
十
四
日

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
化
に
つ
い
て

委
員
　
山
　
本
　
泰
　
督

報
告
要
旨
（
本
号
別
掲
資
料
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
工
業
化
に
つ
い
て
参
照
）

　
昭
和
三
十
年
八
月
九
日

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
産
業
構
造
と
貿
易
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
　
片
　
野
　
彦
　
　
ニ

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
産
業
構
造
と
貿
易
構
造
が
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
こ
の
報
告
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

　
産
業
構
造
は
ま
ず
、
そ
の
国
の
再
生
産
の
行
わ
れ
方
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
。
こ
の
再
生
産
の
行
わ
れ
方
は
、
こ
の
国
が
ど
の
よ
う
に
し
て
資
本
制

に
介
入
し
た
か
、
そ
し
て
現
在
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
位
置
に
あ
る
か
黛
判

れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
あ
る
国
が
資
本
制
に
介
入
す
れ
ば
、
こ
の
国
は

遅
か
れ
早
か
れ
、
外
国
と
貿
易
を
始
め
る
。
貿
易
の
構
造
は
、
こ
の
国
の

産
業
構
造
の
上
に
立
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
通
し
て
生
産
性

を
高
め
よ
う
と
す
る
と
、
貿
易
構
造
に
よ
り
産
業
構
造
は
規
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。

　
最
近
数
十
年
に
渉
る
粗
雑
な
資
料
に
よ
っ
て
さ
え
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

産
業
栴
造
及
び
そ
の
貿
易
構
造
そ
の
関
連
は
次
の
如
く
み
ら
れ
る
。

第
一
に
、
プ
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
産
業
構
造
は
、
農
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

業
生
産
を
中
心
と
す
る
低
次
軽
工
業
で
以
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
基
く
貿

易
構
造
は
、
農
産
物
を
中
心
と
す
る
輸
出
品
に
対
し
、
低
次
軽
工
業
用
資

材
の
輸
入
を
行
う
。
こ
N
で
は
ま
だ
、
重
工
業
建
設
の
気
運
は
み
ら
れ
な

い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
、
ペ
ロ
ン
政
権
の
確
立
後

に
行
な
わ
れ
た
五
ケ
年
計
画
を
契
機
と
し
て
、
重
工
業
化
（
二
次
生
産
）

へ
の
傾
向
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
重
工
業
建
設
の
為
の
資
材
の

輸
入
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貿
易
構
造
は
、
こ
の
線
に
沿
っ

て
再
編
成
さ
れ
て
来
る
Q

（
資
料
略
）

昭
和
三
十
年
十
月
三
日

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
を
め
ぐ
り
て

兼
松
株
式
会
社
社
長
　
　
沖

豊
且

治

　
中
南
米
諸
国
を
旅
行
さ
れ
た
帰
朝
報
告
で
あ
る
が
学
界
人
や
新
聞
人
に
見
ら
れ

な
い
直
載
明
快
な
現
地
の
分
析
で
感
銘
…
が
深
か
っ
た
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
に
つ
い
て
は
経
済
的
悟
勢
は
困
窮
の
度
は
日
本
以
上
で
国
民

生
活
は
日
本
よ
り
も
低
位
で
あ
り
為
替
相
場
の
如
き
は
公
定
の
一
米
ド
ル

は
一
七
ク
ル
ぜ
イ
p
で
あ
る
に
不
拘
、
現
実
に
は
一
ド
ル
は
八
○
ク
ル
ぜ

イ
p
で
あ
る
の
は
輸
出
商
晶
の
対
外
競
争
力
の
劣
弱
性
や
農
業
国
で
あ
る

こ
と
の
み
に
あ
る
の
で
な
く
政
治
の
貧
困
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
在
伯
日
本
人
移
民
の
現
状
は
そ
の
数
は
約
四
〇
万
人
で
あ
り
、
成
功
者

は
非
常
に
多
く
ブ
ラ
ジ
ル
の
経
済
の
重
要
な
要
素
に
迄
、
進
出
し
て
い
る

が
戦
争
終
結
迄
は
所
謂
出
稼
移
民
の
型
に
属
す
る
一
世
が
中
軸
で
あ
っ
た

が
戦
後
は
日
本
国
内
の
事
情
（
特
に
経
済
条
件
の
悪
化
）
に
鑑
み
成
功
帰
国

と
い
う
理
想
を
放
棄
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
定
住
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。

　
さ
き
に
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
等
の
促
進
、
所
謂
、
国
土
の
永
久
的
進
出
と
い

う
意
味
で
政
界
、
財
界
の
推
進
に
よ
り
海
外
移
住
会
社
（
米
借
款
を
主
要
資

金
と
し
日
本
の
商
社
出
資
七
〇
〇
〇
万
円
、
日
本
政
府
出
資
一
億
円
）
で
設
立
さ

れ
た
の
は
国
家
的
に
事
業
進
出
を
図
ろ
う
と
す
る
証
拠
で
あ
り
、
こ
の
円

滑
な
進
行
の
た
め
に
も
日
伯
親
善
関
係
の
永
続
性
が
昨
年
の
大
統
領
の
更

迭
（
親
日
家
と
し
て
著
名
）
等
、
ブ
ラ
ジ
ル
国
内
の
政
局
の
変
転
に
よ
り
些

か
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

　
当
ブ
ラ
ジ
ル
の
経
済
界
へ
の
邦
入
の
実
力
向
上
に
と
い
う
面
で
は
南
米

銀
行
が
中
堅
ク
ラ
ス
に
ラ
ン
ク
さ
れ
三
菱
系
の
小
規
模
な
銀
行
も
活
動
し

て
お
り
、
更
に
ブ
ラ
ジ
ル
東
京
銀
行
が
開
店
を
見
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
い
て
は
ペ
ロ
ン
の
強
力
な
独
裁
政
治
が
崩
壊
し
た

が
そ
の
原
因
は
（
一
）
極
端
な
国
粋
主
義
の
芸
術
（
音
楽
、
絵
画
、
文
学
、

放
送
、
映
画
）
や
言
論
へ
の
強
圧
、
　
（
二
）
極
端
な
有
産
階
級
へ
の
圧
迫
と

労
働
者
保
護
（
日
本
以
上
の
徹
底
的
な
農
地
改
革
を
実
施
し
土
地
は
国
家
が
無
償

没
収
、
富
豪
等
資
産
家
住
宅
の
労
働
者
へ
の
開
放
、
労
働
者
へ
の
高
級
住
宅
の
建

設
）
　
（
三
）
強
力
な
輸
入
統
制
（
徹
底
的
な
消
費
商
品
の
輸
入
抑
制
）
（
四
）

国
民
の
経
済
的
消
費
生
活
の
内
容
の
統
制
（
飲
食
店
等
に
迄
国
粋
主
義
的
統

制
が
及
ぶ
）
（
五
）
政
治
的
独
裁
の
深
さ
は
野
党
の
存
．
在
は
あ
る
が
法
案
提

出
権
、
政
府
政
策
の
批
判
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
ソ
連
の
ゲ
・
ぺ
・
ウ
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式
組
識
に
よ
る
政
治
家
へ
の
圧
力
は
想
像
を
絶
す
る
）
（
六
）
更
に
最
も
大
ぎ
い

原
因
は
南
米
に
圧
倒
的
宗
教
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
抗
争
で
あ
る
（
将

来
国
政
と
宗
教
を
一
切
分
離
す
る
改
憲
宣
言
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
及
び
神
父
追
放
、
，

学
校
に
於
け
る
宗
教
教
育
の
追
放
、
私
生
子
の
認
知
と
離
婚
を
認
め
る
法
の
公
布
等

が
相
次
い
で
ぺ
官
ン
の
命
令
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
故
エ
ヴ
ァ
夫
入
に
聖
者
の
称
号

を
戸
i
マ
法
王
庁
へ
申
請
し
て
之
を
拒
否
さ
れ
て
以
来
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
へ
の
迫
害

は
熾
烈
を
加
え
た
）
等
と
あ
る
が
直
接
的
に
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
中
に
多

い
革
命
分
子
と
労
働
者
の
最
低
賃
銀
を
二
倍
に
す
る
法
令
に
不
満
を
も
つ

た
軍
部
の
合
同
勢
力
が
ペ
ロ
ン
を
遂
に
失
脚
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見

ら
れ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
為
替
相
場
は
公
定
が
一
ド
ル
対
塁
ペ
ソ
で
あ
る
が
市

中
相
場
は
二
八
ペ
ソ
か
ら
二
九
ペ
ソ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
強
力
な
統
制

を
布
い
て
い
て
も
（
経
済
五
力
年
計
画
を
も
つ
て
い
る
が
）
民
衆
の
協
力
な
き

政
治
の
貧
困
と
国
策
の
貧
困
さ
が
経
済
的
劣
弱
を
決
定
づ
け
て
い
る
。

　
尚
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
邦
人
の
活
躍
も
著
し
く
東
京
銀
行
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
支
店
が
存
在
す
る
。
ペ
ロ
ン
政
府
は
日
本
に
対
し
て
は
貿
易
取
引
の
上

か
ら
も
非
常
に
好
意
的
で
あ
っ
た
の
で
（
ぺ
戸
ン
は
国
内
産
業
育
成
の
た
め
に

も
特
に
著
目
し
て
い
た
）
勢
い
日
本
商
社
も
多
く
、
現
地
で
の
販
売
戦
は
激

烈
で
あ
る
。
ペ
ロ
ン
の
退
陣
に
よ
り
、
そ
の
反
動
と
し
て
日
亜
関
係
に
小

変
化
が
あ
る
ま
い
か
を
懸
念
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
ボ
リ
ビ
ア
、
チ
リ
ー
等
に
つ
い
て
は
ボ
リ
ゼ
ア
で
は
邦
人
は

約
三
〇
〇
人
で
富
士
山
よ
り
も
高
い
ラ
パ
ス
で
定
住
し
て
い
る
が
人
絹
織

布
工
場
、
靴
下
工
場
を
営
ん
で
い
る
小
森
氏
は
名
与
領
事
で
あ
り
日
本
人

　
　
　
事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

の
た
、
め
に
万
丈
の
気
を
吐
い
て
い
る
。

　
ボ
リ
ビ
ア
の
為
替
相
場
は
一
ド
ル
は
一
九
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
で
あ
る
が
市

中
で
は
二
四
五
〇
⊥
二
〇
〇
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
で
あ
る
。

　
チ
リ
ー
で
は
公
定
相
場
の
楓
に
な
っ
て
居
り
（
チ
リ
ー
で
は
殊
に
関
心
を

ひ
い
た
の
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
国
で
あ
る
の
で
そ
の
迫
害
者
で
あ
る
ぺ
戸
ン
打
倒
の
気

募
れ
、
ペ
ロ
γ
政
権
を
仮
想
敵
国
と
し
て
軍
事
教
練
を
実
施
中
で
あ
っ
た
）
、
ペ
ル

ー
の
み
が
公
定
相
場
た
る
一
ド
ル
・
一
九
ペ
ソ
を
維
持
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。

　
之
を
要
す
る
に
ラ
テ
ン
諸
国
は
均
し
く
政
治
の
貧
困
さ
と
国
策
の
貧
困

さ
に
よ
り
経
済
的
困
窮
が
見
ら
れ
、
或
は
イ
ン
フ
レ
（
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
）
と
な
っ
て
現
れ
、
或
は
為
替
相
場
の
劣
勢
（
ボ
リ
ビ
ア
）
と

な
っ
て
現
れ
て
い
て
、
こ
こ
ら
に
盲
点
が
存
在
し
外
国
資
本
の
投
入
の
意

義
が
あ
る
と
秀
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
尚
、
ド
イ
ツ
人
、
ス
ペ
イ
ン
入
等
の
海
外
進
出
は
愛
国
心
を
伴
う
も
の
が

あ
り
、
む
し
ろ
之
を
基
と
し
て
い
る
が
（
移
民
地
に
は
必
ず
彼
等
自
身
の
教
育

機
関
あ
り
叉
言
語
も
母
国
語
を
重
ん
ず
る
）
邦
人
の
場
合
は
、
こ
の
点
遺
憾
の

点
の
あ
る
の
鳳
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
　
田
　
記
）
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
銀

部
門
研
究
會

一、

x
戸
貿
易
研
究
會

　
神
戸
貿
易
研
究
会
は
学
界
と
業
界
の
知
識
の
交
流
に
よ
り
我
国
貿
易
の

振
興
策
樹
立
の
目
的
を
も
つ
て
当
研
究
所
長
柴
田
銀
次
郎
主
査
と
な
り
昭

和
二
十
六
年
四
月
神
戸
商
工
会
議
所
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
爾
来

毎
月
一
回
定
例
研
究
会
を
開
き
、
回
を
重
ね
る
こ
と
三
十
回
を
数
え
会
員

も
増
し
、
い
よ
い
よ
活
濃
に
発
展
し
つ
X
あ
る
。
年
報
V
所
載
後
の
研
究

報
告
会
お
よ
び
報
告
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
十
七
回
　
（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
七
日
）

　
　
我
が
國
と
ビ
ル
マ
と
の
経
濟
協
力
に
澄
す
る

　
　
諸
協
定
に
つ
い
て

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
助
手

　
　
　
　
　
　
藤
　
　
田

正
　
寛

　
ゼ
ル
マ
に
対
す
る
平
和
条
約
に
並
ん
で
賠
償
及
び
経
済
協
力
協
定
は
一

九
五
四
年
十
二
月
五
日
ラ
ン
グ
ー
ン
で
調
印
さ
れ
た
が
平
和
条
約
は
大
体
、

イ
ン
ド
と
日
本
の
平
和
条
約
に
か
た
ど
っ
て
作
ら
れ
（
そ
れ
は
両
国
共
サ
γ

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
を
不
満
と
し
て
平
和
会
議
に
参
加
し
な
か
っ
た
国
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
）
て
い
る
が
ビ
ル
マ
は
戦
火
の
下
に
大
き
な
損
害
を
蒙
っ
た

だ
け
に
イ
ン
ド
平
和
条
約
が
無
賠
償
、
在
印
日
本
財
産
の
返
還
を
規
定
し

て
い
る
の
に
対
し
、
ビ
ル
マ
平
和
条
約
は
賠
償
と
在
ビ
ル
マ
日
本
財
産
の

没
収
を
定
め
て
い
る
点
が
相
違
で
あ
る
。

　
こ
の
賠
償
規
定
は
「
日
本
の
存
立
可
能
な
経
済
」
を
破
壊
し
な
い
と
い

う
よ
う
な
点
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
四
条
と
全
く
同
じ
で

あ
る
が
生
産
物
も
提
供
す
る
点
で
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
の
役
務
賠

償
の
原
則
を
ふ
み
越
え
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
賠
償
請
求
国
た
る
ビ
ル
マ

の
強
い
要
求
に
日
本
が
譲
歩
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
著
し
い
こ
と
は
イ
ン
ド
と
の
平
和
条
約
と
違
っ
て
い
る
点
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
第
三
条
の
通
商
航
海
条
約
に
関
す
る
条
項
で
、
イ
ン
ド

及
び
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
平
和
条
約
は
通
商
航
海
条
約
を
結
ぶ
迄
の
暫

定
的
な
最
恵
国
待
遇
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
ビ
ル
マ
は
そ
の
暫
定
規
定

の
全
面
的
削
除
を
要
求
し
日
本
も
之
を
譲
っ
た
形
で
あ
る
。

　
今
回
の
ビ
ル
マ
と
の
協
定
で
本
来
、
賠
償
と
全
然
異
質
の
経
済
協
力
が

一
個
の
協
定
に
入
れ
ら
れ
た
点
は
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
経
済
協
力
、
換
言
す
れ
ば
日
本
、
ビ
ル
マ
合
弁
会
社
へ
の
日
本

の
投
資
は
民
間
同
士
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
将
来
返
済
さ
れ
る
筈
の
も

の
で
あ
る
。
之
は
賠
償
額
に
つ
い
て
の
日
本
と
ビ
ル
マ
の
要
求
を
調
整
さ

せ
る
た
め
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ビ
ル
マ
で
は
二

億
ド
ル
の
賠
償
以
外
に
五
千
万
ド
ル
の
日
本
資
本
を
導
入
す
れ
ば
そ
れ
だ

け
今
進
め
ら
れ
て
い
る
国
家
建
設
経
済
計
画
（
ピ
ラ
ウ
タ
計
画
）
が
進
捗

す
る
の
で
ビ
ル
マ
の
得
る
利
益
は
膨
脹
す
る
し
、
一
方
日
本
と
し
て
は
純

支
出
を
二
億
ド
ル
に
止
め
と
い
う
効
果
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
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尚
、
日
本
ビ
ル
マ
合
弁
事
業
に
於
け
る
日
本
の
出
資
分
は
全
資
本
の
四
〇
％
以

下
で
ビ
ル
マ
側
が
残
り
の
六
〇
％
を
出
せ
ぬ
場
合
は
日
本
側
は
経
済
協
力
と
し
て

提
供
す
る
年
額
十
八
億
円
（
五
百
万
ド
ル
）
の
う
ち
か
ら
七
億
二
千
万
円
（
二
百

万
ド
ル
）
を
ビ
ル
マ
に
貸
付
け
ビ
ル
マ
が
そ
れ
で
日
本
か
ら
資
本
財
を
買
い
所
定

の
六
〇
％
に
し
た
上
で
合
弁
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
賠
償
二
三
ド
ル
（
十
年
払
い
で
年
払
二
千
万
ド
ル
で
日
本
人
の

役
務
及
び
日
本
の
出
産
物
で
支
払
う
）
、
経
済
協
力
五
千
万
ド
ル
（
十
年
払
い
で

年
払
五
百
万
ド
ル
で
日
本
人
の
役
務
及
び
日
本
の
生
産
物
で
麦
払
う
）
計
二
億
五

千
万
ド
ル
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
提
起
し
た
い
の
は

次
の
諸
点
で
あ
る
。
即
ち

　
（
一
）
　
民
間
と
の
合
弁
事
業
と
い
っ
て
も
現
在
の
デ
フ
レ
下
の
日
本
で

は
民
聞
企
業
に
投
盗
す
る
余
裕
の
あ
る
会
社
は
少
い
の
で
こ
の
資
金
は
勢

い
輸
出
入
銀
行
か
ら
民
間
に
融
資
す
る
方
針
で
、
輸
出
入
銀
行
の
現
在
の

資
金
で
は
賄
い
切
れ
ず
増
資
を
す
る
よ
り
外
に
手
は
な
く
特
別
に
予
算
を

作
っ
て
増
資
す
る
と
な
る
と
現
行
の
黒
字
財
政
を
破
る
こ
と
に
な
る
の
で

輸
銀
で
は
資
金
を
米
国
の
余
剰
農
産
物
の
円
資
金
の
借
入
に
よ
り
賄
お
う

と
し
て
い
る
が
之
亦
難
し
い
こ
と
で
波
及
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
惹
。
．

　
（
二
）
　
経
済
協
力
の
支
出
を
す
る
と
こ
の
外
に
イ
ン
ド
、
糸
シ
ア
、
フ
ィ

リ
ッ
ピ
ン
の
賠
償
も
加
わ
り
明
年
度
か
ら
は
現
在
の
平
和
関
係
処
理
費
一

五
〇
億
円
は
段
々
膨
脹
す
る
傾
向
を
辿
り
、
果
て
は
イ
ン
フ
レ
原
因
と
な

る
こ
と
は
必
之
で
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
の
後
の
賠
償
は
所
謂
先
進
国
相
互
間
の
も
の
で
あ
っ
た
が

今
次
大
戦
後
の
賠
償
は
所
謂
中
進
国
が
先
進
国
と
後
進
国
（
特
に
後
者
へ
の

ウ
ェ
イ
ト
強
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

第
二
十
厨
八
田
門
　
（
m
毛
書
一
二
十
居
十
山
ハ
日
代
七
口
H
）

　
　
中
國
の
経
濟
建
設
に
關
す
る
諸
問
題

神
戸
市
立
外
国
語
大
学
教
授

　
　
　
　
久
　
重
　
福
　
三
　
郎

　
こ
の
報
告
は
、
中
国
に
お
け
る
経
済
建
設
の
中
軸
で
あ
る
工
業
建
設
が
、

重
工
業
建
設
に
重
点
を
お
き
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
い
る
か
を

見
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　
そ
の
為
に
と
ら
れ
る
視
点
は
、
　
（
1
）
資
材
面
、
　
（
2
）
技
術
面
、
及

び
（
3
）
消
費
財
生
産
部
門
の
三
つ
で
あ
る
。

　
（
1
）
資
　
材
　
面

　
生
産
財
の
資
本
主
義
国
よ
り
の
輸
入
は
、
朝
鮮
動
乱
の
開
始
を
契
機
と

し
て
制
限
さ
れ
（
戦
略
物
資
輸
入
の
断
絶
）
、
そ
の
後
は
、
ソ
同
盟
を
主

と
す
る
社
会
主
義
諸
国
よ
り
の
輸
入
に
重
点
が
移
動
し
つ
N
あ
る
こ
と
が

第
一
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
ソ
同
盟
よ
り
の
輸
入
の
九
五
％
以
上
は

工
業
建
設
資
材
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
輸
入
は
、
　
一
部
は
ソ
同
盟
よ

り
の
借
款
に
よ
り
、
残
り
は
バ
ー
タ
ー
に
よ
り
賄
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

バ
ー
タ
ー
輸
出
の
品
目
内
容
は
主
と
し
て
農
産
物
及
び
特
殊
非
鉄
金
属
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
貿
易
に
当
っ
て
は
、
ソ
同
盟
側
に
お
け
る
中
国

品
に
対
す
る
需
要
限
度
の
あ
る
こ
と
、
及
び
ソ
同
盟
の
生
産
資
材
が
規
格

品
で
あ
る
こ
と
に
因
る
買
付
上
の
困
難
、
等
の
制
約
が
み
ら
れ
る
。

　
（
2
）
技
術
面

　
五
億
八
千
万
の
人
口
を
か
＼
え
る
中
国
も
、
そ
の
大
部
分
は
農
村
人
口

一一一
Q89　一一一



事
　
　
業
　
　
要
　
　
銀

で
あ
っ
て
、
肉
体
労
働
は
多
く
得
ら
れ
る
が
、
頭
脳
労
働
は
人
口
に
比
し

て
僅
少
で
あ
り
、
そ
の
補
充
に
は
種
々
の
努
力
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
対
策
と
し
て
は
、
教
育
の
普
及
、
実
習
、
外
国
へ
の
委
託
教
育
、
等
々

の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
消
費
財
生
産
部
門

　
産
業
の
中
心
と
し
て
特
に
重
工
業
を
推
進
し
て
い
る
中
国
に
お
い
て
は
、

軽
工
業
は
重
工
業
に
比
べ
る
と
遙
か
に
遅
れ
た
発
展
段
階
に
あ
る
。
絶
対

水
準
に
お
い
て
消
費
財
の
生
産
も
上
昇
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
都

市
・
農
村
の
購
買
力
が
上
昇
し
て
い
る
た
め
に
常
に
不
足
状
態
が
続
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
消
費
財
の
価
格
を
騰
起
せ
し
め
、
イ
ン
フ
レ
を
導

く
。
従
っ
て
、
こ
れ
よ
り
、
資
本
主
義
勢
力
が
再
び
擾
頭
す
る
の
で
は
な

か
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
三
点
よ
り
み
て
も
判
る
よ
う
に
、
中
国
の
経
済
建
設
は
、
ま
だ
前

途
に
多
く
の
困
難
を
も
つ
て
い
る
。
そ
の
打
開
の
一
助
と
し
て
、
（
1
）
資

本
主
義
諸
国
よ
り
の
輸
入
の
促
進
、
及
び
（
2
）
友
好
国
よ
り
の
輸
入
の

促
進
が
強
く
望
ま
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
片
　
野
　
記
）

第
二
十
九
回
　
（
昭
和
三
十
年
七
月
二
十
五
日
）

　
　
自
由
港
制
度
の
原
理
と
實
際

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
教
授

　
　
　
　
　
　
柴
　
田
銀

次
郎
．

自
由

港
の

設
置
さ

れ
た　一
動
機
は
歴
史
的
に’

見
る

と

次
の
よ

う

に
な

ゑ

　
（
一
）
　
開
港
場
の
意
味
で
設
け
ら
れ
た
自
由
港

　
自
由
港
は
十
六
世
紀
の
中
葉
に
イ
タ
リ
ー
の
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
に
設
け
ら

れ
た
の
が
歴
史
上
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
こ

の
時
代
の
自
由
港
は
そ
の
港
で
の
積
卸
貨
物
に
諸
税
を
免
除
す
る
と
い
う

こ
と
も
一
つ
の
便
益
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
免
税
の
点
よ
り
は
寧
．
う
そ
の

港
を
一
般
の
外
国
船
及
び
外
国
入
に
開
放
す
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
大

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
近
代
に
於
け
る
自
由
港
の
設
置
の
動
機
と
は
異
り
、

「
開
港
場
」
と
い
う
意
味
の
方
が
当
っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
時
代
に
は

港
を
自
由
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
開
港
場
と
し
て
指
定
し
、
自
国
民
の

み
な
ら
ず
外
国
人
に
も
自
由
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
重
大
な
意
義
が
あ
っ

た
。　

（
二
）
　
近
接
港
と
競
争
す
る
意
味
で
設
け
ら
れ
た
自
由
港

　
或
る
港
に
自
由
港
が
設
け
ら
れ
る
と
、
近
接
し
て
い
る
港
は
そ
の
繁
栄

を
奪
わ
れ
る
か
ら
、
競
っ
て
自
由
港
た
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
領
主
か
ら

自
由
港
た
る
指
定
を
得
た
時
代
が
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど

は
そ
の
港
の
殆
ど
全
部
に
自
由
港
た
る
資
格
を
与
え
た
。

　
（
三
）
　
十
九
世
紀
の
初
頭
に
国
家
統
一
の
気
運
に
乗
じ
、
自
由
市
は
解

体
さ
れ
た
が
、
自
由
市
の
特
権
で
あ
っ
た
港
に
於
け
る
関
税
免
除
の
点
だ

け
を
残
し
て
、
自
然
に
出
来
上
っ
た
自
由
港
。

　
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
諸
道
や
イ
タ
リ
ー
の
㍗
グ
寒
ン
、
ぜ
ノ
ア
な
ど
の
自

由
港
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
高
関
税
下
に
外
国
貿
易
を
振
興
さ
せ
る
べ
く
設
け
れ
た
自
由
港

　
こ
れ
は
仲
継
貿
易
の
振
興
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
近
世
に
於
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け
る
自
由
港
の
多
く
は
こ
れ
に
属
す
る
。

　
（
五
）
　
自
由
貿
易
主
義
に
基
ず
い
て
設
け
ら
れ
た
自
由
港
。

　
イ
ギ
リ
ス
が
十
九
世
紀
の
半
に
そ
の
植
民
地
に
設
け
た
自
由
港
が
こ
れ

に
当
る
。
本
国
は
自
由
貿
易
制
で
あ
る
か
ら
特
に
自
由
港
を
設
け
る
必
要

が
な
い
。
し
か
し
、
遠
隔
の
地
に
あ
る
植
民
地
で
あ
っ
て
、
高
関
税
で
あ

る
外
国
の
領
土
に
接
続
し
て
い
る
地
域
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
港
又
は

植
民
地
全
休
を
自
由
港
叉
は
自
由
地
域
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
、
本
国

の
自
由
貿
易
政
策
に
合
致
す
る
所
以
で
も
あ
り
、
そ
の
植
民
地
の
福
祉
及

び
繁
栄
と
も
な
る
。
尤
も
、
こ
れ
に
は
対
外
政
略
上
の
理
由
も
加
わ
っ
て

い
た
け
れ
ど
も
。
ホ
ン
コ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ア
デ
ン
な
ど
は
こ
れ
で

あ
る
。

　
（
六
）
　
政
治
的
理
由
か
ら
国
際
的
中
立
地
帯
の
意
味
で
設
け
ら
れ
た
自

由
港

　
国
際
的
粉
争
の
種
に
な
る
よ
う
な
港
や
地
域
を
撃
力
国
の
条
約
に
よ
り

中
立
地
帯
と
し
て
一
般
開
放
す
る
意
味
で
設
け
ら
れ
た
自
由
港
で
あ
っ
て
、

サ
ロ
ニ
カ
、
ト
リ
エ
ス
テ
、
大
連
な
ど
は
こ
れ
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
世
界
に
現
存
す
る
自
由
港
は
そ
の
数
凡
そ
八
十
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
持

っ
て
い
る
自
由
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
よ
っ
て
著
し
く
異
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
系
統
的
に
分
類
す
る
と
次
の
六
種
と
な
る
。

　
（
一
）
　
周
囲
を
遮
断
し
て
関
税
を
免
除
し
、
且
つ
簡
単
な
処
理
作
業
だ

け
を
許
し
て
い
る
自
由
港

　
ド
イ
ツ
の
自
由
地
域
、
メ
キ
シ
コ
以
外
の
自
由
地
帯
、
イ
タ
リ
ー
の
公

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

共
倉
庫
、
ス
ペ
イ
ン
の
自
由
倉
庫
、
ス
テ
チ
ン
自
由
港
な
ど
が
こ
れ
に
属

す
る
。

　
（
二
）
　
右
の
ト
［
に
更
に
、
貨
物
の
搬
出
入
、
蔵
置
に
対
し
税
関
の
監
督

が
な
く
、
且
つ
貨
物
に
対
し
、
仕
分
、
組
合
せ
、
改
装
、
ラ
ベ
ル
貼
付
等

の
簡
単
な
処
理
の
外
に
、
混
合
、
混
和
、
品
名
を
変
え
な
い
程
度
の
加
工

を
許
す
自
由
港

　
自
由
港
区
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
以
外
の
ド
イ
ツ
の
自
由
港
地
域
、
旧
法
に
よ

る
ア
メ
リ
カ
外
国
貿
易
地
帯
な
ど
。

　
（
三
）
　
右
の
上
に
、
製
造
工
業
を
許
す
自
由
港

　
コ
ー
ペ
ン
一
三
グ
ン
自
由
港
が
こ
れ
に
属
す
る
。

　
（
四
）
　
右
の
し
に
、
商
品
展
示
を
許
し
、
見
本
市
場
の
設
置
を
許
す
自

由
港

　
ハ
ン
ブ
ル
グ
自
由
港
、
ア
メ
リ
カ
外
国
貿
易
地
帯
、
メ
キ
シ
コ
の
自
由

港
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。

　
（
五
）
　
出
入
船
舶
に
対
し
関
税
港
と
区
別
し
て
守
る
程
度
の
自
由
を
許

し
、
公
安
衛
生
の
立
場
か
ら
す
る
以
外
の
監
督
を
行
わ
ず
、
又
港
税
を
免

除
す
る
自
由
港

　
こ
の
種
の
自
由
港
は
コ
ー
ペ
ン
ハ
ー
グ
ン
自
由
港
だ
け
で
あ
る
。

　
（
六
）
　
周
囲
を
遮
断
す
る
こ
と
な
く
、
港
と
市
街
と
の
連
絡
が
自
由
で

あ
っ
て
、
し
か
も
（
一
）
一
（
四
）
各
項
の
自
由
性
を
認
め
て
い
る
自
由
港

　
ド
イ
ツ
の
免
税
地
域
、
ホ
ン
コ
ン
な
ど
の
自
由
貿
易
港
、
メ
キ
シ
コ
の

自
由
地
帯
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。

一一　291　一



事
　
　
業
　
　
要
　
　
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
自
由
港
の
歴
史
的
発
．
展
段
階
か
ら
願
え
、
又
世
界
に
現
存
す
る
自
由
港

の
活
動
状
態
か
ら
絶
え
て
、
現
代
に
於
け
る
自
由
港
は
次
の
よ
う
な
五
つ

の
経
済
的
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
（
一
）
　
中
継
貿
易
及
び
再
輸
出
貿
易
の
振
興
施
設
と
し
て
の
機
能

　
再
輸
出
貿
易
振
興
施
設
と
し
て
の
意
義
は
ホ
ン
コ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

等
の
よ
う
な
所
謂
自
由
貿
易
港
に
関
す
る
機
能
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
外
国
産
物
資
を
以
っ
て
す
る
加
工
製
造
工
業
地
帯
と
し
て
の
機

能　
（
三
）
　
国
際
商
品
市
場
と
し
て
の
機
能

　
商
品
の
展
示
と
取
引
と
を
許
せ
ば
市
場
が
形
成
さ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
外
国
貿
易
地
帯
や
ハ
ン
ブ
ル
グ
自
由
港
は
現
に
こ
の
機
能
を
果
し
つ
」

あ
る
。

　
（
四
）
貿
易
船
の
誘
致
施
設
と
し
て
の
機
能

　
外
国
品
の
積
卸
、
蔵
置
、
引
取
に
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
自

ら
貿
易
船
を
誘
致
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
し
に
出
入
港
、
碇

泊
に
つ
き
関
税
港
よ
り
も
優
遇
し
て
い
る
自
由
港
で
は
一
層
に
こ
の
機
能

を
発
揮
出
来
る
。

　
（
五
）
　
国
際
経
済
上
の
中
立
地
帯
と
し
て
の
機
能

　
陸
揚
地
に
政
治
及
び
経
済
的
不
安
定
が
あ
る
場
合
や
一
九
三
〇
年
頃
か

ら
世
界
的
風
潮
と
な
っ
て
い
る
為
替
統
制
、
輸
入
の
数
量
的
制
限
に
対
処

し
て
輸
出
促
進
と
輸
入
の
待
機
と
の
た
め
に
自
由
港
を
利
用
す
る
こ
と
は

賢
明
で
あ
る
。
今
次
大
戦
中
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
国
貿
易
地
帯
の
繁
昌
や
、

ホ
ン
コ
ン
の
繁
栄
な
ど
は
こ
の
機
能
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
（
五
）
の
機
能
を
世
界
的
に
十
分
に
生
か
す
こ
と
は
、
そ
の
自
由

港
を
持
つ
国
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
国
際
的
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め

自
由
港
は
国
際
的
存
在
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
え
る
。
そ
の
上
、
自
由
港
を

し
て
そ
の
所
属
国
の
支
配
か
ら
離
し
て
、
完
全
に
国
際
的
中
立
地
帯
と
す

る
な
ら
ば
、
国
家
間
の
紛
争
に
も
巻
き
込
ま
れ
ず
、
独
善
的
な
国
内
法
に

も
拘
束
さ
れ
ず
、
世
界
の
福
祉
の
た
め
に
偉
大
な
る
機
能
を
果
し
得
る
こ

と
x
な
る
。
自
由
港
の
将
来
に
於
け
る
意
義
は
か
エ
る
と
こ
ろ
に
認
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
十
回
　
（
昭
和
三
十
年
九
月
二
十
七
日
）

　
　
貿
易
用
語
に
つ
い
て

神
戸
市
立
外
国
語
大
学
旧
師

　
　
　
　
中
　
　
井

省
　
　
三

　
貿
易
用
語
（
早
漏
①
目
①
§
。
。
）
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
F
O
B
、
C

I
F
に
集
中
し
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
研
究
は
十
分
尽
さ
れ
て
い
る
が
、

図
図
ω
ぼ
唱
又
は
∪
①
冒
く
①
器
島
目
霞
導
の
の
研
究
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
、

叉
在
来
の
貿
易
用
語
に
関
す
る
研
究
は
国
際
統
一
的
な
規
則
を
基
礎
と
す

る
公
式
論
的
な
説
明
に
止
ま
り
現
実
の
貿
易
取
引
よ
り
生
じ
た
特
殊
な
慣

習
を
無
視
す
る
嫌
い
が
あ
っ
た
。

　
従
来
C
I
F
系
を
別
と
し
て
国
凶
日
霞
日
轟
と
国
旨
昌
o
o
（
明
目
Φ
①
）
目
∩
．
目
顎

に
依
っ
て
貿
易
用
語
を
分
類
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
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者
の
関
係
差
異
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
所
か
ら
生
じ
た
臆
見
で
あ
る
。
元

来
。
×
と
砕
①
Φ
と
は
同
一
の
日
零
目
。
・
の
楯
の
半
面
を
各
々
表
し
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
契
約
品
の
受
渡
し
に
関
し
て
売
主
と
買
主
と
の
責
任

の
分
岐
点
を
設
け
て
、
そ
こ
か
ら
売
主
が
買
主
に
引
渡
す
と
の
観
点
か
ら

国
二
日
霞
目
。
。
が
生
じ
、
．
同
時
に
こ
の
分
岐
点
を
以
て
費
用
分
担
の
限
界
と

し
売
主
は
そ
れ
迄
の
費
用
を
売
買
値
段
中
に
含
め
て
お
く
事
と
し
、
従
っ

て
買
主
は
そ
れ
迄
の
費
用
が
一
切
皆
8
で
あ
る
と
定
め
た
事
か
ら
津
8

目
2
目
。
。
の
用
語
が
生
じ
た
。
受
渡
場
所
が
原
点
（
一
。
8
）
と
終
点
（
8
目
臼
7

ロ
巴
）
と
の
聞
で
異
る
に
つ
れ
て
、
各
種
の
国
属
目
自
巨
。
・
と
そ
れ
に
対
応

す
る
津
8
日
霞
日
ω
が
あ
る
Q
例
え
ば
津
8
8
ρ
爵
図
と
H
ロ
。
9
①
毒
・
。
に

お
け
る
倒
匿
O
口
畠
（
α
口
受
短
達
）
と
は
事
実
上
同
一
内
容
で
あ
り
、
ま
た

国
図
G
D
露
唱
は
牢
8
0
〈
霞
Q
D
ぼ
喝
、
。
・
・
。
達
①
と
同
一
で
あ
る
。
従
っ
て
国
図

系
と
津
き
8
系
に
よ
る
分
類
は
意
味
が
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
、
．
却
っ
て

混
乱
を
招
く
惧
れ
が
あ
る
。

　
現
在
U
聾
く
霞
細
目
窪
目
。
。
に
よ
る
取
引
を
且
ハ
現
せ
る
主
要
文
献
で
あ
る

臣
o
o
絹
。
冨
↓
①
山
O
昌
G
∩
①
巴
b
。
。
ω
o
o
認
証
。
昌
の
契
約
書
式
の
分
析
を
行
え
ば
、

国
×
ω
田
℃
目
震
日
ω
は
∪
①
穿
。
器
幽
日
霞
匿
。
。
の
墓
本
的
典
型
的
な
形
態
で
あ

る
事
が
判
明
す
る
。
穿
Q
。
田
℃
が
当
然
の
b
巳
奉
一
目
霞
巨
ω
で
あ
る
か
否

か
に
つ
き
異
論
が
あ
る
が
、
現
代
の
国
x
q
D
げ
首
契
約
で
は
船
積
告
知
の

特
約
が
定
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
実
際
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　
叉
通
俗
に
云
う
、
孚
碧
8
日
。
善
ω
は
一
般
に
国
o
o
勺
霞
簿
O
旨
冨
目
の

俗
説
を
受
継
ぎ
、
買
主
の
工
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
迄
持
込
む
事
を
条
件
と

す
る
如
く
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
輸
入
品
の
国
内
取
引
で
な
い
限
ワ
必
ず

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

し
も
そ
の
如
く
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
．
要
は
そ
の
売
買
契
約
に
依
り
定
め

ら
れ
た
仕
向
地
に
お
け
る
指
定
場
所
が
約
定
品
の
引
渡
場
所
で
あ
る
。

　
ま
た
従
来
団
話
昌
8
日
母
ヨ
。
・
即
ち
】
）
魯
く
。
お
臼
円
霞
巨
。
・
と
し
、
こ
れ

を
漠
然
と
閃
．
。
①
∪
①
㍑
く
賃
巴
日
読
琶
ω
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
正

し
く
な
い
。
い
ま
日
旨
自
①
日
霞
言
・
・
を
積
地
売
買
と
揚
地
売
買
に
分
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
日
』
。
』
（
唱
。
お
君
【
o
∩
o
o
』
』
）

　
　
　
　
　
　
の
目
お
臼
（
8
慧
自
）
8
自
　
　
　
唱
㊤
お
占
。
∩

セま　Ex　point　of　origin，系　　　Loeo又は　　　（
　　　C．LF・系
積地売買jF・0・B・系

　　　　（1）　E
　　　　（2）　E
　　　　（3）　Fr

　　（1）　F．　O．　B．　（Vessel）

　　（2）　E　A．　S．

　　（3）　Free．．．named　port　of　shipment　（lncoterms，

　　　　　　　　　　1932）

　　　　　　　　　　〔F．0，R．，　F．0。T。（英），　F．　Q．B。　Car（米），

　　　　　　　　　　Franc・sur　Wag・n（仏）〕

Free　Delivered．．．narned　point　of　destination

　　（lncoterms，　1932）

Franko

Franc・Quai（仏）

Franc・Quaア（英）

FranCO　rendu（仏）

Franco　domieile；

　　of　eonsignee）

F．　O．　B．．．．named

BeStimmungSort（独）

　　tat・・n（米）

Ex　Quay

　　Ex　Doek

；其の他のEx

　　St・re等）

船条件系

Free；　Free’ c’
?撃奄魔?窒?п@（named　address

（英）

　　inland　point　in　country　of　impor一

（lncoterms）

　　（米）

　　　terms　（Ex

　　　　Ex　Ship　　　｛

　　　　Per　Ship

Wharf，　Ex　Pier，　Ex　Jetty，　Ex

（
の
自
』
O
h
［
　
嘱
▼
O
唱
一
H
邸
臼
）

　
隈
鰹
蟻
麹

　　　　　着船条件系
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
銀

そ
の
内
容
を
表
解
す
れ
ば
右
の
如
く
に
な
る
。

二
、
金
融
研
究
會

（
山
　
本
　
記
）

　
金
融
研
究
会
は
そ
の
前
身
た
る
神
戸
経
済
大
学
経
済
研
究
所
金
融
調
査

室
研
究
報
告
会
を
引
継
ぎ
新
庄
教
授
主
査
と
な
り
金
融
問
題
を
理
論
と
実

際
の
両
方
面
か
ら
研
究
す
る
目
的
を
も
つ
て
再
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

研
究
会
員
は
神
戸
大
学
金
融
関
係
教
官
を
中
心
と
し
た
学
界
側
と
京
阪
神

地
方
に
本
店
を
有
す
る
銀
行
調
査
部
関
係
の
謎
々
を
集
め
た
業
界
側
と
よ

り
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
二
年
四
月
以
来
毎
月
定
例
研
究
会
を
開
催
し
て
い
る
が
、
昭

和
二
十
九
年
九
月
以
降
の
研
究
報
告
題
目
お
よ
び
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
第
五
十
九
回
　
（
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日
）

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
銀
行
業
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
貸
付
取
引
の
實
情
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
銀
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
野
　
幸
　
政

　
さ
き
に
、
渡
米
の
上
、
米
国
の
商
業
銀
行
事
情
に
つ
い
て
詳
し
く
視
察

の
上
、
帰
朝
さ
れ
、
池
田
氏
と
共
に
こ
の
研
究
会
に
於
い
て
米
国
の
商
業

銀
行
の
機
能
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
が
今
回
は
商
業
銀
行
の
貸
付
に
つ
い

て
特
に
ヨ
①
言
げ
霞
げ
碧
げ
の
事
業
貸
付
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　
一
九
四
六
年
十
一
月
二
十
日
に
於
け
る
加
盟
銀
行
の
証
券
に
よ
る
貸
付

に
つ
い
て
の
表
示
が
出
さ
れ
た
が
非
保
証
貸
付
の
量
は
、
七
三
億
二
二
〇

万
ド
ル
、
（
五
五
二
二
％
）
貸
付
の
数
は
二
三
万
九
〇
〇
〇
（
三
五
・
六

％
）
、
保
証
貸
付
量
は
五
七
億
九
九
〇
〇
万
ド
ル
（
四
三
・
八
％
）
、
数
は

四
一
万
（
六
一
・
一
％
）
、
何
等
報
告
の
な
い
貸
付
は
量
に
於
い
て
一
億

一
六
〇
〇
万
ド
ル
（
0
・
九
％
）
、
数
は
二
万
二
〇
〇
〇
と
な
っ
て
居
る
。

之
の
詳
し
い
内
容
は
保
証
貸
付
で
は
資
産
（
一
置
く
①
昌
臼
O
同
一
〇
ω
）
貸
付
が
最
大

で
量
的
に
は
一
一
億
九
五
〇
〇
万
ド
ル
（
二
〇
・
六
％
）
に
の
ぼ
る
に
不

拘
、
そ
の
貸
付
数
は
三
万
五
〇
〇
〇
（
八
・
六
％
）
と
な
っ
て
お
り
株
券
、

債
券
、
抵
当
貸
付
（
米
国
政
府
証
券
、
上
場
株
）
が
一
〇
億
七
五
〇
〇
万

ド
ル
（
一
八
・
五
％
）
で
そ
の
数
が
四
万
六
〇
〇
〇
（
一
一
・
三
％
）
で

以
下
、
不
動
産
貸
付
、
設
備
貸
付
（
貸
付
数
が
非
常
に
多
い
た
め
一
ロ
当
り
の

貸
付
費
は
従
っ
て
小
）
連
帯
保
証
貸
付
、
そ
の
他
種
々
の
倉
庫
貸
付
が
あ
る
。

保
証
貸
付
の
特
異
な
も
の
と
し
て
は
各
銀
行
の
受
取
勘
定
、
生
命
保
険
証

書
、
ク
レ
ー
ム
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
米
国
の
金
融
市
場
に
於
け
る
投

盗
が
大
企
業
優
先
で
あ
る
こ
と
は
ほ
§
こ
の
一
つ
の
例
を
三
っ
て
し
て
も

窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
市
中
銀
行
に
は
専
門
化
が
著
る
し
く
例
え
ば
化
学
工
業
銀
行
が
あ
る
。

こ
の
銀
行
の
貸
付
総
量
は
三
億
ド
ル
で
条
件
貸
一
億
七
五
〇
〇
万
ド
ル
、

要
求
貸
付
二
二
〇
〇
万
ド
ル
、
手
形
割
引
七
九
〇
〇
万
ド
ル
、
コ
ー
ル
・

ロ
ー
ン
六
百
万
ド
ル
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
よ
る
条
件
貸
付
二
〇
〇
万
ド
ル
、

と
な
っ
て
居
り
商
品
貸
付
（
o
o
言
目
。
岳
曙
ざ
導
）
は
一
五
〇
〇
万
ド
ル
と

い
う
実
情
で
あ
る
。

　
因
み
に
貸
付
の
場
合
の
証
券
の
マ
ー
ジ
ン
で
あ
る
が
米
国
財
務
省
の
も
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腎

の
は
五
％
（
但
し
長
期
の
場
合
は
一
〇
％
）
で
あ
る
が
以
下
、
d
・
9
日
器
9
讐
曙

O
①
巨
蔚
㌶
①
・
・
弩
画
図
0
8
。
・
　
一
〇
％
、
O
o
＆
α
q
冨
自
①
竃
巨
骨
雪
雲
8
山
。
・
　
一

〇
i
一
五
％
、
。
爵
窪
］
≦
目
督
『
切
。
巳
。
。
二
五
％
、
O
。
＆
σ
q
同
巴
。
匿
ω
審
餌

切
8
融
二
五
％
、
剛
蕾
島
く
①
。
D
8
。
冨
9
巳
ド
。
≦
㎝
冨
極
じ
d
。
巳
の
四
〇
1
五

〇
％
、
。
三
6
h
・
8
ミ
旨
切
9
蒔
Q
D
8
簿
・
・
五
〇
一
一
〇
〇
％
、
0
8
山
訂
の
8
山

QD

W
畠
ω
（
げ
9
g
β
α
ぞ
Φ
冨
酪
①
麟
）
五
〇
1
一
個
月
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
船
舶
に
対
す
る
貸
付
は
例
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
会
社
に
な
さ
れ
保
証
人

は
∪
自
乞
。
冨
冨
O
器
象
ま
碧
評
で
あ
り
、
チ
リ
硝
石
金
融
は
チ
リ
硝
石
販

売
会
社
が
借
入
人
で
O
自
主
昌
↓
8
日
葺
。
・
け
0
9
9
冒
ρ
甘
ざ
昌
鑑
Ω
曙
b
d
印
蒔
亀

客
ピ
曽
O
ぎ
。
・
⑦
堵
9
鉱
。
轟
周
じ
d
四
謬
障
亀
2
・
ド
Ω
曙
●
Ψ
冒
碧
廷
器
け
質
①
話
日
置
。
・
け

6
。
・
Ψ
9
①
巳
。
・
。
一
b
d
臼
罫
が
協
調
融
資
を
し
て
そ
の
供
給
資
金
量
は
二
〇
〇

〇
万
ド
ル
迄
で
担
保
は
⇔
d
＼
日
と
ピ
＼
O
で
あ
る
。

　
更
に
国
防
生
産
の
た
め
の
特
別
貸
付
も
市
中
銀
行
が
担
っ
て
い
る
が

（
乞
鋤
訊
§
』
Ω
ξ
田
艮
o
h
2
・
囑
6
0
訂
・
・
①
乞
9
曾
ざ
昌
巴
】
W
§
押
ρ
ゼ
亀
2
．

ド
噂
竃
睾
自
。
。
。
ε
器
目
日
嵩
。
・
臼
O
o
・
り
O
霞
碧
8
0
日
暴
g
6
0
ご
岸
訊
昌
α
Q
日
冨
。
。
“

0
9
二
塁
①
巖
目
暑
ω
臼
0
2
0
げ
①
巳
。
巴
憂
身
9
紹
8
曙
G
。
ゴ
ま
一
三
自
南
帥
算
甘
α
q

O
。
弓
3
臼
・
℃
・
冒
。
お
讐
O
。
ご
2
・
磯
・
二
二
。
・
紳
6
9
堕
）
保
証
人
は
米
海
軍
省

で
（
一
〇
〇
，
％
保
証
）
銀
行
以
外
の
融
資
機
関
と
し
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
連
動
準
備
銀
行
が
政
府
の
代
理
機
関
と
し
て
の
役
割
を
し
て
こ
の
場
合

は
四
〇
〇
〇
万
ド
ル
迄
、
、
海
軍
省
が
全
額
保
証
で
金
利
盛
4
％
以
下
で
あ

る
。

　
産
業
貸
付
（
主
と
し
て
車
輌
貸
付
）
は
≦
魯
口
昏
鉄
道
線
路
会
社
が
借
入

入
で
製
造
人
は
く
口
目
ヨ
§
。
D
討
二
尊
畠
6
留
寓
9
二
王
巴
言
置
韻
∩
。
3
で
車

　
　
　
　
事
　
’
業
　
　
要
　
　
録

輌
が
銀
行
の
所
有
と
な
り
利
率
は
三
・
二
五
％
で
あ
る
。

　
又
売
掛
債
権
貸
付
の
形
式
も
あ
り
之
は
一
種
の
回
転
基
金
で
利
率
は
三

・
六
％
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
は
生
命
保
険
貸
付
が
あ
る
。
之
は
マ
ー
ヂ

ン
が
盛
3
％
で
保
険
証
券
担
保
の
金
利
三
二
一
％
の
個
入
金
融
で
あ
る
・

　
　
ヨ

米
国
の
保
険
会
社
は
契
約
者
に
貸
付
も
す
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
銀
行
の
貸
付
の
種
類
が
あ
る
上
に
こ
の
貸
付
に
は
申
込
証

そ
の
他
複
雑
な
書
式
に
よ
る
必
要
書
類
が
交
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も

金
融
制
度
の
尤
大
化
と
共
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
尚
、
本
報
告
の
詳

細
は
参
老
の
書
式
や
統
計
が
中
心
で
あ
る
が
之
等
は
紙
幅
の
都
合
上
、
省

略
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
　
田
　
記
）

第
六
十
回
　
（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
七
日
）

　
　
明
治
初
期
の
わ
が
國
金
融
制
度

神
戸
大
学
　
大
野
喜
久
之
輔

　
本
報
告
は
共
同
研
究
「
日
本
に
お
け
る
資
本
制
経
済
の
発
達
と
貨
幣
金

融
制
度
の
発
達
と
の
相
関
性
に
関
す
る
歴
史
的
・
実
証
的
研
究
」
の
う
ち

明
治
維
新
よ
り
日
本
銀
行
設
立
に
至
る
ま
で
を
第
一
期
と
な
し
て
担
当
せ

る
研
究
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

　
こ
の
期
の
金
融
制
度
は
、
明
治
絶
対
主
義
政
権
が
、
世
界
清
勢
に
お
さ

れ
て
わ
が
国
に
お
け
る
資
本
主
義
的
発
展
を
温
室
的
に
助
長
し
、
高
度
に

発
達
し
た
資
本
主
義
を
わ
が
国
に
導
入
・
移
植
す
る
た
め
の
資
本
の
保
護

政
策
の
一
環
と
し
て
創
設
・
展
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
特
徴
ず
け
る
こ
と
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
銀

が
で
き
る
。

　
（
一
）
　
絶
対
主
義
政
権
そ
の
も
の
の
確
立
の
た
め
に
。

　
幕
藩
体
制
を
崩
壊
せ
し
め
、
資
本
制
的
発
展
の
た
め
の
よ
り
自
由
な
地

盤
を
切
り
拓
く
、
し
か
も
上
か
ら
行
う
た
め
に
は
、
幕
末
に
成
熟
し
て
き

た
革
命
的
勢
力
を
尊
王
嬢
夷
の
旗
印
の
も
と
に
巧
み
に
結
集
し
到
製
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
維
新
政
権
が
あ
る
時
に
は
武
断

的
に
強
行
な
措
置
を
講
ず
る
と
共
に
、
ま
た
あ
る
時
は
柔
軟
な
政
策
を
講

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
強
行
策
を
と
る
に
し
て
も
柔
軟
策

を
と
る
に
し
て
も
、
維
新
政
府
の
成
立
の
当
初
か
ら
最
も
困
難
な
問
題
は

そ
の
財
政
的
基
礎
の
問
題
で
あ
っ
た
。
す
で
に
大
政
奉
還
が
な
さ
れ
た
と

は
い
え
、
維
新
政
府
は
租
税
調
達
の
機
構
を
そ
の
手
に
握
っ
て
い
な
か
っ

た
。
三
岡
八
郎
の
建
議
を
容
れ
て
政
府
紙
幣
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）
潤
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
紙
幣
は

安
易
な
方
法
と
し
て
五
年
末
ま
で
に
約
七
千
三
百
三
十
三
万
円
発
行
さ
れ
、

そ
れ
が
初
期
の
最
大
の
財
源
と
し
て
維
新
政
府
の
確
立
の
た
め
に
果
し
た

と
こ
ろ
は
大
き
い
が
、
同
時
に
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
物
価

騰
貴
・
貿
易
逆
調
・
貴
金
属
流
出
を
も
た
ら
し
、
わ
が
国
本
位
制
度
確
立

の
た
め
に
困
難
な
問
題
“
紙
幣
整
理
を
残
し
た
。

　
紙
幣
発
行
と
な
ら
ん
で
前
期
的
商
業
資
本
・
‘
高
利
貸
資
本
か
ら
の
借
入

金
の
制
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。
二
年
末
ま
で
に
約
四
百
九
十
五
万
円
。
こ
の

制
度
に
よ
り
三
井
組
・
小
野
組
等
と
政
府
と
の
結
び
つ
き
が
親
密
に
な
っ

て
ゆ
く
。
　
（
な
お
東
洋
銀
行
な
ど
を
通
じ
て
の
外
国
債
の
発
行
も
あ
る
が

こ
こ
で
は
省
く
）

　
（
二
）
　
前
期
的
殖
産
阻
業
政
策
の
一
環
と
し
て
。

　
通
商
会
社
を
設
立
し
て
（
二
年
）
全
国
の
物
産
交
流
な
ら
び
に
外
国
貿

易
を
さ
か
ん
な
ら
し
め
よ
う
ど
し
、
そ
れ
に
金
融
す
べ
く
、
政
府
は
貸
下

金
の
援
功
を
与
え
て
為
替
会
社
を
設
立
せ
し
め
た
（
二
年
）
。
し
か
る
に

通
商
会
社
は
流
通
過
程
の
担
当
者
た
る
に
止
ま
り
生
産
過
程
の
資
本
主
義

化
と
い
う
本
来
の
資
本
家
的
政
策
に
よ
っ
て
や
が
て
と
っ
て
替
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
為
替
会
社
は
こ
の
通
商
会
社
と
運
命
を
共
に
し
、
　
一

時
隆
盛
の
兆
し
は
あ
っ
た
が
、
監
督
庁
た
る
通
商
司
の
廃
止
（
四
年
）
に

よ
り
保
護
政
策
の
庇
護
が
な
く
な
っ
て
は
字
震
振
わ
ず
、
殆
ん
ど
が
解
社

と
な
り
、
僅
か
に
横
浜
為
替
会
社
の
み
が
国
立
銀
行
へ
転
生
し
た
。

　
（
三
）
　
商
業
・
高
利
貸
資
本
、
地
主
が
産
業
資
本
に
転
化
す
る
た
め
に
。

　
国
立
銀
行
、
官
営
車
虚
栗
、
官
蹄
菓
払
下
、
西
南
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
十

一
一
四
年
）
、
松
方
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
十
五
一
八
年
）
。

　
国
立
銀
行
条
例
公
布
（
五
年
）
の
主
な
る
意
図
は
紙
幣
整
理
に
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
国
立
銀
行
設
立
に
当
っ
た
発
起
人
の
顔
ぶ
れ
は

主
と
し
て
商
業
・
高
利
貸
資
本
家
・
地
主
で
あ
り
、
紙
幣
整
理
と
一
石
二

鳥
で
彼
ら
を
近
代
的
銀
行
資
本
家
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
国
立
銀
行
は
生
産
過
程
の
全
面
的
な
資
本

主
義
化
に
立
脚
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
近
代
的
銀
行
と
し
て
発
展
し
て

ゆ
く
べ
き
地
盤
を
も
つ
て
い
な
か
っ
た
q
加
う
る
に
、
政
府
紙
幣
の
増
発

が
あ
り
貴
金
属
の
流
出
に
あ
っ
て
、
国
立
銀
行
は
経
営
上
の
危
機
に
直
面

し
て
い
る
（
八
一
九
年
）
。

　
維
．
新
政
府
は
直
接
先
進
資
本
主
義
国
の
生
産
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
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手
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
主
な
も
の
の
一
は
権
力
機
構
を
裏
付
け
る
べ
き

兵
器
生
産
、
造
般
を
中
心
と
す
る
重
工
業
で
あ
り
、
一
は
紡
績
、
織
物
業

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
幕
府
が
す
で
に
着
手
し
た
も
の
の
接
収
・
継
承
で
あ

り
拡
大
強
化
で
あ
る
か
、
各
藩
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
近
代
化
政
策
の
藩

閥
政
府
に
お
け
る
集
中
的
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
場
で
は
外
人
技
師

が
指
導
し
て
、
近
代
的
労
働
者
と
し
て
の
規
律
を
技
術
と
共
に
労
働
者
に

習
得
せ
し
め
た
。
デ
フ
レ
政
策
と
平
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
官
業
払
下
は
、

わ
が
国
の
産
業
資
本
確
立
の
た
め
の
直
接
の
前
段
階
を
な
し
て
い
る
。

　
（
四
）
　
半
封
建
的
地
主
制
を
温
存
・
助
長
す
る
た
め
に
。

　
地
租
改
正
（
六
年
）
。
西
南
イ
ン
フ
レ
、
松
方
デ
フ
レ
。

　
土
地
に
対
す
る
近
代
的
な
所
有
権
を
認
め
な
が
ら
も
、
封
建
貢
租
に
も

等
し
い
地
租
を
課
し
、
更
に
寄
生
地
主
制
を
全
面
的
に
容
認
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
西
南
イ
ン
フ
レ
を
通
じ
て
寄
生
地
主
に
大
き
な
利
益
を
与
え
た
。

ま
た
、
松
方
デ
フ
レ
は
大
土
地
所
有
者
の
土
地
兼
併
を
促
進
し
た
。

　
（
五
）
　
士
族
の
解
体
。

　
土
農
工
商
の
身
分
の
廃
止
、
家
緑
制
度
の
徹
廃
と
同
時
に
、
士
族
に
対

し
て
秩
緑
公
債
・
金
瘡
公
債
を
交
付
し
、
身
分
関
係
を
貨
幣
的
関
係
で
お

き
か
え
た
が
、
交
付
金
額
に
は
上
下
の
隔
り
甚
だ
し
く
、
加
う
る
に
西
南

イ
ン
フ
レ
に
よ
り
下
層
士
族
の
没
落
は
早
め
ら
れ
、
彼
ら
は
小
作
人
・
賃

労
働
者
と
な
っ
た
。
ま
た
、
上
層
に
対
し
て
は
巨
額
の
公
債
の
価
絡
下
落

を
防
ぐ
た
め
、
国
立
銀
行
条
例
の
正
貨
準
備
の
項
を
廃
し
て
紙
幣
準
備
に

し
、
銀
行
資
本
家
に
な
る
道
を
ひ
ら
い
た
。

　
（
六
）
　
産
業
資
本
確
立
の
た
め
に
。

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

　
明
治
初
年
以
来
、
一
方
で
は
政
府
紙
幣
・
不
換
銀
行
券
の
発
行
を
通
じ

て
、
他
方
で
は
政
府
自
ら
享
業
を
興
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
行
的
に
資
本

主
義
化
の
道
を
お
し
進
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
半
面
イ
ン
フ
レ
と
な
っ
て

民
間
に
お
け
る
資
本
制
的
発
展
の
阻
害
要
因
と
も
な
っ
た
。
官
業
の
民
間

へ
の
払
下
げ
に
よ
り
狭
い
基
盤
の
上
で
あ
る
と
は
い
え
産
業
資
本
の
運
動

が
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
一
方
で
は
紙
…
幣
整
理
の

必
要
と
、
他
方
で
は
従
来
ま
で
の
政
府
の
直
接
的
保
護
主
義
に
か
わ
る
に
、

銀
行
・
財
政
を
通
じ
て
の
間
接
的
保
護
政
策
へ
と
体
制
替
え
の
必
要
が
生

じ
た
。

　
紙
幣
整
理
を
通
じ
て
一
応
銀
本
位
制
の
確
立
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
と
共

に
、
銀
行
制
度
を
中
央
集
権
的
な
ら
し
め
る
た
め
日
本
銀
行
を
設
立
し
て

（
十
五
年
）
免
税
銀
行
券
の
制
度
を
打
立
て
た
（
十
八
年
）
。
　
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
時
期
は
産
業
資
本
確
立
の
直
接
的
前
段
階
を
な
す
編
成
替
え
の

時
期
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
急
激
な
物
価
下
落
に
と
も
な
う
下
層

農
民
層
の
没
落
、
小
作
人
・
自
由
な
賃
労
働
者
の
強
力
な
創
出
過
程
で
も

あ
っ
た
。

（
紙
幅
の
都
合
上
統
計
数
字
は
雀
略
し
ま
し
た
）
。

第
六
十
一
回
（
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
六
日
）

　
　
明
治
中
期
の
貨
幣
金
融
制
度
の
畿
展
に
つ
い
て

神
戸
大
学
　
　
藤
　
　
田
　
　
正
　
　
寛

本
報
告
は
共
同
研
究
「
日
本
に
於
け
る
資
本
制
経
済
の
発
展
と
貨
幣
、
金
融
制
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

度
の
発
達
と
の
相
関
性
に
関
す
る
歴
史
的
・
実
証
的
研
究
」
の
年
代
分
担
の
明
治

十
五
年
よ
り
大
正
三
年
に
至
る
部
分
の
研
究
の
一
端
で
あ
る
。

　
明
治
中
期
の
日
本
資
本
主
義
の
段
階
は
官
業
払
下
げ
と
地
租
改
正
を
積

杯
と
す
る
明
治
初
期
よ
り
の
産
業
資
本
の
確
立
の
時
代
に
入
る
が
日
本
資

本
主
義
の
成
立
を
明
治
二
十
二
年
八
幡
製
鉄
所
の
開
業
に
求
め
、
以
後
金

本
位
制
度
が
日
清
戦
争
の
賠
償
金
を
基
礎
と
す
る
金
本
位
制
の
確
立
と
共

に
産
業
資
本
の
形
成
は
活
濃
化
し
遂
に
日
露
戦
争
を
境
と
し
て
対
外
資
本

輸
出
が
表
面
化
し
そ
の
た
め
に
特
殊
銀
行
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
産
業
資
本
の
確
立
期
で
は
近
代
工
業
と
銀
行
資
本
と
の
関
係
の

代
表
は
紡
績
金
融
で
あ
っ
た
が
資
本
制
経
済
の
高
度
化
時
代
に
な
る
と
電

気
事
業
金
融
が
之
に
代
っ
た
。

　
電
気
事
業
金
融
に
於
い
て
は
固
定
資
本
の
圧
倒
的
地
位
、
集
積
集
中
の
高
度
化

　
．
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
と
の
関
係
の
一
層
緊
密
化
、
恒
等
化
業
々
の
事
情
の
下

に
資
本
制
経
済
高
度
化
時
代
を
特
徴
づ
け
る
諸
様
相
が
回
申
的
に
表
現
さ
れ
た
。

　
（
二
）
　
製
調
理
に
於
い
て
も
資
本
の
集
積
集
中
と
共
に
漸
く
或
程
度
の

「
近
代
的
産
業
金
融
」
の
様
相
が
出
て
来
た
。

　
（
三
）
　
叉
織
物
業
に
於
け
る
商
業
資
本
の
金
融
制
覇
と
い
う
前
資
本
制

的
様
相
が
衰
退
の
機
運
に
向
つ
た
。

　
（
四
）
農
業
で
は
、
そ
の
近
代
化
は
不
十
分
で
近
代
的
農
業
金
融
は
発

達
を
見
て
い
な
い
。
信
用
組
合
の
発
達
は
漸
く
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が

近
代
的
生
産
に
対
応
す
る
近
代
的
金
融
と
い
う
よ
り
も
政
府
の
支
持
奨
励

の
下
に
協
同
主
義
に
よ
り
前
資
本
制
的
金
融
の
弊
害
の
排
除
を
或
程
度
迄

実
現
す
る
と
い
う
功
績
を
も
つ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
（
一
）
重
工
業
部
門
（
鉄
等
）
へ
は
直
接
に

国
家
資
本
が
投
下
さ
れ
、
当
初
よ
り
こ
の
部
門
で
は
政
府
及
び
少
数
財
閥
た
る
三

井
、
三
菱
、
住
友
、
藤
田
、
古
河
の
諸
社
が
独
占
。
　
（
二
）
軽
工
業
部
門
へ
も
銀

行
資
本
が
投
下
さ
れ
、
紡
績
、
洋
紙
、
麦
酒
醸
造
業
、
精
糖
業
、
人
造
肥
料
の
如

き
従
来
、
我
国
に
手
工
業
と
し
て
全
然
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
や
▽
〈
は
そ
の
発
達

の
比
較
的
不
完
全
で
あ
っ
た
も
の
は
割
合
、
大
規
模
の
工
場
制
生
産
方
式
を
と
っ

た
。
併
し
之
等
の
企
業
は
設
立
の
当
初
か
ら
少
数
の
企
業
に
集
中
し
て
発
達
し
た
。

工
場
制
生
産
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
の
で
大
部
分
は
会
社
組
織
、
特
に
株
式
会
杜

組
織
で
経
営
さ
れ
之
等
の
企
業
の
大
部
分
は
激
烈
な
外
国
商
品
と
の
競
争
に
直
面

し
た
の
で
、
之
等
へ
の
資
金
調
達
は
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
は
民
間

銀
行
の
み
で
は
到
底
資
金
需
要
を
み
た
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
特
別
銀

行
に
よ
る
融
資
が
必
要
で
あ
っ
た
。
外
国
商
品
と
競
争
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

関
係
か
ら
、
之
等
の
工
業
の
大
部
分
は
発
達
の
は
じ
め
か
ら
カ
ル
テ
ル
又
は
ト
ラ

ス
ト
と
い
う
独
占
形
態
を
と
っ
た
（
製
紙
連
合
会
は
価
格
協
定
、
労
働
者
の
使
用
、

雇
用
協
定
を
も
ち
、
紡
績
連
合
会
は
販
路
拡
張
、
輸
入
抑
制
、
職
工
対
策
の
協
定

を
も
ち
、
麦
酒
は
三
社
て
い
立
を
や
め
て
大
日
本
麦
酒
株
式
会
祉
を
設
立
、
製
麻

で
も
三
社
を
合
併
し
て
日
本
製
麻
株
式
会
社
を
設
立
し
た
）
。

国
立
銀
行
は
明
治
二
十
九
年
三
月
、
国
立
銀
行
営
業
満
期
前
特
別
処
分
法

の
公
布
に
よ
り
私
立
銀
行
に
転
換
し
、
他
方
、
明
治
九
年
の
三
井
銀
行
設

立
後
、
著
し
く
増
加
し
種
々
雑
多
な
も
の
も
あ
っ
た
の
で
明
治
二
十
三
年

銀
行
条
例
を
制
定
し
、
先
進
国
に
於
け
る
商
業
銀
行
の
機
能
を
担
当
さ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
の
銀
行
条
例
の
主
眼
と
す
る
と

こ
ろ
は
不
良
金
融
業
者
の
排
除
と
信
用
の
確
実
化
に
よ
る
銀
行
の
健
全
な

　発

B
と
国
立
銀
行
の
私
立
銀
行
へ
の
転
化
促
進
と
に
あ
っ
た
。

　
産
業
革
命
を
経
過
し
た
日
本
経
済
は
、
工
場
制
生
産
の
急
激
な
拡
大
一

近
代
産
業
の
異
常
な
発
展
と
な
っ
て
現
れ
、
市
場
の
需
要
を
超
過
す
る
生

産
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
所
謂
過
剰
生
産
状
態
と
な
っ
た
が
三
＋
年
に
は

一298一



そ
の
反
動
が
襲
来
し
た
。
好
況
時
に
籏
生
し
た
中
小
銀
行
は
そ
の
信
用
を

極
度
に
利
用
し
種
々
投
機
を
行
い
、
叉
「
機
関
」
銀
行
と
し
て
一
定
の
企

業
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
て
い
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
恐
慌
の
発
生
は
直
ち

に
銀
行
の
動
揺
の
原
因
と
な
り
、
銀
行
の
損
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
併
し

こ
の
場
合
は
政
府
の
公
債
買
入
れ
や
勧
業
銀
行
の
救
済
融
資
に
よ
り
一
応

危
機
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
以
後
三
十
三
年
に
至
り
九
州
の
地
方
銀
行
の
破
綻
に
、
そ
の
端
を

発
し
た
銀
行
恐
慌
は
全
国
的
に
深
刻
化
し
、
政
府
は
日
本
銀
行
の
救
済
資

金
を
放
出
し
て
、
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
た
が
銀
行
恐
慌
の
幅
は
意
外
に
広

く
中
小
銀
行
裟
、
本
の
立
直
り
は
至
難
と
な
っ
た
点
か
ら
政
府
は
小
銀
行
資

本
の
今
併
政
策
を
と
る
に
至
っ
た
。

　
こ
こ
に
金
融
資
本
の
系
列
化
が
実
質
的
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
日

．
露
潮
繋
は
機
械
生
産
の
全
面
的
成
長
と
重
工
部
門
の
確
立
と
共
に
急
速
な

生
産
及
び
盗
本
の
集
中
が
伴
な
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
之
に
相
応
す
る
金
融
組

織
の
拡
大
が
必
要
と
な
り
金
融
資
本
に
よ
る
産
業
支
配
が
現
実
化
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
四
＋
年
の
恐
慌
等
の
下
降
的
段
階
を
経
る
毎
に
大
銀
行

へ
の
集
中
化
が
強
ま
り
所
謂
、
金
融
寡
頭
支
配
は
輩
固
の
度
を
加
え
財
閥

製
本
の
確
立
（
財
閥
銀
行
に
よ
る
日
本
経
済
の
征
服
H
金
融
資
本
の
絶
対
的
支
配

と
産
業
資
本
へ
の
癒
着
）
と
な
り
巨
大
銀
行
の
絶
対
力
は
国
債
整
理
（
四
十
三

年
に
五
分
利
附
公
債
を
四
分
利
附
公
債
に
借
替
え
る
）
　
の
際
に
も
威
力
を
発
揮

し
、
シ
団
と
し
て
引
受
を
し
た
。
尚
銀
行
恐
慌
に
よ
っ
て
弱
小
銀
行
が
整

理
さ
れ
る
と
必
然
的
に
庶
民
金
融
機
関
と
し
て
の
郵
便
貯
金
の
意
義
は
大

と
な
っ
た
。事

　
　
業
　
　
畑
　
　
銀

　
之
を
要
す
る
に
（
一
）
明
治
中
期
で
は
国
民
の
個
人
の
資
本
蓄
積
力
は

極
め
て
貧
弱
で
あ
り
、
国
民
経
済
は
総
体
的
に
極
め
て
永
い
間
、
資
本
不

足
に
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
（
二
）
国
民
の
大
半
は
経
済
知
識
に
貧

困
で
近
代
的
経
済
組
織
へ
の
理
解
は
乏
し
く
、
（
三
）
我
国
の
資
本
制
経
済

の
後
進
性
か
ら
当
初
で
は
産
業
、
商
業
資
金
は
共
に
予
貯
金
の
範
囲
で
は

不
足
し
、
商
業
銀
行
は
中
央
銀
行
の
信
用
創
造
に
依
存
し
て
い
た
が
、
中

期
以
後
は
金
融
制
度
の
整
備
確
立
に
よ
り
予
金
銀
行
と
長
期
債
券
発
行
銀

行
と
の
機
能
的
区
別
が
明
ら
か
に
な
り
、
前
者
は
商
業
金
融
を
、
後
者
は

国
策
的
な
金
融
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
国
家
的
長
期
貸
付
金
融
機
関
と
し
て
の
初
期
の
勧
業
銀
行
は
明
治
中
期

の
恐
慌
に
際
し
て
救
済
融
資
を
政
府
の
命
令
の
下
に
行
い
、
そ
の
後
は
市

街
地
担
保
金
融
を
旭
嘉
す
る
不
動
産
銀
行
と
し
て
債
券
発
行
に
よ
り
資
金

を
調
達
し
、
日
本
興
業
銀
行
は
三
十
五
年
設
立
で
純
粋
な
重
工
業
部
門
へ

の
長
期
金
融
機
関
で
あ
り
、
産
業
資
本
主
義
興
隆
へ
向
う
日
本
資
本
主
義

の
推
進
の
強
力
な
役
割
を
演
じ
、
帝
国
主
義
段
階
で
も
尚
、
有
力
に
活
動

す
る
。
こ
の
際
は
対
外
資
本
輸
出
機
関
と
し
て
朝
鮮
銀
行
、
台
湾
銀
行
が

植
民
地
支
配
を
か
た
め
、
第
一
銀
行
、
特
に
横
浜
正
金
銀
行
は
為
替
専
門

金
融
機
関
と
し
て
世
界
の
主
要
地
に
店
舗
を
も
ち
日
本
の
対
外
投
資
の
直

接
的
担
当
者
と
し
て
の
活
動
に
の
み
従
っ
た
の
で
あ
る
。
（
紙
幅
の
都
合
上

諸
統
計
は
省
略
し
た
）
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第
六
十
二
回
　
（
昭
和
三
十
年
七
月
二
十
一
目
）

　
　
海
蓮
・
造
船
金
融
に
つ
い
て

神
戸
銀
行
調
査
部
長
　
　
武
　
　
本
　
　
清

　
戦
争
に
よ
っ
て
海
運
は
保
有
船
舶
の
量
よ
り
見
れ
ば
非
常
な
打
撃
を
う

け
、
戦
後
、
復
興
金
融
金
庫
に
よ
る
選
別
融
資
や
、
傾
斜
生
産
方
式
に
よ

る
重
点
融
資
や
見
返
資
金
に
よ
る
方
式
か
ら
最
近
の
開
発
銀
行
や
日
本
長

期
信
用
銀
行
等
に
よ
る
国
家
の
保
護
的
融
資
に
よ
り
保
有
船
舶
も
造
船
工

業
の
牛
歩
乍
ら
本
格
的
立
直
り
（
朝
鮮
動
乱
に
よ
る
特
需
ブ
ー
ム
の
も
た

ら
し
た
造
船
景
気
は
別
と
し
て
）
か
ら
戦
前
最
高
の
半
分
に
迄
漕
ぎ
つ
け

た
。
造
船
叢
の
遅
々
た
る
復
興
の
理
由
は

　
（
桶
）
　
船
舶
所
有
者
へ
の
戦
災
補
償
が
現
実
に
は
軍
部
取
消
し
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
が
抑
≧
海
運
部
門
の
自
営
は
最
近
迄
は
G
H
Q
に
よ
り
全

面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

　
（
二
）
　
計
画
造
船
が
国
家
施
策
の
基
本
線
で
あ
っ
た
こ
と
。

に
よ
る
が
現
在
は
第
十
一
次
造
船
に
入
っ
て
い
る
。
戦
後
の
計
画
造
船
は

第
一
次
一
第
四
次
は
中
小
型
船
舶
の
建
造
、
第
五
次
以
降
は
外
航
運
航
船

の
建
造
を
目
標
と
し
て
い
る
Q

　
こ
の
造
船
金
融
は
国
策
を
担
っ
て
い
る
の
で
国
家
資
金
が
璽
要
性
を
も

ち
見
返
資
金
、
開
銀
の
も
の
は
計
一
一
〇
〇
億
で
市
中
銀
行
は
一
〇
五
五

億
で
そ
の
比
は
第
四
次
迄
は
六
対
四
、
第
五
次
－
第
九
次
迄
は
五
対
五
、

七
次
、
八
次
は
朝
鮮
事
変
の
関
係
で
非
常
な
ブ
ー
ム
で
四
対
六
と
国
家
資

金
と
市
中
銀
行
は
主
客
そ
の
処
を
逆
に
し
第
十
次
は
九
対
一
と
圧
倒
的
に

国
家
資
金
で
賄
わ
れ
第
十
一
次
は
八
対
二
と
市
銀
の
力
は
弱
い
。

　
最
近
で
は
国
内
造
船
の
外
に
造
船
輸
出
（
一
〇
〇
万
ト
ン
）
が
表
面
化

し
て
来
て
い
る
。
過
去
は
リ
ン
ク
制
の
形
で
造
船
輸
出
が
行
わ
れ
て
い

た
が
今
日
で
は
正
常
化
の
方
向
を
と
っ
て
来
て
い
る
（
輸
出
船
の
採
算
は
ト

ン
当
り
二
二
〇
ド
ル
、
国
内
の
場
合
は
二
〇
〇
－
一
九
〇
ド
ル
程
度
で
あ
る
）
。

　
次
に
金
利
は
政
府
資
金
の
場
合
は
三
分
五
厘
、
市
中
銀
行
の
場
合
は
五

分
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
市
銀
は
五
分
で
は
採
算

が
と
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
一
般
貸
出
は
現
在
は
九
分
（
市
銀
は
日
歩
三
分
即

ち
一
割
一
分
迄
認
め
ら
れ
て
い
る
）
　
で
あ
る
か
ら
差
引
三
分
の
利
子
補
給
が

必
要
と
な
り
之
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
存
廃
を
め
ぐ
っ
て
議
論
は

百
出
し
て
い
る
。
叉
配
当
制
限
は
八
分
で
あ
る
。

　
輸
出
造
船
の
場
合
は
輸
出
入
銀
行
の
金
利
は
四
分
で
あ
る
が
建
造
代
金

の
受
取
は
契
約
と
同
時
に
一
｝
4
、
起
工
で
一
｝
4
、
進
水
で
一
一
4
、
竣
工
と

共
に
一
一
4
で
あ
る
（
上
の
場
合
は
計
画
造
船
で
あ
る
が
輸
出
船
の
時
は
そ
の
割
合

は
契
約
と
共
に
一
割
、
起
工
一
割
、
進
水
一
割
五
分
、
竣
工
一
割
五
分
、
延
払
五

割
と
さ
れ
て
い
る
）
Q

　
尚
、
海
運
業
の
現
況
を
見
る
な
ら
ば
、
　
一
九
五
五
年
八
月
以
降
運
賃
は

ア
メ
リ
カ
航
路
は
嘗
っ
て
六
ド
ル
を
割
っ
て
い
た
が
一
瞥
ド
ル
で
日
米
間

の
輸
送
ラ
イ
ン
（
小
麦
の
場
合
）
は
原
価
1
ぽ
お
冨
。
・
。
四
ド
ル
ニ
○
セ

ン
ト
、
運
賃
は
七
ド
ル
、
利
潤
！
。
冨
詳
窪
ぴ
舘
。
が
ニ
ド
ル
七
〇
セ
ン
ト

と
な
る
が
一
万
ト
ン
級
（
五
四
〇
万
ト
ン
）
の
場
合
、
利
潤
一
ド
ル
五
〇

セ
ン
ト
で
あ
る
の
で
今
迄
は
十
一
ケ
月
で
赤
字
が
約
六
〇
〇
〇
万
で
あ
る
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が
十
ニ
ド
ル
の
運
賃
で
計
算
す
れ
ば
窪
冨
冨
。
・
①
四
ド
ル
ニ
0
セ
ン
ト

畠
鐙
8
門
冨
ω
。
五
ド
ル
九
〇
セ
ン
ト
で
そ
の
差
益
は
一
ド
ル
七
〇
セ
ン
ト

と
な
り
六
三
〇
万
ト
ン
で
十
一
ケ
月
の
運
賃
赤
字
は
約
七
〇
〇
〇
万
と
な

る
。
輸
出
船
で
は
タ
ン
カ
ー
は
一
三
〇
ド
ル
、
貨
物
船
一
九
〇
ド
ル
で
あ

る
が
十
次
の
場
合
は
契
約
ト
ン
当
り
一
〇
万
円
、
原
価
七
万
円
で
あ
る
。

　
海
運
業
の
経
理
の
不
健
全
は
利
子
補
給
を
中
心
と
し
て
、
か
の
造
船
疑

獄
迄
発
展
し
た
が
そ
れ
は
借
入
金
の
尤
大
と
償
却
不
足
の
累
増
に
よ
る
も

の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
一
次
計
画
に
は
も
っ
と
リ
ア
ル
な
立
場
か
ら
の
理
解
が
墓
般
皿
と
な

る
こ
と
が
是
非
必
要
で
あ
る
。

　
紙
幅
の
都
合
上
参
考
統
計
資
料
は
す
べ
て
割
愛
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
　
田
　
記
）

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）

柴
田
銀
次
郎
…
騰
響
難
隆
研
究
所
長
．
肇
尾
部
門

川
田
富
久
雄
…
…
教
授
・
国
際
貿
易
部
門

佐

々

木
誠
治
…
…
助
教
授
。
海
事
経
済
部
門

藤
　
田
　
正
　
寛
…
…
助
手
・
国
際
金
融
部
門

片
　
野
　
彦
　
二
…
…
助
手
・
国
際
貿
易
部
門

山
　
本
　
泰
　
督
…
…
助
手
。
海
事
経
済
部
門
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REsuME

Transition　in　the　American　Commercial　Polieies

Th・pre・ent　p・per　i・an・tt・mpt　t・pre・ent・b・i・f・u・v・y・f　th・t・an・iti…fth・

f（）reign　commercial　policy　of　the　Unitcd　States．

The・fi・・t　p・・t・refe・・t・th・m・・t－fa・・red－n・ti・n・1・u・e　i・the　c・mm・・ci・l　trc・tir・

between　the　United　States　and　other　countries　an．d　dcscribes　how　and　why　the

United　Statcs　has　insisted　on　the　conditional　most・favored－nation　principle　since　l778

when　the　United　States　concluded　a　commerial　treaty　with　France，　excepting　the

Fordnev－McCumber　Tari仔Act　in　1922　whereby　the　non－conditional　most－favored一
　　　　　　げ

nation　treaties　were　concluded　with　Brazil　and　Germany．

　　In　the　sccond　part，　the　tariHD　policy　of　the　United　States　is　dealt　with　historically，

presenting　the　c三rcumstances　and　effects　of　cvery　tar豆ff　act　enacted　hitherto．　In　par－

ticulaナ、　relating　to　the　Hawlcy－Smoot　Tariff　Act，　the　circumstance　of　the　cnactment

and　its　repcrcussion　on　the　gencraHnternational　economic　and　political　relations　of

the　United　States　are　explaincd　in　detail．

　　In　the　last　part，　the　Reciprocal　Trade　Agrecment　Act　of　l934　and　its　effect　on　the

international　cconomy　are　treated．　As　the　result　of　the　agreements　with　many

countries　the　gradual　reductions　in　the　import　duties　havc　been　made，　and　now　the

average　rate　has　been　lo、vered　to　a　level　in　other　principal　countries　in　the　world．

　　But　a　qucstion　is　ra呈sed　among　the　other　countrics　why　the　United　Statcs　still　lcaves

the　l930　Tariff　Act　only　dormant　now　that　the　tariff　rate　has　been　lowered　generally

by　the　reciprocal　trade　agreernents，　and　they　entertain　misgivings　that　at　some　future

time　if　the　Trade　Agreement　Act　be　not　extended　by　the　Congress　through　a　parlia－

mentary　whimsicality　the　1930　Tariff　Act　would　rcvive　its　power　and　high　tariff　rate

would　become　ef琵ctive　again．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0麺ノiro　Shibαtα

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・・f・∬・r伽δエ）i・・ct・r　・f　th・Re・eακん傭溜・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／・rE・・n・n・ic・　and　Bu・ine・S　Administ・α伽・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K・b・University

　　　　　　　　　　　　　A　Study　on　the　Economic　Deyelopment　of　Argentina

　The　economic　development　of　Argentina　sipce　the　last　quarter　of　the　nineteenth

century　may　be　divided　by　the　world　crisis　of　1930’s　into　two　periods．　The　first　is　the

period　of　outward　growth，　while　the　second　is　the　period　of　inward　growth．

　　During　the　first　period，　Argentina　made　tapid　progress　in　every　field　of　economic

activities．　The　rapid　expansion　of　railways　made　the　fertile　land　accessible，　where

large　numbers　of　immigrants　developed　agriculture，　increasing　exports　rapidly．　The

inflow　of　foreign　capital　was　also　remarkable．　Thus　an　undeveloped　pastral　com－

munity　was　transformed　into　an　important　agricultural　country．
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　　This　rapid　rate　of　growth，　however，　tended　to　slow　doNNTn　befbre　the　world　crisis，

and　a．｛ter　the　great　depression　the　stagnation　set　in．　During　the　1930’s，　exports　showed

a　diminishing　trend　for　the　first　time．　The　terms　of　trade　turned　unfavourable．　The

capacity　to　import　declined．　The　inflow　of　foreign　capital　decreased　considerably．

A　policy　of　industrialization　was　adopted　in　order　to　maintain　the　equilibrium　in　the

balnace　of　payments．　The　industrialization　of　Argentina，　which　became　evident　at

the　end　of　the　1930’s，　continued　to　advance　during　the　Second　World　War．

　　The　development　programs　which　have　been　put　into　practice　since　the　end　of

the　Second　World　War　took　up　industrialization　as　one　of　the　chief　objectives．　There

are，　however，　many　difficult　problems　standing　in　the　way　of　industrial　development．

One　of　the　most　diMcult　problems　is　the　shortage　of　fuel　and　power．　Domestic　pro－

duction　of　coal　is　negligible，　（about　120，000　tons　in　1953）．　Petroleum　produced　in　the

country　amounting　to　3　million　tons　annually　is　only　su伍cient　to　meet　300r　40％of

the　total　demand．　The　hydro－electricity　production　is　only　less　than　10％　in　the　total

production　of　electricity．　More　than　90％　of　electricity　is　supplied　by　the　thermo－

electric　plants　consuming　imported　fuels．

　　It　is　also　noteworthy　that　the　ambitious　investment　program　for　industrialization

皿ay　be　one　of　the　chicf　causes　of　the　present　inHation　and　the　disequilibrium　in　the

international　balance　of　payments　in　Argentina．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fuk砿。　Kdwα彦α

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・・）fe…rげ」吻’nati・’・αロ｝・♂・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（0ゐθU｝ziversiりr

A　Study　on　the　Several　Groups　of　the　“　Shagaisen　”

　　　　（Tramps）　and　Their　Development　in　Japan

（1）

　　Since　1884　when　the　Osaka　Shosen　Kaisha　was　established，　and　1885　when　the

Mitsubishi　Kaisha　and　the　Kyodo－unyu　Kaisha　merged　themselves　and　started

a　company　under　the　new　name，　“Nippon　Yusen　Kaisha”，　the　Japanese　shipping

industry，　especia！ly　the　steamer－companies，　have　begun　their　progress　toward　the

present　prosperity．　The　N．　Y．　K．　and　the　O．　S．　K．　enjoyed　the　exclusive　support　and

financial　’aid　of　the　Japanese　Government　and　came　to　be　ranked　at　the　highest

among　all　the　firms　engaged　in　the　shipping　industry．　ln　the　ordinary　books　of

history　of　the　Japanese　shipping，　the　development　of　these　two　companies　are　de－

scribed　as　the　development　ofJapanese　shipping．　However，　there　were　already　many

other　shipping　firms　when　these　two　companies　came　into　existence，　and　they　increased

in　number　and　enlarged　their　scales　in　the　succeeding　years．　Arround　the　25th　year

of　Meiji　（1892），　the　vessels　of　the　two　aforesaid　companies　came　to　be　called　“　Shasen　”，

and　the　vessels　owned　by　these　other　firms　were　called　“　Shagaisen　”．　Although　the

strength　of　their　business　is　apt　to　be　underestimated，　the　“　Shagaisen　1’　as　a　whole　was
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indeed　powerful　and　important．　They　actually　contributed　to　the　development　of

Japanese　shipping，　and　exercised　a　great　influences　ih　its　development．　And　above

all，　their　characteristic　process　of　growth　is　worth　studying．

　　Firstly　it　must　be　recognized　that　from　the　Middle　of　the　Meiji　era　to　the　Second

World　War　there　had　been　a　privileged　class　represented　by　the　N．　Y．　1〈．　and　the

O．　S．　K．　on　the　one　side　and　a　non－privileged　class　represented　by　many　owners　of

the　“Shagaisen”　on　the　other，　and　the　competition　between　these　two　classes　had

always　been　the　motivating　power　in　the　progress　of　Japanese　shipping　all　through

this　period．　Secondly，　it　must　be　emphasized　that　the　“　Shagaisen　”　developed　them－

selves　under　this　competitive　process　from　private　carrier　to　common　（or　public）

carrier，　which　was　quite　a　natural　progress　for　the　modern　shipping　industry．　ln

this　article　the　writer　will　chiefly　try　to　consider　the　development　of　the　“　Shagaisen　”

from　the　latter　standpoint．

　　The　“　Shagaisen　”　or．their　owners　were　actually　composed　of　several　groups．　ln　the

writer’s　opinion，　they　were　composed　of　eight　groups　as　：一

　　1）　Kitamaesen　Group．

　　2）　Higaki　and　Taru　Kaisen　Group．

　　3）　Kyusha　and　Setouchi　Group．’

　4）　K狐to　Group．（including　Hokkaido）

　　5）　Zaibatsu　Shosha　Group．　（the　family　trade　combines）

　　6）　General　Traders　Group．

　　7）　Public　（or　Common）　Carrier　Group．

　　8）　Others．

　　The　writer　selects　some　outstanding　members，　out　of　1）　2）　and　5）　groups，　and　con－

siders　their　beginnings　and　developments　in　the　follQwing　manner　：一

（　2　）　Kitamaesen　Group

　　From　arround　1818，　Kitamaesen　group　started　their　business　by　engaging　in　the

service　of　transporting　the　marine　products　from　Hokkaido　to　the　Hokuriku　area　and

then　they　furthered　their　service　to　the　transportation　of　rice　from　Hokuriku　to　the

Osaka　area．　The　Kitamaesen　had　been　one　of　the　most　outstanding　shipping－interests

in　the　early　days　and　they　took　the　leadership　in　the　development　of　Shagaisen

together　with　the　shipping　department　of　the　Mitsui　Bussan　Kaisha．　The　owners　of

the　Kitamaesen　group　have　used　the　stearnship　prior　to　the　owners　of　the　Taru　and

Higaki　Kaisen　group，　which　started　historically　earlier　than　Kitamaesen　and　showed

themselves　pioneer　of　the　most　important　development　一　the　first　liner　business　in

this　country　一　in　the　feudalistic　economy，　and　excelled　the　latter　in　number　of　the

steamers．　Chief　members　in　this　group　were　Nisaburo　Hiroumi，　Shichihei　Ooya，

Yasaburo　Hamanaka，　Gonsaemon　Ukon，　Michihisa　Baba，　etc．

　　　　　　The　writer　will　explain　in　this　article　only　how　these　ship－owners，　of　Kitamae－

sen　origin，　came　to　utilize　the　steamers　and　will　not　have　space　to　treat　their　activity
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and　development　any　further，　for　it　will　be　more　exactly　described　in　succeeding

article．

　　（　3　）　Taru　and　Higaki　Kaisen　Group

　　The　development　of　the　steamship　companies，　which　were　led　by　the　N．　Y．　K．，　gave

a　great　impetus　immediately　and　directly　to　the　owners　of　the　sailing－vessels，　especially

to　the　descendants　of　the　Taru　and　Higaki　Kaisen，　which　had　long　served　in　the　route

from　Tokyo　and　Yokohama　to　Osaka　and　Kobe．　ln　their　transition　from　the　old

“Yamatobune”　（Japanese　type　sailing－vessels）　to　the　modern　western　type　sailing

vessels，　they　had　somewhat　changed　’　their　business　structure　from　a　private　carrier　to

a　semi－common　carrier，　as　well　as　in　the　further　progress　from　sailing　vessels　to

steamers．　But　on　the　other　hand　these　old　shipowners　stuck　to　their　tradition　and

“good　will，”　and　still　continued　to　use　the　sailing－vessels．　Even　when　some　of　them

began　to　use　the　steamers，　they　were　engaged　chiefly　in　the　transportation　of　their

own　cargos　（“Sake”一Japanese　wine　in　Taru　Kaisen）．　“Dainippon　Domei　Fuhansen

Kumiai　”　and　“　Nada　Seiko　Kaisha　”，　which　were　established　as　the　passive　method　of

self－protection　against　the　invasion　of　the　steamers，　were　the　typical　examples　of

the　owners　who　persisted　to　use　the　sailing－vessels　and　“　Sesshu　Nada　Shuka　Kogyo

Kaisha　”　（established　in　1888）　was　the　outstanding　firm　which　carried　“　Sake　”　and

other　private　cargos　by　their　newly　adopted　steamers．

　　“　Sesshu　Nada　Kogyo　Kaisha　”　（the　above　mentioned　“　Sesshu　Nada　Shuka　Kogyo

Kaisha　”　changed　its　name　one　year　later）　and　“　Nada　Seiko　Kaisha　”　united　them－

selves　and　started　a　company　under　the　name　of　“　Settsu　Kogyo　Kaisha　”　in　1897　and

further　changed　its　name　to　“　Tatsuma　Shokai　”　in　1903　qnd　to　“　Tatsuma　Kisen　Goshi

Kaisha”　in　1910．　ln　this　process　their　business　gradually　developed　toward　the．

common　carrier．　The　present　“　Shin　Nihon　Kisen　Kaisha”　is　their　descendant．

　　（　4　）　The　Shipping　department　of　the　Mitsui　Bussan　Kaisha

　　The　vessels，　owned　either　by　Mitsui　or　Mitsubishi，　were　sometimes　called　the

’‘ iogaisen　”　which　means　the　neutral　position　between　“　Shasen　”　and　“　Shagaisen　”．

However，　the　“　Shipping　Department　of　the　Mitsui　Bussan　Kaisha”　was　in　eVery

sense　the　center　of　Shagaisen　circle．　lt　took　the　most　important　leadership　in　the

development　of　the　Shagaisen　and　exercised　a　great　influence　on　their　growth，　so　that

it　was　distinctly　recognized　as　“　Shagaisen　”　in　the　latter　period．　And　in　the　process

of　their　progress　the　Mitsui　shipping　developed　from　private　carrier　to　common

carrier．　Since　the　reopening　of　the　world　wide　liner　services　of　the　Japanese　shipping

after　the　world　war　II，　the　discussion　has　arisen　as　to　whether　or　not　the　“Mitsui

Steamship　Company　”　is　an　industrial　carrier．　But　after　the　analysis　of　its　historical

progress，　it　will　be　well　understood，　that　the　Mitsui　Line　had　no　longer　remained　as

a　private　or　industrial　carrier．　ln　this　short　essay，　the　writer　will　only　endeavor　to

indicate　with　suMcient　evidences　how　did　the　Shipping　Department　of　the　Mitsui
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Bussan　Kaisha　progress　toward　“semi－common　carrier”　right　at　the　end　of　World

War　1．

　　　　　　　　Seili　Sasaki

Assistant　Professor　of　Marine　Economics

　　　　　　　l〈obe　lfniversiりt

The　Banking　System　in　Argentina

　　The　countries　of　Latin　America　as　underdeveloped　countries　inherited　their　first

monetary　system　from　the　former　Spanish　admi，nistration，　gold　and　silver　moneys

circulated　side　by　side，　with　the　diMculties　inherent　in　a　bimetallic　standard　（so　to

speak，　the　double　currency）　until　the　end　of　the　first　half　of　the　nineteenth　century．

After　1873，　silver　metal　declined　sharply　in　value，　and　most　Latin　American　countries

gradually　discarded　bimetallism　in　favor　of　the　gold　standard．　Under　both　regimes，

the　regulation　of　the　money　supply　was　left，　at　least　in　principle，　to　the　automatic

mechanisms　ag．　sociated　with　the　operations　of　national　mints．

　　On　the　other　hand，　there　developed，　especially　in　the　second　half　of　the　nineteenth

century，　a　fiduciary　circulation　in　the　forrn一　of　bank　deposits　and　paper　money，　the

latter　was　issued　either　by　the　treasury　or　by　private　banking　institutions　and　would，

in　ti．mes　of　diMculty，　be　granted　the　privilege　of　inconvertibility．　Such　periods　of

ipconvertible　paper　rnoney　usually　ended　with　the　institution　of　an　exchange　oMce

　　　－cal’a，　ofieina，　fond，　or　junta　de　conveptsion　or　de　cambios．　’

　　In　favourable　years，　the　exchange　oMce　followed　the　rules　of　the　game　religiously

and　expanded　the　domestic　money　supply　through　the　purchase　of　foreign　exchange

balances．　ln　an　inflationary　situation，　the　balance　of　payments　would　become

strongly　unfavorable，　and　ensuing　sales　of　foreign　exchange　by　the　office　would　with－

draw　local　currency　from　the　public，　enforcing　a　sharp　deflation　in　monetary　circu－

lation．

　　However，　the　breaking　point　would　then　be　reached，　and　the　pressure　of　public

opinion　or　of　special　groups，　coupled　with　insuMcient　reserves　in　the　exchange　oMce，

would　lead　to　suspension　of　the　system　and　a　return　to　inconvertible　paper．

　　Thus，　the　rigidity　of　the　exchange　oflice　system　of　currency　management　finally　led

to　its　decline　and　to　the　adoption　of　central　banking　throughout　most　ofLatin　Ameri－

ca．　The　central　banks　of　Laitn　America，　however，　present　the　most　diverse　pattern

from　country　to　country，　far　more　diverse　than　is　the　case，　for　example，　on　the　Euro－

pean　contlnent．

　　We　may　ciassify　four　types　on　their　remarkable　character．

　　（a）　The　discount　banks：　Bolivia，　Chile，　Colombia，　Ecuador，　Peru，　El　Salvador，

　　　Venezuela．

　　（b）　Modern　central　banks　：　Argentina，　Mexico．

　　（　c　）　The　all－purpose　banks　：　Guatemala，　Paraguay，　Haiti，　Uruguay，　Costa　Rica，
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　　　Nicaragua．

　　（d）　Absence　of　central　banking：Brazi1，　Cuba，　Panama，　Dominican，　Honduras．

　　In　Argentina，　therc　were　many　f（）rcign　banks　since　the　days　of　Spanlsh　dependency，

and　remarkable　was　the　Angro－Americall　capital　export　or　imperialistic　capitaI
　　　　　　　　　　　　　　　コ

1nvaslon．

　　But，　the　Argentine　lcgislation　was　prepared　by　Sir　Otto　Niemeyer　of　the　Bank　of

England，　whose　draft　was　adopted　in　l935　with　relatively　few　modi丘cations（it　rc－

maines　true　to　tradition　and　is　evcn　stricter　than　Kemmerer　laws　in　outstanding

direct　relations　with　the　public）and　the　central　Bank　of　Argcntina　was　establishcd　in

1935　by　the　law　of　the　centr．al　Bank．

　　After　a　few　modifications　on　the　institutional　points，　the　central　Bank　of　Argentina

was　reorganized　and　started　in　1946　as　a　modern　central　bank　and　as　one　plan　of　the

powerfully　controlled　policies　of　Per6n　dictatorship．　Its　featurs　existcd　in　its　strong

nationalistic　colour　　the　Governer　of　this　bank　is　the　minister　of　Financc．

　　The　Argentina　GoveMmet　intends　to　establish　the　moderll　nation　by　perf（）rming

the　first　and　second丘ve　year　econom五。　plans．　Thus，　nationalism　on　thc　economic

policy　is　strong　above　all，　in　the　molley　and　banking　system．

　The　Socialization　or　Nationalization　of　banking　system　must　be　a　hcavy　task　f（）r

this　country．

　In　this　article，　we　attempt　to　study　the　banking　system　by　the　f（）llowing　plan．
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Argentina　as　an　underdeveエoped　country，

The　process　of　establishment　and　development　of　banking　in　Argentina．

The　Central　Bank　of　Argentina．

The　lndustrial　Credit　Bank　and　other　national　specialized　bank．

Concluding　notes．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　F“jita

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　in　Jnternatiortal　Fina・nce　Section

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　lfniversity

International　Diyision　of　Labor　and　lnternational　Exchange

　In　this　article，　the　author　attempts　（1）　to　show　how　fallacious　is　the　international

trade　theory　based　upon　the　preference　theory，　（2）　to　reconstruct　the　international

trade　theory　based　on　the　labor　theory　of　value　for　the　restoration　of　the　fault，　and

（3）　to　find　the　significances　of　the　international　trade　theory　based　on　the　labor

theory　of　value．

’　1．　The　preference　theory，　in　the　broadest　sense，　is　the　one　which　investigates　the

most　effective　way　to　reach　at　some　particular　ends　under　constant　conditions．

However｝　this　theory　is　a　formal　logic　in　the　sence　that　this　does　not　investigate　all

contents　of　the　conditions　and　ends．　And　this　is　decidedly　a　subjective　theory，　because

this　・gives　us　some　objective　conclusions　about　some　objectives　in　spite　of　the　fact　that

this　theory　deals　only　with　the　way　to　prefer　the　best　instruments　to　reach　at　some
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particular　ends　under　constant　conditions．　On　these　grounds，　the　logic　of　the　pre－

ference　theory　is　unscientific．

　　Aside　from　such　a　unscientific　phase　of　the　international　trade　theory’based　on　the

preference　theory，　this　theory　has　a　fatal　defect，　which　is　about　existent　condition　of

the　international　trade．　lnternational　trade　is　caused　only　by　some　difference　of

comparative　costs　among　several　countries．　However，　in　the　international　trade

theory　based　on　the　preference　theory　since　Viner－Harberler，　the　unit　of　measurement

of　the　cost　is　not　equal．　And　present－day　representatiye　difference　of　comparative

costs　is，　in　most　cases，　diflrerence　of　relative　prices．　This，is　not　correct．　Because　differ－

ence　of　relative　prices　is　zero　in　the　equilibrium．　ln　the　equilibrium，　the　existence　of

international　trade　can　not　be　proved　theoretically．　What　should　we　do　to　overcome

such　a　paradox？　We　must　solve　this　paradox　by　reconstructing　the　international

trade　theory　based　on　the　labor　theory　of　value　going　back　to　pre－Viner－Harberler

tradition．

　　2．　As　the　labor　theory　of　value　is　always　developed　in　close　connection　with　the

reptoduction　processes　of　society，　this　theory　is　not　off　the　foundation　like　the　prefer－

ence　theory，　and　is　scientific．

　　The　international　trade　theory　based　on　the　labor　theory　of　value　must　be　started

from　the　theory　of　value．　Values　of　all　goods　in　each　countries　are　measured　by　the

socially　necessary　labor　in　each　country，　and　are　decided　by　the　conditions　of　pro－

duction　in　some　specialized　industries　in　each　country．　These　values　are　transformed

into　prices．　These　prices　are　relative　values　based　on　the　value　of　money　goods，

which　is　called　“price　in　value”．　However，　ac，tual　prices　differ　from　the　prices　in

value．

　　Next，　in　what　way　is　the　international　value　mechanism　produced？　Only　the　price

in　value　in　international　relations　may　be　taken　up，　because　the　socially　necessary

labors　are　qua！itatively　different　in　each　country．　Such　an　international　price　in

value　is　decided　by　tbe　mutual　demand　through　a　material　reproduction　processes　in

each　country．　Contrarily，　an　international　price　is　decided　by　the　mutual　demand

through　exchanges　to　be　mediated　by　money．

　　On　what　foundation　do　these　international　price　in　value　and　international　price

formulate？　lt　is　obvious　that　the　difference　of　comparative　cost　opens　an　inter－

national　trade．　The　difference　of　prices　in　value　must　be　taken　as　a　difference　of

comparative　cost．　ln　this　case，　when　an　international　trade　reaches　an　equilibrium

and　a　difference　of　relative　prices　is　eliminated，　there　may　still　be　a　constant　differ－

ence　of　prices　in　value　so　far　as　all　conditions　of　production　in　each　country　are

constant．　Therefore，　the　paradox　in　the　international　trade　theory　based　on　the

preference　theory　may　be　overcome　by　the　international　trade　theory　based　on　the

labor　theory　of　value．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彫砺‘Kα伽・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AssiStant　in乃tiθrnαtionaZ　Tr・α（le　Section

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　lfniversiり’
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p．　29－39

p．　45－55

p．　13－27

p．　29－41

p．　23－31

　　　　　　　　　　　　　　　4－4　（1955．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　43－63

（座談会）最近の国際経済学界の展望

　山田勇，青山秀夫，水谷一雄，坂本彌三郎，

　舘稔，赤松要
　季刊葦里論経済学　　5一％　（1955．3）　p．164－189

国民経濱と世界経済
　副島馬益男　松商論叢（松商短大）

　　　　　　　　　　　　2　（1955．3）　p．1－14

多角貿易乗数について　一ドイヅ経済の復興に

　関連して一
　赤松　要　　一橋論叢i　33－4（1955．4）　p．1－11

英米国際経済学の潮洗

　小島　清　国際経済　6（1955．5）p，79－192

貿易の経済効果

　藤井　茂　国際経済　6（1955．5）p，33－48

輸出入成長率についての断想

　入江猪太郎　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　91－5　（1955．5）　p．34－51

経済拡大と外国貿易
　金森久雄i経済評論　5－5（1955．5）p．5－11

イギリス東インド会社（1657－1708年），その機

　構の展開と貿易の発展一「英，印貿易小史」

　前期，第二期
　阪部長二郎　経済学年報（大阪市大）

　　　　　　　　　　　5　（1955．5）　p．79－221

日本貿易の構造

　吉村　正晴　経済評論

　　　　　　　　　5－5　（1955．5）　p．115－127

同本経済の長期動態と貿易理論

　篠原三代平国際経済　6（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　60－78

植民期アメリカ毛織工業と英国重商主義との関

　係について

　豊原　治郎　大分大学経済論集

　　　　　　　　　　7－1　（1955．6）　p．59－85

貿易構造中心点の変遷

　調査時報（富士銀行）88（1955．7）　p．4－20
A　short　history　of　Arnbergris　by　the　Arabs

　and　Chinese　in　the　lndian　Ocean．（竜灘

　香を通じて見たアラビア入と中国人のインド
　洋における通商史的研究）

　山田憲太郎　商経学叢（近畿大）

　　　　　　　　　　　4－1　（1955．7）　p．1－26

戦後インドの輸入需要

　川田富久雄　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　92－1　（1955．7）　p．67－70

日本経済の発展と輸入依存度の推移（上）（下）

　吉岡　雄ト
　　　　　外国為替　124（1955・8・15）P・9－11

　　　　　　　　　　125　（1955．9．1）　p．13－15

最近に於ける日米貿易業態について（1）

　原　　猛雄　同志社商学　7－3（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－22

リカァドオ山回の体系の一駒として見たる外国

　貿易論の一解釈
　中村　一一一kff六甲台論集（神戸大）

　　　　　　　　　　　1－3　（1955．8）　p．1－15

　　　　　　2．貿　易　政　策
アメリカ植民地に於ける航海条例以前のイギリ

　ス貿易政策
　岡本　広作　商経学叢（近畿大）

　　　　　　　　　　4－1　（1955．7）　p．127－151

ハミルトン’とリスト

　策一

　松浦　茂治

後進国における貿易政

国際経済　5（1954．8）
p．　60－80

ダンピングについて
平岡謹之助　同志社商学　6－4（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　85一一102

各国におけるプラント輸出助成策の現状

　投資月報（日興証券）7－9（1955．9）p．27－38

戦前のリンク制と戦後のリンク制の異同
　申出　省三　神戸貿易（神戸貿易協会）

　　　　　　　　　　　　46　（1954．8）　p．2－8

正常貿易と特殊貿易　一輸出入リンク制度の浴

　：革と戦後における復活及びその発展を中心と

　して一
　中井省三神戸外大論叢5－3（1954．　9）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　61－128

輸入の許可前引取制度の意義とその沿革につい

　て

一一　2　一一



　税関調査月報（大藏省）7－11（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－6
我国の双務主義貿易の一考察　一心ーープン勘定

　方式について一
　東京銀行月報　7－1（1955．1）　　　P．17－40

双務主義貿易論（1）（2）（3）

　森本清文，小川治男
　　　　外国為替　124（1955．8．15）　p．19－21

　　　　　　　　　125　（1955．9．1）　p．19－21

　　　　　　　　126　（1955．9．15）　p．

日本の貿易政策と貿易産業

　加藤　廉平　名城商学（名城大）

　　　　　　　　　　　4－3　（1955．3）　p．1－22

資本蓄積と輸出促進のための税制の役割につい

　て
　大倉　真隆　財政経済弘報　493（1955。3．14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－5
輸出の振興と租税措置について

　谷川　寛三　会計　67－5（1955．5）　p．67－87

アメリカ関税政策の動向

　田中　喜助　早稲田商学　111（1954．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　91－105

互恵通商法とその延長の意義

　調査時報（富士銀行）77（1954．8）p．33－44

アメリカ貿易政策の基調としての互恵通商協定

　柴田銀次郎　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　91－1　（1955．1）　p．1－14

アメリカ合衆国における関税政策と保護貿易論
　（上）（下）

　税関調査月報（大山省）

　　　　　　　　　7－12　（1954．12）　p．1－21

　　　　　　　　　8－1　（1955．1）　p．1－22

アメリカ通商政策の動き

　東京銀行月報　7－2（1955，2）　　　　p。4－10

アメリカにおける互恵。自由貿易主義の基調と

　その限界
　経済’庸勢　（三嚢菱i経研）　　308　（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　25－38
アメリカの貿易政策とガット

　吉田道夫国民経済雑誌（神戸大）
　　　　　　　　　916　（1955．5）　p．67－70

混迷する米国対外通商政策
　エコノミスト　　33－19　（1955．5，7）　　　p．28－32

米国の1955年通商協定延長法について
　税関調査，月報　8－6（1955．7）　　　p．28－38

アメリカ互恵通商法の延長
　世界週幸長　35－19　（1955．7．1）　　　　　　P．62－71

法律案から見た米国対外通商政策の行：方

　貿易と関税3－8（1955．8）　　　　P．19－20

ソ連貿易政策

　松井英一　ソ連研究　3－9（1954－9）p．4－15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3

人民民主主義国家における外国貿易補給金の諸

　問題　（ドイツの「Der　Aussenhandel　mit

　Aussenhandelsnachrichten］　Berlin　1954．

　3．2．所収）

　ハンス・シュトP一ベノレ
　　　　　経済評論　3－9（1954．9）p．96－107

イタリアの輸出振興策の概要
　経済と外交　176（1954．8．9）　　　　P．1－3

関税の輸出入に及ぼす効果
　調査月報（大蔵省）　44－2（1955．2）　p．1－13

中小企業における保税工場制度利用の実態につ

　いて
　税関調査月報　　7－10　（1954。10）　　　　　　p，1－6

税関における担保の種類と金額について

　税関調査月報（大凶省）8－2（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　12－17

関税効果の分析

　海老沢道進外国為替　116（1955．4．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20－23

各国の輸入関税率等に関する要望調査

　経済資料（経済団体連合会）145（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－47

「原産地」の解釈について
　税関言周査月報　　8－5　（1955．6）　　　　　　　p．　．1－7

税関関係諸条約の変遷について（4）（5）（6）

　税関調査月報（大藏省）

　　　　　　　　　　8－2　（1955．2）　p．18－23

　　　　　　　　　　8－4　（1955．5）　p．19－27

　　　　　　　　　　8－5　（1955．6）　p．8－18

　　　　　　3・貿　易　統　計
R．G．D．アレン，　J．エドワード・エリー共編「国

　際貿易統計」第一部第八章訳

　国家の（貿易）統計の刊行とその利用
　税関調査月報（大畑省）　7－11（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　7－23

貿易の数量指数と価格指数
　R．G．　D．アレン　税関調査月報（大蔵省）

　　　　　　　　　　8－1　（1955．1）　p．23－39

大蔵省の新貿易数量指数（試算）
　東洋経済統計，月報　15－3（1955．3）　p．9－11

　　　　　　4．世　界　貿　易
世界貿易憲章の生成（続）

　大鳥居蕃松山商大論叢4－St4（1953。12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　67－86

国際経済同盟形成の政策原理（上）（中）（下）

　永森　正治　富山大学紀要経済部論集

　　　　　　　　　　　4　（1954．8）　p．1－12

　　　　　　　　　　　5　（1955．1）　p．71－82

　　　　　　　　　　　6　（1955．3）　p．33－44

国際商品協定に寄せて

　駒井　秀次世界経済　9－10（1954。11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　28－36
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hncoterms　1953　”について

　橋本　英三　名城商学（名城大）

　　　　　　　　　4一］／2　（1955．1）　p．89－105

C・1・F・Termsの新国際規則の研究　一．一国際

　商業会議所制定「1953年インコタームス」に

　拠る

　上坂酉三　早稲田商学116（1955．5）p．1－28

1953年の国際貿易（ガット事務局の第2回年次
　報告書）　　　　　　　　　　　　E
　税関調査月幸艮　7－7　（1954。7）　　　　　　p．8－13

1952年の世界貿易網と最近の貿易動向（Board
　of　Trade　Journal，　May　29，1954訳）．

　調査月報（大蔵省）43－7（1954．7）p．92－101

自由貿易政策促進に関する諸問題一ITOと
　GATTを中心として一
　福田　省三　経済論集（大分大）

　　　　　　　　　　　6－2　（1954．9）　p．1－33

岐路に立つ貿易自由化一EPUの輸入自由化を
　巾心として一
　片山　　爾民二　　通商産業研究　　2－10　（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　52－57

’ドル不足と農業貿易

　逸見　謙三　農業総合研究（農業総合研究所）

　　　　　　　　　　8－4　（1954．10）　p．1－44

社会主義経済と外国市場

　ヴェ・ペー，ディヤチェンコ
　経済評論　　　　3－10（1954．10）p．106－109

世界市場と経済の軍事化
　小椋　広勝　経済評論　3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　27－40

アメリカ麦配の崩壊と国際市場

　神野璋一郎経済評論3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　41－51

米国の景気後退と世界貿易への影響

　片山謙ニ　エコノミスト
　　　　　　　32－47　（1954．　11．　20）　’p．　IL3－16

世界貿易の構造変動と国際牧麦

　阿部　統エコノミスト
　　　　　　　32－47・　（1954．　11．　20）　p．　16－19

単一国際市場の復活をめざす斗争の諸問題によ
　せて（「外国貿易」誌1954年30。31．32号所収）

　ジーグフリー｝・ヴェンガー
　経済評論　　　　　　4－1　（1955．1）　　p．116－126

全般的危機第二段階の理論的諸問題　1．「平和

　的共存」の基本問題と単一世界市場復活への
　展望　皿．単一一・世界市場の崩壊と全般的危機

　の深化
　内田穰吉，岡崎太郎他　経済評論

　　　　　　　　　　4－1　（1955．1）　p．2－110

西欧貿易の現状と問題点
　経i済月報（三和銀行）　217（1955，　1）　p．　1－9

プラント輸出における国際競争

　鈴木順之助　世界経済　10－2（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　30－36

農・鉱産物の市場不安是性とその対策

　川田窮久雄　国民経済雑誌（神戸大）
　　　　　　　　　　91－3　（1955．3）　p．69－73

世界貿易の構造的変化と方向
　功力喜久男世界経済　10－4（1955．4）p．1－9

新市場をめぐる国際競争
　藤井　正夫世界程済　10－4（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　26－38

西欧における貿易自由化の進展とその限界

　坂内　富雄世界経済　10－4（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－17

ガット1953年報告（上）（下）

　世界三固報　　35－32　（1954．11．11）　　　　p．48－58

　　　　　　35－33　（1954．　11．　21）　p．　50－59

ガットをめぐる世界の動き
　エコノミスト　32－43（1954．　10．23）p．42－44

最：近のガット間題

　石丸　忠富世界経済　9－10（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　19－27

ガットの鋤向と日本の立場
　エコノミス1・　33－10（1955．3．5）　p．16－19

新ガッ1・規定全丈（英，日全丈）1

　税関調査月報8－3唱（1955。4）　　　p．5－101

ガット第9回締約国団会議の概観
　税関調査月報8－4（1955．5）　　　　p。　4－9

ガットの規約改正とその肩書点

　片桐　良雄経団連月報3－5（1955．5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　52－5rJ

ガットとはどういうものか

　第一銀行調査月報　7－5（1955．5）　p．25－33

日本国のガット正式加入に関する「決定」及び
　　「議定書」について
　税関言周査月報　　8－6　（1955．7）　　　　　　　p，1－17

ガット正式加入について

　小林　茂人　税経通信　10－8（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20－26

ガットの運営と改正について
　調査月報（日本銀行）　（1955．8）　　p．31－99

貿易の自由化とガットの役割
　赤蔽ミ　　要　貿易と関税　3－9（1955．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　12－13

　　　　　　5．東　西　貿　易
東西貿易への新しい道一英国はどう見ている
　か・一

　ノミーづ一一1ご。　｝ノレーーマン’

　エコノミスト　32－29（1954．7．17）p．12－14

．最近の東西貿易（Bulletin　of　the　Oxford
　Univ．　lnst．　of　Statistics．　Vol．　15　no．　2，　3）

　A．Maddison　調査月報（大蔵省）
　　　　　　　　　　43－8　（1954－8）　p．78一一89

．・4　一一



　エコノミスト　33－2（1955．1．8）

二つの体制問の貿易関係について
　森田　桐郎　経済論叢（京都大）

動き出した東西貿易
　エコノ　ミスト　　32－32　（1954．8．7）　　　p．24－30

東西貿易と日本

　野々村一雄改造35－10（1954．10）p。143－153

西独における東西貿易論

　山本　登エコノミスト
　　　　　　　32－42　（1954．10．16）　p．11－13

経済活動の社会的諸前提　一対共産圏貿易の将
　来［生一

　金子　弘経済学論究（関学大）
　　　　　　　　　8－3　（1954．10）　p．115－150

平和的共存と貿易
　松井　清　改造　35－11（1954．11）p．88－96

東西貿易の現段階
　池田　穎昭　経済評論　3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　92－98

明暗交錯する対共産圏貿易

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20－29

75－2　（1955．2）　p．19－38

東西貿易をめぐる最近の動き
　東京銀行月報　7－3（1955．3）

東西諸国間の貿易協定の特徴
　アジア経済旬報（中国研究所）

平和共存と東西貿易

　原和男　世界経済
ソ連圏の経済実力と東西貿易

　エコノミス〉
アメリカの農業恐慌と東西貿易

　チャーノレズ・J・クー

　　　　　経済評論
東西貿易の背景とその動向

東西貿易の商品別構成

　エコノミス｝
東西貿易の新段階
　経済評論　4－9（1955．9）

　世界週報35－19（1954．7．1）

　（1954年上期）（上）（下）

　世界週報36－4（1955．2．1）

　　　　　36－5　（1955．2．11）

　　　　　　6．各国貿易事情
　　　　　　　（日　　　本）
明治十年代の内国貿易（2）（3完）

　山ロ　和雄

p．　9－28

　　　　248　（1955．4）

　　　　　　　p．　9－28

10－4　（1955．　4）　p．18－25

33－17　（1955．4．23）　p．25－27

5－5　（1955．5）　p．73－80

経i済】1県勢　（三菱廃園）311　（1955．8）　p．40－47

　　　　　　　　　－ECE報告より一
　　　　　　33－34　（1955．8．20）　p．52－53

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　113－117

バトノレ法堂4次報告（1953年下半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　44－56

バトル法に関する第五回報告（スタッセy報告）

p．　50－62

p．　62－68

　　　　　　経済学研究（北海道大）

　　　　　　　　　　　3　（1953．3）　p．1－38

　　　　　　　　　　　5　（1954．1）　p．31－72

昭和29年上半期の日本貿易の概況

　税関調査月報　7－7（1954．7）　　　　p．1－7

昭和29年の日本貿易の概況（上）（下）

　税関調査月報（大才省）8－2（1955。　2）p．1－11

　　　　　　　　　　　8－4　（1955．5）　p．10－18

我国貿易の現状と問題点
　経済月報（住友銀行）70（1954．・9）p．21－28

貿易の現状と問題点
　経済月報（三和銀行）216（1954．　12）p・1－9

1955年の「通商白書」批判
　小段　：文一　経済理論（和歌山大）

　　　　　　　　　　　27　（1955．9）　p．55－81

我国の対外通商協定の現況
　柏木雄介　財政経済弘報478（1954．12．20）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－4

戦前戦後の翰出入組合
　東京銀行月報　6－8（1954．8）　　　p・28－41

大阪の対外経済交流機構の諸問題

　大阪経済の動き’（大阪府立商工経済研究所）

　　　　　　　　　　　26　（1954．8）　p．42－72

輸出入取引法の改正と問題点
　エコノミスト　　33－30（1955．7．23）　　p．53－56

輸出入取引法

　稲脇修一郎　ジュリスト　87（1955．8．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－27

改正輸出入取引法の解説

　今井博財政経済弘報521（1955．8．6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－3

輸出入取引法の改正について（下）

　坂井　清志　外国為替126（1955．9．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　26－28

現行輸出入手続について一現行貿易及び為替金

　旧制度
　財政金融統計月報　55（1955．6）　　p．　28－36

新輸出振興計画とその問題点
　エコノミスト　　32－33（1954．8。14）　　p。26－31

新輸出計画の検討

　金融情報（日本勧業銀行）7－9（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－44

輸出競争の激化にそなえて　一20億ドル輸出へ

　の道一

　今井　博通商産業研究2－10（1954．10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－13

新輸出計画とその実施上の問題点

　今井　博経団連月報2－11（1954．11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　36－39

プラyb輸出の近況と問題点
　経団連月報　3－9（1955。9）　　　　P。　45－49

プラント輸出の現状と問題点
　貿易と関税　3－7（1955．7）　　　　　p．25－27

前途多難iなプラント輸出

　エコノミスb　33－13（1955．3．　26）　p．40－44

大阪輸出貿易の現状
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　会議所月報（大阪商工会議所）57（1954。10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－31

輸入食：糧のからくりを衝く

　エコノ　ミスト　　32－41　（1954．10．9）　　p，38－42

わが国機械輸出の現状

　林　信太郎　関税　17（1954．8）　　p．29－31

出血輸出の実態を衝く

　エコノミスト　　33－7（1955．2。12）　　　p。17－21

羊毛製品の輸出貿易事情

　調査時報（大日本紡）42（1955．9）p．

商品別にみた貿易産業構造　一紡績一
　貿易と関税3－6（1955．6）　　　　p．19－23

木材貿易の現状
　第一銀行調査月報6’一10（1954，10）p．49－54

繊維輸出に関する統計的研究
　東洋紡経済研究所月報　54（1955．1）p．　9－45

陶磁器輸出の現状について

　調査月報（東海銀行）98（1955．9）p．16－23

貿易業界の実態とその底流
　調査月報（神戸銀行）143（1954・7）P・64－76

商社：強化について

　調査（三菱銀行）12（1954．8）　　P，11－29

商社再編成とその効果
　ダイヤモンド　42－35（1954．9．1）　　p．12－20

現下における貿易商社の地位（上）（下）一再

　編成過程にある貿易商社の基本動向一

　公正取引委員会
　金融財政事情　　219（1954．10．18）p．　30－39

　　　　　　　　　221　（1954．11．1）　p．26－29

貿易商社の在外支店について

　森　泰吉郎　横浜大学論叢別冊（横浜市大）

　　　　　　　　　　　　（1954．12）　p．15－35

貿易商社における集中強化

　エコノミス1・　32－48（1954．11．27）p．40－44

貿易商社の経営分析　一貿易業態調査から一

　通商産業研究　3－8（1955．8）　　　p．89－92

貿易商社の現状とその動向

　証券　74（1955。8）　　　　　　　　P．27－31

日本貿易と外商

　日本経済のうごき　21（1955．5）　　p．12－55

在日外国商社の最近三里年の活動状況
　三宅　竜夫金融財政事情　264（1955．9．19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－26

岐路に立つオープン・アカウント

　大薗　英夫　通商産業研究　3－8（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　60－66

双務協定の現況及び考察

　柏木雄介　財政経済弘報
　　　　　　　　　　　520　（1955．8．1）　p．1－5

整理期にきた双務協定貿易

　エコノミスト　33－38（1955。9。17）　p．42－46

通商航海条約の現状と問題点

　　貿易と関税　　3－8　（1955．8）　　　　　　　p．44－45

　ガット加盟と日本の貿易

　　佐葉　清一　世界週報　36－20（1955．7．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　44一・49

　開かれたガット正式加入への道
　　エコノミスト　32－35（1954．8．28）　p。28－31

　我国のガット仮加入の期限延長について

　　税関調査月報8－4（1955。5）　　　　p．1－3

　日本の対東南アジア貿易　一回顧と展望一

　　川田富久雄　国際経済（国際経済学会）

　　　　　　　　　　　5　（1954．8）　p．140－150

　東南アジア貿易について
　　調査（三菱銀行）22（1955．7）　　　P・　2－15

　日中貿易に関する若干の考察
　　宮下　忠雄　太平洋問題（日本太平洋問題調
　　査i会）庭男IJ号　（1954．8）　　　　　　　　　　p。1－17

　中国貿易の現状と問題点
　　名古屋商工　10－8（1954．8）　　　　p．17－23

　対中共貿易の決済方式について
　　日幽寂ニューズ　　249　（1954．9．10）　　p．1－8

　硫安の中国貿易と台湾
　　日本経済のうこぎ（政治経済研究所）

　　　　　　　　　　　　13　（1954．9）　p．1－11

　日中，日ソ貿易の新展開
　　中国資料月1報　　80（1954．10）　　　　　　　　p．43

　「経済新政策」と対中共貿易

　　若菜　正義世界経済　9－10（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　37－44

　日中貿易をめぐる諸問題
　　経済調査（大和銀行）82（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　42－52

　日中貿易を軌道にのせるために
　　西原　：文夫　中央公論　70－4（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　170－185

　日中貿易協定の動向

　　徳永清行　同志社商学7－1（1955．4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pa　1－21

　日中貿易の諸問題
　　天沼紳一郎　経済学季報（立正大）

　　　　　　　　　　　　10　（1955．5）　p．32－58

　日中貿易協定の意義
　　エコノミスト　33－20（1955。5．14）　p。　20－23

　日中貿易について
　　名古屋商工　11こ5（1955・6）　　　　P・7－15

　日中貿易協定とその問題点
　　中国資料．月報　87（1955．6）　　　　p。1－45

　日中貿易の推移と問題点
　　第一銀行調査月報7－6（1955．6）　p．15－22

　中共経済建設中の難点と日中貿易

　　久重福三郎　太平洋間題　15（1955・6）p・1－5

　国際環境と日中貿易の前途
　　エコノミスト　33－31（1955．7．30）　p．24－39
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進展する日ソ貿易

　エコノミスト　32－29（1954．7。17）　p．40－41

日ソ貿易の問題点

　片岡　長冬　ソ連研究3－9（1954．9）p．16－22

東西貿易，日ソ貿易とその必然性

　平竹伝三早稲田商学113（1954。11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　35－46

展開難の日ソ貿易商談

　エコノミスト　33－23（1955．6．4）　p。42－46

対共産圏貿易で日本経済はどうなる
　ダ，イヤモンド　42－33（1954．8．11）　p．14－22

進む対共産圏貿易商談
　茂森　唯士　エコノミスト

　　　　　　　　32’33　（1954．8．14）　p．12n17

対共産圏貿易の新展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　30－34　東洋経済新報　2641（1954．9．4）

政治色濃厚な日台貿易
　エコノミスト　33－20（1955。5．14）

日韓貿易の現状と展望

　エコノミスト　32－43（1954．10．23）

インドネシア貿易と海運
　海事餅斗　　3－16　（1954．8．25）

対インドネシア経済断交の危機
　エコノミスト　32－32（1954。8．7）

対インドネシア貿易の問題点

　今井　博経団連月報

p．　26－30

p．　38－41

p．　6－10

p．　34－39

　　　　　　　　　　　　2－9　（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　32－35

西阿貿易の現状（下）

　尾形昌夫海運329（1955．2）　P．25－28
ブラジル貿易の現状一日伯貿易を中心として一
　海≡事：資1料　　3－21　（1954．12．10）　　　　　　p．9－16

通商に関する日本国とカナダとの間の協定につ

　いて
　税関調査月報　7－8（1954・8）　　　　P。1－10

　　　　　　　　（中　　　国）

中共の西欧貿易に対する関心
　ノ、1＝27レド●ウイノレソン’

　エコノミスト　32－29（1954．7．17）P．15－16

中共の貿易事情
　調査月遅疑（日本画そ〒）　　（1954．10）　　　P．33－70

今日の即国貿易
　（Britith－Council　for　the　Promotion　of

　International　Trade発行‘‘China’s　Foreign

　Trade　訳）
　世界週報　35－30（1954．　10・21）　　P．22－32

中共貿易五ケ年の回顧と展望

　（人民日報1954・10・5号所収）

　季　哲人エコノミスb
　　　　　　　3，2－48　（1954．11．27）　p．50－51

中共貿易の研究　一イギリス国際貿易促進協議

　会報告一
　繊添佳経済　　31　（1954．12）　　　　　　　　p．37－49

中国対外貿易の現況とその特質

　町田　実　早稲田商学．114（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．23－56
中国と東南アジア諸国との貿易
　陳　　　明　人民申国　（1955．8）　P．12－13

台湾の貿易事情（1）（2）（3）

　滋賀　啓　企業経済7－3（1955．3）p．36－45
　　　　　　　　　　　7－4　（1855．4）　p．28－38

　　　　　　　　　　　7－5　（1955．5）　p．28－38

　　　　　　　（東南アジア諸国）

東南アジアの貿易構造と戦後の変化形態

　原　九天国際経済（国際経済学会）
　　　　　　　　　　5　（1954．8）　p．130－139

東南アジア諸国の貿易構造の変化　一主として

　その経済的独立を再検討する見地から一一

●川田富久雄世界経済　9－8（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　7－20

戦前及び戦後の東南アジア貿易

　川田富久雄　国際経済研究年報（神戸大）

　　　　　　　　　　5　（1954．10）　p．83－140

貿易市場としての東南アジア

　古畑　建通商産業研究3－2（1955．2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　19－16

香港貿易の過去と現状

　東京銀行月報　7－4（1955．4）　　　p．ユ4－24

香港の産業と貿易　一香港綿業について一
　経済調査（大和銀行）90（1955．7）P，26－30
／f”‘i　F’ネシアの貿易構造

　アジア問題研究会　アジア問題
　　　　　　　　　　2－6　（1955．6）　p．76－83

ビルマの貿易

　調査時報（富士銀行）84（1955。3）p．95－102

　　　　　　　　（米　　　国）

アメリカの1954年農産物貿易促進及び援助法

　調査月報（大蔵省）43－8（1954．8）P．96－108

最近におけるアメリカの関税引上問題について
　日本貿易ニュ・一一ズ　250（1954．9．20）　p．1－5

アメリカ外国貿易の諸矛盾

　一今日のブルジョア経済学者の諸見解の批
　面一（「外国貿易」1954年第2号訳）

　ア・フルムキン　経済評論　3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　121－132

戦後アメリカの対外貿易と貿易政策の鋤向と矛
　盾（上）（中）（下）

　二見　昭．経済理論（和歌山大）
　　　　　　　　　　　25　（1955・5）　Pe　29－58

　　　　　　　　　　　26　（1955．7）　p．41－66

　　　　　　　　　　　27　（1955．9）　p．25－54

1954年の米国輸出貿易の増進

　（フォーリン・コンマース　1955．4．11号）

　調査時報（富士銀行）89（1955．8）p．76－82

1954年の米国海外市場の拡大
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　金融情報（勧銀）8－8（1955．8）

　　　　　　　　（西ドイツ）

西独の対ソ貿易
　海外市場月報　47（1955．9）

西ドイツの中共貿易
　エコノミスト　32－39（1954．9．29）

西独貿易の発展とその問題

　調査時報（富士銀行）

西独の輸出振興と帝国主義の復活

　（フォーリン’。コン’マース　1955。5．9号）

　調査時報（富士銀行）89（1955．8）p．83－89

　　　　　　　（英　　　国）

英独の輸出競争

　調査時報（富士銀行）88（1955．7）p．21－33

スターリング地域の貿易概況（1954年）

　調査月報（大藏省）44－8（1955．8）p．74－93

英国の輸出振興策

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－41

p．　35－36

p．　45－47

79　（1954．10）　p．19－27

　世界経済　10－6（1955，6）

西独の輸出振興策
　金長虫孕情幸浸　（勧銀）　　8－7　（1955．7）

　　　　　　　　（ソ　　　連）

ソ連圏諸国の貿易国家独占過程

　（「外国貿易」馬所国訳）

　べ●ヴァガノフ　ソ連研究

　（ドイツ経済研究所所報1954年第5報訳）

　経済評論　3－12（1954．11）　　　p。110－120

西独のアジア進出とその協力態勢について

　内田　勝敏　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　2－3　（1955．3）　p．55－71

西ドイツにおける税制上の輸出促進策
　調査月報（大蔵省）　43－10（1954－10）p．1－36

西ドイツの輸出振興策

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　70－72

p．　2－33

　　　　　　　　　　　　　3－12　（1954．　12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　40－4．4

・イー●ドウディyス‘｝・一：平和と進歩に寄与す

　るソ同盟の外国貿易（資料）

　海道　進　国民経済雑誌（神戸大）．

　　　　　　　　　　91－6　（1955．6）　p．70－75

ソ連圏諸国の貿易

　経済情勢（三菱経研）310（1955．7）p．18－24

ソ連の外国貿易機構の概要
　外国為替…　124（1955．8．15）　　　　　　p．23－25

　　　　（その他欧州諸国及アフリカ）
＝L・・一ゴと」r一一ストIJアの貿易

　海外市場月報　46（1955．8）　　　　p．46－51

今日の中東市場（イギリス使節団調査報告）（上）
　（下）

　世界週報　35－20（1954．7．11）

　　　　　35－21　（1954－7．21）

1953年度カナダ貿易の概況
　経済と外交　186（1954．10．18）

　　　　　　　　（申南米諸国）

中南米と東南アジア

p．　44－53

p．　56－65

p．　11－16

一その貿易構造をめぐつ

　て一
　川田富久雄　南米研究（神戸大）2（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　38－48

中南米諸国の貿易及び支払協定の出向
　（Staff　paper．　Sept．1954訳）

　川田富久雄　国民経済雑誌く神戸大）

　　　　　　　　　　91－2　（1955．2）　p．71－74

競争の焦点，中南米市場
　エコノミスト　33－30（1955．7．23）　p．40－41

貿易の推移からみたアルゼンチン市場

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　83－87　通商産業研究　　3－7　（1955．7）

亜国産業経済の動向と貿易政策
　海；外蔵易月報　47（1955．9）

　　　　　　7．後進国開発問題
後進国開発に関する二つの理論

　藤沢　正也　金融経済
（：文献）後進国経済開発理論

　アジア問題（アジア協会）

p．　37－41

28　（1954．10）　p．1－23

　　　　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　111－113

国連の後進国開発理論

　村田　浩　アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　1－3　（1954．　11）　・p．95－103

後進地域経済開発の政治的社会的背景

　山口辰六郎　一R．エマーソンの所説一

　アジア問題（アジア協会）1－3（1954。11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　90－94

後進国の政治的経済的帰趨とアメリカ

　村松砧次一E．ステーレイ　「後進諸国の
　将来」（1954年）を中心に一

　アジア問題（アジア協会）1－3（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　82－89
生物学的開発理論　一ハーバー1・・フランケル

　の学説一
　西野照太郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．70－76

経済的後進性の意義　一旺ミントの見解一

　逸見　謙三　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．63－67

後進国経済発展の機構　一H．W．シンガー一の見

　解一
　深沢　八郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．56－62

J．ヴァイナーの後進国開発問題に関する見解

　大来佐武郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．49－55

R．ヌルクセの後進国経済開発理論

　川野　重任　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．40－48

後進国開発理論と開発計画との関係

　原留任アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．22－35

後進国開発理論の問題状況

一　8　一



　板垣　与一　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．10－21

後進諸国のモノカルチェァ経済

　梶谷善久　経済評論　3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　52－62

後進国開発計画と経済理論
　置塩　信雄　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　90－6　（1954．12）　p．72－76

経済開発と技術移民　一旧仏印における日本人

　移民の検討一
　アジア問題研究会　アジア問題
　　　　　　　　　1－4　（1954．12）　p．118－129

（紹介）E．スティレ・t一「未開発国の将来」

　世界経済　9－11（1954，12）　　　　p．55－59

後進国の経済発展に関する覚書　一国連の見方

　を中心に一　　，
　深沢　八郎　農業総合研究　9－1（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　305．　312

後進国開発理論の問題意識
　板垣　与一　一橋論叢　33－2（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　38－69

後進低開発国における資本蓄積の理論
　北川　一雄　経済科学（名古屋大）

　　　　　　　　　　　3－3　（1955．3）　p．1－35

経済協力における東西二類型
　藤瀬　五郎　アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　2－3　（1955．3）　p．10－17）

後進国の経済発展モデル　一H．W．シンガ＿氏
　のモデルに関する批判的覚え書き’一一

　岡崎不二男　注経論集（愛知大学）

　　　　　　　　　　12　（1955．3）　p．115－146

Underdeve！oped　Countr三esの理論

　一R．ヌルクセの所論を中心に一

　佐藤豊三郎　季刊理論経済学
　　　　　　　　5－3／4　（1955．3）　p．105－111

後進国開発における資本調達

　一一シンガーとヌルクセー

　松浦　茂治　中部経済学界　2（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　12－25

後進諸国の経済的発展に関する若干の基本的考
　察（2．完）

　福田　省三　大分大学経済論集7－1（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－18

合弁等の提携による対後進国貿易

　世界経済　10－6（1955．6）　　　　P．73－75

反植民主義の政治的経済的側面

　岡倉古志郎　中央公論　70－7（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　56－62

後進国経済開発の聞題点
　東京銀行月報7－8（1955．8）　　　p．10＿24

アジアの独立と開発一壷論的国際関係的考察一

　柳父徳太郎世界経済9－8（1954．9）P．33－41

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9

アジア経済開発の問題点　一M。ジソキソの見

　解一

　横山　辰夫　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　IH3　（1954・11）　Pe　77m81

東南アジア開発計画の政治的，経済的条件

　大来佐武郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　1－4　（1954．12）　p．10－20

開発計画の規模と経済発展の速度

　藤井　茂　アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　1－4　（1954．12）　p．21－31

アジア諸国経済開発の現段階

　原　覚天アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　1－4　（1954．12）　p．34－43

アジア経済の計画化と社会化
栗本弘アジア問題（アジア協会）』

　　　　　　　　　　2－1　（1955．1）　p．88－96

国連のアジア援助方策の現状

　村田　浩アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　2－3　（1955．3）　p．32－43

東南ア開発計画の現状と日本

　エコノミスト　33－19（1955．5，7）　p．19－25

東南アジアにおける経済開発の方式

　経済調査（大和銀行）89（1955．6）p。14－27

米・アジア援助の新方向

　秋岡家栄世界経済10－7（1955。7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．37－45
中ソと東南アジア諸国
　池田　頴昭　中央公論　70－7（1955，7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　70－75
コロンボ・フ。ラン

　東京銀行月報　6－11（1954．11）　　　P・4－14

コ買ンボ。プラン第三回年次報告書
　世界週報　36－3（1955．1．21）　　　P．　56－63

日本参加に決定したコロソポプラソについて
　経宇斉と外交　186（1954．10．18）　　　　　P．1－5

コロンボ計画の新発展と問題点

　水野不二夫　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．116－122

コ官ソボ計画の実施と資本財需給構造
　菅原　藤也　アジア問題　3－1（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　94－110

コロンボ，プランにおける資金動員と援助

　村野孝アジア問題3－1（1955．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　84－93

コロンボ計画における技術協力

　村田　浩アジア問題3－1（1955．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　72－83

コロンボ・プランの実績

　吉田長雄　アジア問題3－1（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Pe　54’71

シムラ会議と今後の課題

　原　覚天アジア問題3－1（1955．7）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　36－47

コモンウエルス経済とコロンボ計画

　片山　謙ニ　ァジァ問題3－1（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－35

コ戸ンボ計画の世界経済的意義
　山本　登　アジア問題　3－1（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－21

印度の経済発展に関する国際酌諸問題
　（D．　T．　Lakdawala：　lnternational　Aspects

　of　lndian　Eco．　Developments　1951）

　三宅　　灘　　金融経済　　31　（1955．4）p．61－68

　　　　　　8．MSA：対外援助
米国の対外経済援助
　中川　富彌　政経論叢（明治大学）
　　　　　　　　23－gfi　（1954．11）　p．387－416

アメリカの対外援助計画の経済効果

　Joseph　Berolzheimer調査月報（大蔵省）
　　　　　　　　　43－12　（1954．12）　p．15－37

アメリカの対外援助計画

　一1955年7月一56年6月一
　世界週報　36一一18（1955．6．21）　　　p．30－35

アメリカの過剰農産物と対外援助計画

　滝川　勉　農業総合研究
　　　　　　　　　9－3　（1955．7）　p．301－312

米国の対日援助と日本農業
　エコノミスト　35－51（1954。　12。　18）p．40－44

西ドイツの戦後経済復興過程とアメリカ援助の

　成果（1）（2）（3）（4）

　（西ドイツ連邦V一シャルプラン省報告書訳）

　調査月報（大蔵省）

　　　　　　　　43－11　（1954．11）　p．69－113

　　　　　　　　44－1　（1955．1）　p．35－76

　　　　　　　　44－5　（1955．5）　p．40－59
　　　　　　　　44－7　（1955．　7）　p．　1－97

アメリカの1955年度安全保障計画及相互安全保
　障法（全：文）

　調査月報（大蔵省）43－11（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－62．

1954年MSAの特性
　入江啓四郎　世界週報　35－21（1954．7．21）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　44－49

1954年下半期MSA実施報告（上）（下）

　（低開発地域援助の進展）

　世界週報　36－11（1955．4．11）

　　　　　　36－12　（1955．4．21）

アジア諸国に対する外国の援助の概要
　政経月誌　　24　（ユ954．工0）

米国対外援助の動向とアジア開発

　経済月報（住友銀行）79（1955・6）

アメリカのアジア援助の問題点

　秋岡　家栄　中央公論

p．54－63

p．　66－73

p．　32－39

p．　20－25

70－7　（1955．7）

　　　　　p．　63－69

国　際　：金：扇虫　・　為　替

　　1．一　　　　　般
　　2．国　際　通　貨
　　3。為　　　　　替

　　4．国際資本移動
　　5．国　際　投　資

　　6．国際決済制度
　　7．国　際　牧　麦
　　8。各国金融為替事情
　　　　　　　1。一　　　　　般
　　　　　　　　（貨　　　幣）

紙幣流通の法則と貨幣数量：説

　一インフレ，デフレの本質確認のために一

　岡橋保経済学研究（九州大）
　　　　　　　　　　18－3　（1953．1）　p．1－33

経済変動に於ける貨幣の作用
　安田　信一　経済論集（関西大）

　　　　　　　　　　3－3　（1953．10）　p．1－22

貨幣資本の遊離と拘束について
　高木　暢哉　バンキング　76（1954。7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－28

貨幣の概念規定としての社会通念説

　橋爪　勝次　研究季報（奈良短大）

　　　　　　　　　　2－1　（1954．7）　p．59－72

貨幣数量説と貨幣観

　三上　隆三　経済理論（和歌山大）

　　　　　　　　　　20　（1954．7）　p．131－155

ケインズの総供給函数
　矢尾　次郎　バンキ・ング　77（1954．　8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20一．9．9

（紹介）L．W．ミンッ「競争肺野のための貨幣政策」

　Lloyd　W．　Mints　“Monetary　Policy　for　a

　Competitive　Society”　N．　Y．　McGraw－Hill

　1950　pp　ix十236

　大野喜久之輔　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　90－2　（1954．8）　p．82－87

イ・トラバテソベノレグ「イン’フレーションと資

　本主義的再生産過程」（軍事インフレーション

　経済）（経済の諸問題誌1954．3）

　荒井正夫経回論纂（中央大）S7（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．104－111
貨幣循環図と乗数理論
　小寺武四郎　経済学論究（関学大）

　　　　　　　　　8－3　（1954．10）　p．89－114

経済循環と「マネ・・一・フロウー」分析

　三宅　武雄　金融経済28（1954．10）p．24－37

商品準備通貨｛剖と経済安定
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　川口　慎二　経済学（大阪大）

　　　　　　　　4－1／2　（1954．10）　p．236－260

貨幣資本と余剰価値

　正井敬次　バンキング　79（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－31

貨幣数量説の命題と交換方程式の世界

　一もしくは数量説は二つの舞台で述べられた

　ということについて一
　堀家文吉郎　早稲田政治経済学雑誌

　　　　　　　　　　129　（1954．11）　p．55－78

成長理論と貨幣要因　一金融論への接近の基礎

　として一
　原　　　工El彦　　明大商学論叢　　38－3　（1954．11）

　　’　p．　60－86ジョン・Vックの貨：表記（続）

　一1695年の改鋳論争におけるロックの立場一

　種瀬　茂　一橋論叢　32－5（1954。11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．84－107

世界貨幣政策の一歴史
　一リフレーションの歩み一
　矢島　保男　早稲田商学　113（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－34

貨幣理論における金本位時代と現代
　高橋　　泰蔵　　一オ喬論叢　　32－6　（195Zi．．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－18
「銀行主義」の研究（1）（2）一一フラートンの貨

　幣信用理論一

　稲生　晴松山商大論叢
　　　　　　　　4－3／4　（1953．　12）　p．　39－66

　　　　　　　　5－3／4　（1954．12）　p．143－164

貨幣の必然性　一曲本論における「交換過程」

　の理解をめぐって一
　小野　朝男　経済理論（和歌山大）

　　　　　　　　　22　（1954．12）　p．103－120

（紹介）近世貨幣思想史の一節

　一三善庸礼の紙幣論一

　作道洋太郎　経済学（大阪大）

　　　　　　　　　4－3　（1954．12）　p．123－140

貨幣の価値と社会通念説

　橋爪　勝次　研究季報（奈良短大）

　　　　　　　　　　2－2　（1955．1）　p．59－68

貨幣の必然性　一中山博士の計算貨幣三一

　伊藤　岩古経論集（新潟大）
　　　　　　　　　　　4－2　（1955．2）　p．IHII

マルクス「貨幣論」の方法に．ついて（4）

　佐々木晃経済集志（日本大）
　　　　　　　　　24－9　（1955．2）　p．56－96

ピーダーセン「貨幣の概念」

　大野喜久之輔　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　91－2　（1955．2）　p．75－79

貨幣と価格　一一・一「古典派体系」を中心として一

　山部　徳雄　バンキング　84（1955．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　61－68

貨幣数量説の批判に託して

　傍島省三　企業経済7－3’（1955．3）p．10－16

リカード貨幣論研究序説一英国の貨幣金融制

　度の研究一
　一献知永　明大商学論叢38－5／6（1955。4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　12－30

貨幣の価値尺度機能

　矢尾　次郎　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　91－4　（1955．4）　p．18－33

貨幣政策の経済性と技術性

　一ケインズ政策論の一考察一

　三上　隆三　バンキング　87（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－32
新貨幣理論に関する一試論

　橋爪　勝次　バンキング　87（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　34－46
数量説から所得説へ

　傍島　省三　経済学（大阪大）　5－1（1955。6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－22
貨幣面から見た世界主要国の経済進歩

　三宅武雄　金融経済32（1955．6）p．8－22
貨幣の職能に関する一考察　一職能と本質の関

　係一
　橋爪　勝次　研究季報（奈良短大）

　　　　　　　　　　3－1　（1955．7）　p．33－45

ヴィクセルにおける実物要因と貨幣要因

　安田　充バンキング88（1955．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－32
価値尺度か交換手段か

　中谷実バンキング76（1954．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－20

流動性選好説についての覚書

　川口　弘　バン’キyグ88（1955．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　34－44

ソヴェート貨幣論争について

　浜野俊一郎　経済評論　4－7（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　53－63
貨幣の循環図式
　小泉　朋　一橋論叢　34－2（1955．8）

　　　　　　　　　　　L　p．　37－72
貨幣数量説と「一般化された貨幣数量説」

　堀家：文吉郎　早稲田政治経済学雑誌

　　　　　　　　　　　134　（1955．8）　p41－62

ケインズの「貨幣論」と利子率決定の流動性選

　好理論について
　長沢　惟恭　バンキング　89（1955．　8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　30”一48

擬制資本について

　川合一郎　バンキング　89（1955。8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　50－59

貿易乗数理論と国際均衡
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目
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　樋口　午郎　バンキング　89（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－21

国際均衡と成長率

　木村　滋六甲台論集（神戸大）
　　　　　　　　　　1－3　（1955．8）　b．89－96

貨幣流通の法則について　一インフレ・デフレ
　の基礎構造（1）（2）

　森　七郎金融経済
　　　　　　　　　　　27　（1954．8）　p．7－22

　　　　　　　　　　　33　（1955．8）　p．31－55

国民所得と有効需要一ケインズ理論を申心と

　して一
　新庄　博国民経済雑誌（神戸大）
　　　　　　　　　　92－3　（1955．9）　p．1－17

極東における貨幣制度の研究（1）（2）

　森本　憲夫　愛媛大学紀要
　　　　　　　　　1－3　（工952。12）　p。215－236

　　　　　　　　　1－4　（1953．12）　p．305－324

明治以来の通貨流通速度の研究
　三宅　武雄　経済研究（一橋大経研）

　　　　　　　　　5－3　（1954．7）　p．223－226

明治初年における幣制改革の一考察
　作道洋太郎　経済学（大阪大）
　　　　　　　　4－i／2　（1954．10）　p．261－287

第二次大戦における日本の貨幣信用制度（1）

　田代　正夫　折立労働研究（法政大）

　　　　　　　　　　　3　（1955．3）　p．75－81

幕末期における貨幣流通の展開　一長沢所用の

　産物手形について一
　作道洋太郎　経済学（大阪大）

　　　　　　　　　　4－4　（1955．3）　p．84－106

江戸幕府元文の貨幣改鋳
　伊藤多三郎　史林（京都大）38－3（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．24－45

中国貨幣史の特質
　穂積　文雄　経済論叢（京都大）

　　　　　　　　　74－4　（1954．10）　p．11－34

中共通貨：と伝統通貨1

　越智　元治　一橋論叢（一橋大）

　　　　　　　　　32－4　（1954．10）　p．84－95

北宋仁宗朝の貨幣史上の意義
　市古　尚三　拓殖大学論集7／8（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　37－58

　　　　　　　　（金　　　融）

アメリカにおけるトラスト金融

　一主としてトラスト・プPtモーターについ

　て一
　鎌田　正三　経済学研究（北海道大）

　　　　　　　　　　　4　（1953．9）　p．29－59

不均衡経済における金利の問題

　山口　茂ビジネスレビ＝t・’一

　　　　　　　　　　　1－4　（1954．3）　p．1－8

利子の研究

　武田　鼎一　研究季報（奈良短大）

　　　　　　　　　　2－1　（1954．7）　p．37－58

売掛債権を担保とする金融について

　一アメリカ中小企業金融の一形態として一
　岩田　巌雄　バンキ・ング　76（1954。7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　51－60
行政権による金融機構の統制

　中村一彦　バンキング76（1954。7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　62－87

アメリカ金融資本形成の一過程

　m鉄道業における独占形成と投資金融一（2）

　越後　和典経済論叢（京都大）
　　　　　　　　　　74－1　（1954．7）　p．47－64

英国金融資本の構造的特質　一頽廃の金融的側

　面一
　生川栄治国際経済5（1954．8）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　176－186

世界金融の性格からみた19世紀と20世紀

　山口　茂バンキング77（1954．8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．10－18
通貨政策と資金政策

　新庄　博国民経済雑誌（神戸大）
　　　　　　　　　　90－2　（1954．8）　p．1－16

資金計画と適正通貨量

　高橋長太郎　金融経済27（工954．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－6

信用創造論と乗数理論
　一乗数的思考様式の一一一・・批判一

　川合一郎　パンキン・グ77（1954。8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　40－51
物価の動向に関する若干の考察
　田中　金司　企業経済　6－8（1954．　8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－13

貯蓄は利子率の函数か
　大石　i泰彦　バ》／キング　77（1954．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　31－38
：景気変動における投資態度

　村田　安雄　六甲台論集（神戸大）

　　　　　　　　　　　1　（1954．，8）　p．89－94

信用と恐慌

　岡部寛之経済評論3－9（1954．9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　lg－28

利子率と経済構造
　安田　信一　バンキング　78（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Pa　31’41

利子うみ資本について

　一その貸付形態の問題一
　竹村　脩一　経済論集（大分大）

　　　　　　　　　　6－2　（1954．9）　p．34－52

二つの利子論の対立

　一谷藤一郎　バンキyグ　78（1954．9）
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　　　　　　　　　　　　　　　　p．　17－29

景気変動論に関する一考察

　岩田耕作バンキング79（1954．10）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　42－53
デフレーションの論理

　後藤帝国助経済評論臨時増刊号（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－22
利子生み資本の実存形態としての擬制資本

　深貝善太郎　バンキング　79（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　68－79
利子論の一考察

　平山　玄　同志社商学6一一4（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－18
割引市場について

　東京銀行月報6－10（1954．10）　　p．29－44

（紹介）現代経済における貯蓄一一貯蓄の概念

　・測定及び動機一
　W．　W．　Heller，　F．　M．　Boddy　（ed）：Savings

　in　the　modern　economy．　A　syrnposium．

　（Nelson）　1953

　金融経済　　28（1954．10）　　　　　　　　p，58－67

軍事イyフレーシヨyと恐慌
　堀江　忠男　経済評論　3－12（1954・11）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－13
信用の基礎的体系について（1）（2）

　原　司郎商憲法論叢（神奈川大）
　　　　　　　　　5－1　（1954．7）　p．65－78

　　　　　　　　5－2　（1954．11）　p．101－127

デフレ政策を支える理論　一国民所得と輸入及

　び物価の関係について一

　新庄　博企業経済　6－12（1954，12）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－14
金本位制度とリフtz　・一ショソ

　矢島　保男　バンキング　81（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－31
金融取引約款論

　蓮村一彦　バンキング81（1954。12）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　53－70
「独特な商品」としての利子つき資本

　飯田　繁バンキング81（1954．12）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－21
地金報告と金融制度　一ソーントンとホーナー

　の見解を離心として一
　玉野井昌夫　学習院大学政経学部研究年報

　　　　　　　　　2　（1954．12）　p．181－226

1954年号国際金融市場
　（The　Economist．　Nov．　20．　1954）

　調査月報（大蔵省）43－12（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　84－97
戦後恐慌の特質：にかんする一考察

　西原　文夫　経済評論　4－1（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　p．　162－176

金融制度の二形態

　吉川光治横浜大学論叢（横浜市大）
　　　　　　　　6－2　（1954．12）　p．105－124

景気理論における貨幣的不均衡説の吟昧

　戸田正志　アカデミァ（南山大）
　　　　　　　　　　9　（1955．1）　p．25－48

財政と金融との関係

　三宅武雄金融経済30（1955．2）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．17－25
現代における企業の金融支配について

　今村　成男　名城商学（名城大）

　　　　　　　　　　4－3　（1955．3）　p．23－36

（資料）1825年恐慌と一銀行家の娘の私信

　宮崎　犀一　政経論叢（国学院大）

　　　　　　　　　3－4　（1955．3）　p．109－126

支払準備制度

　永田　鉄三　金沢大学法：文学部論集法旧臣

　　　　　　　　　　2　（1955．3）　p．146－156

ピーダーセン「イこ／フレーシ’ヨン’の理論」

　則武　保夫　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　91－4　（1955．4）　p．76－80

資本不足と投資一資本蓄積論への出府
　吉田　義三　バン’キング　85（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　21－32
国内市場と国際市場の考え方

　山口　茂　バソキーング86（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．24－34
仮定資本について　一利子うみ資本の変容一

　竹村・脩一　大分大学経済論集
　　　　　　　　　　7－1　（1955．6）　p．19－41

信用形態の端緒

　高木暢哉　バンキング87（1955．6）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－20
預金通貨に関する方法論的問題

　新庄博金融99（1955．6）　　P．5－8
産業構造の変化と金融

　川北頑一世界経済　10－7（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20－29
ケインズの利子論における利子源泉の問題につ

　いて
　長沢　惟恭　一橋論叢34－2（1955，8）

　　　　　　　　　　　　　　　p．　73－100
投機について

　川合一郎　ノfンヴェストメント
　　　　　　　　　　8B　（1955．8）　p．1－20

信用と産業構造
　泉　　　三≡三　義　　金融経済　　33　（1955。8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－19
信用用役と信用管理

　福田敬太郎　バンキング89（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－33

計画経済と通貨政策
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　吉蜂俊彦　バンキング　90（1955・　9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　27－37

信用供与と証券市場　一米上院の株式市場調査

　に関連して一
　高橋　弘　バンキング　90（1955．9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　68－78

　　　　　　　（銀　　　行）
銀行の独占的地位
　荒井寿一　バン’キング　76（1954．7）

　　　　　　　’　p．　36－49
銀行流動性に関する転嫁性理論

　伊藤　俊夫　経済学研究（北海道大）

　　　　　　　　　　　　6　（1954．8）　p．1－22

資本前期の銀行形態
　稲岡　重行　バンキング　78（1954・9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　43－48

米国銀行業の特殊性とその動向

　（バンカー誌1954．4月号抄訳）

　経済調査（大和銀行）80（1954．9）p．　35－39

「銀行主義」の再評価

　田中　金司　経済学論究（関学大）
　　　　　　　　　　8－3　（1954．10）　p．67－88

独自的な範疇としての銀行資本（1）（2）

　（講座，金融資本論（10）（11））

　林　　　要経済評論
　　　　　　　　　3－9　（1954．9）　p．153－164

　　　　　　　　3－10　（1954．10）　p．131－143

銀行資金の集中率と預金吸収の限界
　沖中　恒幸　バンキング　79（1954，10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－20

短期利率と長期利率の決定
　一谷藤一郎　経済学（大阪大）

　　　　　　　　　4－Y2　（1954．10）　p．22－43

信用取引日歩制度とその改革案

　藤田国之助　バンキング　79（1954。10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　33－40

銀行小切手制度成立の経緯について

　山下　宇一　松山商大論集
　　　　　　　　　5－3／4　（1954．12）　p．37－54

アメリカ銀行制度についての一覚書

　一理論的解釈への手懸りとして一
　高橋　泰蔵　バンキング　82（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－19

銀行の信用創造とその限界の問題について
　河本　博介　経営と経済（長崎大）
　　　　　　　　　34－2　（1955．2）　p．101－120

銀行の貸出拡張現実量　一一貨幣供給量と利子の

　本質の一考十一
　長尾義三　バンキング　83（1955。2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　37－42

英蘭銀行以前の銀行形態（1）

　飯田　正義経済学研究（九州大）

　　　　　　　　20－3／4　（1955．3）　p．95－122

第一次大戦後における中央銀行の動き

　三宅　武雄　金融経済　31（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　19－27

英蘭銀行利率と産業の近代化

　G．L．S．シャックル　バンキング

　　　　　　　　　　85　（1955．4・）　p．98－101

銀行流動性理論の新傾向

　一米国における期待所得理論の提唱につい

　て一
　川口　慎二　経済学（大阪大）J「一1（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　124－132

銀行の経常収支をめぐる問題

　野呂　茂　バン・キング　87（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　48－67

日本における地方銀行の発展

　一地方銀行の創生記一
　荒井　正夫　経商論纂（中央大）

　　　　　　　　　　　62　（1955．7）　p．62－86

米国における銀行の準備と準備政策

　矢島　保男　バンキング　90（1955．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　57－66

　　　　　　2．国　際　通　貨
　　　　　　　　（一　　　般）

ハイエク教授と国際本位制度

　川口　慎ニ　バンキング79（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　55－66

国際通貨基金（1954年）第九回年次報告　一一交

　換性回復と貿易の自由化一

　世界週報35－31（1954．11．1）　　　p．42－49

国際通貨基金の一側面
　和田　正康　世界経済　9－11（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－11

世界貿易自由化の動向　一西欧通貨の交換性回

　復問題を中心として一
　エコノミスト　　32－29　（1954。7．17）　　p．32－37

紛糾する欧州の通貨問題
　ドノfッ産業経済時…報　　2　（1954．7）　　　p．11－18

ドイツ・マルクの自由交換性
　ドノfッ産業経済曝侵　2　（1954．7）　　　p．24－28

西欧通貨自由交換はどう響く

　ダ・fヤモンド　42－34（1954．8．21）　p．22－27

通貨自由化の実現はいっか

　東洋経済新報2638（1954．8．14）　p。38－42

自由交換をめざす欧州通貨協定

　エコノミス1・33－36（1955．9．3）　p．48－50

西欧通貨自由化への動きと交換性回復のわが国

　への影響
　調査時報（大日本紡）35（1954．9）　p．1－48

世界通貨政策にみる米英対立　一西欧通貨の交

　換性回復一

　エコノミスト　32－38（1954。9．15）　p。38－42
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交換性回復の機運とその諸問題

　尾崎英二経団連月報2－9（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　40－43

西欧通貨の自由交換問題と世界貿易の見透し

　経済月報（住友銀行）70（1954．9）p．28－32

欧州通貨自由交換の問題

　調査時報（富士銀行）77（1954・8）P・25－32

自由交換性についての覚書

　阪口伸六郎　商学討究（小樽商大）

　　　　　　　　　5－2　（1954．10）　p．93－116

西欧諸国通貨の交換性回復をめぐる諸問題

　金融（全国銀行協会連合会）91（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　24－27
通貨交換性に関する主要国代表の演説

（IMF及びIBRD第9回年次総会において）
　調査月報（：大＝蔵省）　43－11（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．114－121
通貨の交換性

　Gottfried　Haberler調査月報（大蔵省）
　　　　　　　　43－11　（1954．11）　p．122－141

交換性回復に向うドイツ・マルク　一区域マル

　クの終焉一
　東京銀行月報6－12（1954．12）　　　p．4－12

西欧諸通貨の自由化をめぐりて

（The　Economist誌1954，11，20所収）

　経済調査（大和銀行）84（1955．1）p．17－26

通貨交換性回復への動向と若干の考察

　山崎清経済情勢（三菱経研）
　　　　　　　　　　305　（1955．2）　p．17－29

交換性をめぐる諸問題（バンカーズ・マガジン
　所載訳）

　Pイ・ハロッド　バンキング85（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　89－98
通貨の交換性回復の問題

　一谷藤一郎　バンキング　86（1955．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－22
各国通貨の動向とその背景
　財界観乏則　　11－12　（1955．6．15）　　　　　p．16－23

交換性回復態勢を整えたベルギー・フラン

　東京銀行月報7一一8（1955．8）　　　p．25－40

　　　　　　（金及び金政策）
金問題の現実的展開

　三輪悌三　国際経済（国際経済学会）

　　　　　　　　　　5（1954．8）　p．160－169

金の民間保有とその移動状況

　エコノミスト　32－45（1954．11。6）　p．50－51

ニュー・ディールの通貨政策　一金政策を中心

　として一
　松村善太郎　バンキング　80（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　21－32

二＝L一・ディール金政策と国際収支

　松村善：太：郎　バンキング81（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　33－40
金の旧聞需要　1931－53

（Federal　Reserve　Bulletin，　Sept　1954ge）

　研究季報（奈良短大）2－2（1955．1）p．97－110

金の自由市場価格について　一為替レート引上
　論によせて一一

　岡橋保バンキング83（1955．2）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－24
最近における金の私的取引

　東京銀行月報　7－6（1955．6）　　　p．11－21

戦後における金問題の推移

　波多野真金融財政事情215（1955・6・13）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　38－41

　　　　　　　（ド　　ル）
キンドル？“’　一一ガーの「ドル不足論」について

　中西市郎経営と経済（長崎大）
　　　　　　　　　34－2　（1955．2）　p．217－232

キ’ンドルバーガーのドル不足論をめぐりて

　片山　貞雄　六甲台論集（神戸大）

　　　　　　　　　　1－3　（1955．8）　p．16－43

ハーバラーの弗不足論
　片山　貞雄　六甲台論集（神戸大）

　　　　　　　　　　2　（1955．4）　p．116－129

ドル不足と生産力発展における不均等

　F．Machlup調査月報（大蔵省）
　　　　　　　　　44－6　（1955．6）　p．127－13ア

スターりyグ地域のドル・プール制
　東京銀行月報　7－1（1955．1）　　　p．41－55

スターリyグの中央プール制度の再検討につい
　て（資料）

　藤田　正寛　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　92－2　（1955．8）　p．66－72

ス」se　一一リング地域の中央ドル・プール

　（The　American　Economic　Review　Sept．

　1954訳）

　Kenneth　M．　Wright調査月報（大蔵省）
　　　　　　　　　43－12　（1954．12）　p．38－50

　　　　　　　（ポ　ン　ド）
ポンドの交換性について

　出山ッド，Pイ　東京銀行月報
　　　　　　　　　　　6－8　（195z‘’・．8）　p．4－9

ポンド自由交換の可能性

　調査月報（東海銀行）85（1954．8）p．　22－32

ポンドの交換性回復と日本に与える影響

　尾上　利治　金融財政事惰　213（1954．9．27）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　26－28
ポンド交換性回復への動きを続る諸情勢
　調査時報（富士銀行）

　　　　　　　　　　79　（1954．10）　p．4－18

ポンドの交換性回復問題　一歴史的観点より一

　東京銀行月報　6－10（1954．10）　　　p．4＿8
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ポンドの自由交換性回復について

　経済調査（大和銀行）82（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－32

ポンドの交換性回復をめぐる米英の対立

　片山　謙二経済評論　3－12（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　72－91

ポンドとドノレの強度の関連について

　藤田　正寛　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　91－1　（1955．1）　p．69－73

ポyド相場は回復するか　一英国新為替政策の

　背景と問題点一
　エコノミスト　33－11（1955。3，12）　p．40－42

ボン画こ関する覚書一昨夏来の軟化傾向をめ

　ぐつて一
　調査時報（富士銀行）85（1955．4）　P．4－17

イギリスのポンド政策に関する一論　一歴史的
　観点より一一

　村野　孝　国際経済　6（1955．5）p．49－59

　　　　　　3．為　　　　　替
　　　　　　　　（理　　　論）

利子附資本と為替相場

　小野朝男経済理論（和歌山大）
　　　　　　　　　　20　（1954．7）　p．113－138

最近の為替相場の安定性に関する諸模型につい

　て
　木村　滋六甲台論集（神戸大）
　　　　　　　　　　　1　（1954．8）　p．17－30

外国為替理論についての一試論

　一外国為替理論へ接近のための基礎として一

　柴田　政利　明大商学論叢38－1（1954．　9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　42－68

国際価値論と為替理論

　樋口　午郎　バンキング　82（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　34－44

為替相場理論に現われた「えせ」マノレクス主義

　一マルクス主義的為替相場理論の展望一
　小野　朝男　経済評論　4－3（1955．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．127－137
銀行為替業務の成立過程

　山下面一　松山商大論集6－1（1955．3）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　95－104

為替相場について一小野朝男氏にお答えする一
　川合　一郎　経済評論　4－7（1955。7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　78－88

外国為替及び外国貿易管理法規とその渉外雨曇

　力について

　名本　公洲　国際法外交雑誌
　　　　　　　　　　54－4　（1955．5）　p．47－83

外貨需給曲緑と適限為替相場

　田中　金司　一橋論叢　34－2（1955。　8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－14

資本主義世界市場の経済関係における為替相場

　の役割について

　ア．エヴレイスコフ　経済評論4－8（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　145－163

内国為替集中決議制度制定の経緯

　福田　昇金融102（1955．9）　P。　34－40

　　　　　　　　（政　　　策〕

外国為替取引正常化の背景

　経済調査（大和銀行）78（1954。7）p．10－18
為替レe一一　ls切下をめぐる問題点

　経済月報（三和銀行）211（1954．7）p．1－11

第一次世界大戦とわが国外国為替

　東京銀行月報　6－9（1954．9）　　　P．12一・28

為替制限に関する国際通貨基金第5年次報告
　税関調査月報　7一ユ0（1954．10）　　　p．14－23

「為替安定基金」の考察

　東京銀行月報　6－12（1954．12）　　P．28－51

経済の基礎的不均衡と為替レート切下げ問題
　（1）　（2）

　呉羽紡績月報　57（1954・　9）　　　　P，3－13

　　　　　　　58　（1954．　10）　p．　3－15
海外のレート切下げは成功か失敗か　一英，ギ

　リシャ，メキシコの場合一
　東洋経済新報2649（1954。10。30）　p．30－37

多数国体系における為替レート機構の安定性
　J．∫．Polak，　Ta－Chung　Liu．調査月報（大

　蔵省）44－1（1955．1）

為替レートの均衡と安定をめぐりて

　調査月報（富士銀行）83（1955．2）

金為替本位制と外為会計

　梶山武雄銀行論叢　49－4（1955・4）

我国の外国為替相場の変動

　阪口伸六郎　銀行論叢　49－4（1955．4）

外国為替相場建て方の簡素化
　東京銀そ『f月幸艮　　7－4　（1955．4）

戦前における双務的為替清算制度

　東京銀行月報7－5（1955．5）

　堀江　薫雄　金融財政事情

外国為替資金特別会計について

　調査（三菱銀行）23（1955．8）

屈伸為替相場をめぐって
　東京銀行月報7－8（1955．7）

　　　　　　　（貿易金融）
自国通貨による輸入保証金制度について

　調査月報（日本銀行）　（1954．6）・

p．　9－26

p．　4－16

p．　1－13

p．　14－27

p．　30－37

p．　11－23

外国為替専門銀行の発足と運営上の諸問題

　　　　　　　　　　　　　212　（1954．8．30）

一　16　一・

p．　20－22

　p．　2－9

　p．　4－9

P．　1－19



長期貿易金融機関について　一輸出入銀行につ

　いて一　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　黒川　面出　同志社商学　6－3（1954，8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　81－103
輸入金融の引締めをめぐって

　調査時報（富士銀行）77（1954．8）　p．4－24

戦後におけるユーザンス制の推移と今後の展望
　金融財政事情　213（1954．　9．6）　　p．16－19

．日本輸出入銀行について

　金融財政事情225（1954．11．29）　p．29－35
日本輸出入銀符について

　金融問題調査委員会　金融　93（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　5－18
輸出信用決済合理化の問題　一国際売買の理念

　より観たる一

　高井真商学論究（関学大）
　　　　　　　　　　9　（1954．12）　p．277－298

海外貿易金融と米国銀行の役割

　調査（三菱銀行）21（1955．6）　　p。　20－36

アメリカの銀行と貿易金融
　（Federal　Reserve　Bulletin．　1955．4）

　金融経済　　32　（1955．6）　　　　　　　　　p．57－7〔）

合衆国の銀行と外国貿易

　（F．R・B月報四月号）
　調査時報（富士銀行）88（1955．7）p。　51－62

アメリカ合衆国の銀行と貿易金融
　（F．　R．　B．　1955．4）

　調査月報（大盛省）44－7（1955．7）p。38－45

ドル・ユーザンスの実施について
　東京銀行月報　7－1（1955．1）　　　P。69－78

外国為替貿易金融機構について

　黒川魚鋤　同志社商学7－1（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　61－76
貿易金融と外資の論理

　天谷　直弘　外国為替　117（1955．5．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－25

　　　　　　　4・国際資本移動
最近における金及びドルの国際的移動

　川田富久雄　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　90－3　（1954．9）　p．72－79

国際流動性準備変動の地域的研究（1）
　藤田　正寛　国際経済研究年報（神戸大）

　　　　　　　　　　ro　（1954．　lo）　p．179－220

国際資本移動理論の一考察
　藤田　正寛　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　90－5　（1954．11）　p．52－69

第二次世界大戦後（1946－1952年）における民聞

　資本の国際移動（U．N．：The　International

　fiow　of　Private　capital　1946－1952）

　調査月報（大藏省）44－5（1955．5）P．60－106

1954年の国際的金・ド〃の動き

　調査時報（富士銀行）86（1955．5）p．62－67

1954年の国際金・ドル移動

　世界経済’10－7（1955．7）　　　　p．67－70

戦後の国際経済における資本移動について（1）

　（2）

　アーサー・ブルームフィールド
　外国為替　　　　　125（1955．9．1）P．16－18

　　　　　　　　　126　（1955．9．15）　p．23－25

　　　　　　　5．国　際　投　資
開発計画における外国投資の役割と聞題

　藤井　正夫世界経済　9－8（1954－9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　21－32

国際投資の動向について
　傍島　省三　経済学（大阪大）
　　　　　　　　　　4一　］／2　（1954．　10）　p．　70－88

戦後における国際短資移動のメカニズム
　東京銀行月報　6－11（1954．11）　　p．27－34

世界銀行について（資料）

　調査時報（富土銀行）79（1954．10）p．49－64

国際復興開発銀行第9回年次報告（1953－54年度）

　世界週報35－32（1954．11．11）　　p．30－33

国際復興開発銀行の機能と活動

　江見　洋甫　世界経済9－11（1954．12）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　12－22

1953年の米国の対外贈与と信用供与

　（米国商務省月報4月号）
　調査時…報　（富士銀行）　76　（1954．7）　p，45－57

米国の対外投資（米国商務省月報1954．5月号訳）
　言周面時報　（富士銀行）　79　（1954．ユ0）p．31－42

戦後におけるアメリカの民聞対外投資の概況
　調査月報（東海銀行）96（1955．7）　p．　2－13

アメIJカの対アジア投資政策とその問題点
　高木唯一郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．118－124

アジアにおける資本形成の二類型　一G．　C．アレ

　γの所説一
　アジア問題研究会　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　1－3　（1954．11）　p．123－131

アジア経済の発展と外国資本の役割
　樋口　午郎　アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．10－21

アジア諸国における外資遵入法の比較検討

　一各国の外資導入方針について一

　河村捷郎　アジア問題（アジア協会）
　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．100－109

民族資本の生成と外国権益の変遷（インド）

　藤井　正夫　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　2－1　（1955．1）　p．106－115

インドにおける外国資本と民族資本

　狭間　源三　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．70－81

インドにおける企業経営組織の特質とその動
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一経営代理制度と資本形成について一

金田　近ニ　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．92－99

インドネシアの外国資本　一その性格の史的変

　遷について一
西野照太郎　アジア問題（アジア協会）

　　　　　　　　　　2－2　（1955．2）　p．82－91

ビルマの外国資本
　田路健；一　アジア問題2－4（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　80－89

フイリッピンにおける華僑の投資活動

　須山　卓アジア問題2－5（1955。5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　61－69

英国の対連邦開発投資の方向と目的

　藤井正夫　アジア問題2－3（1955。3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　72－81

ソ連邦の対外経済援助と投資形態

　副島　種典　アジア問題　2－2（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．110－117
（紹介）西独企業にたいする外国資本の侵入

　経済評論　4－4（ユ955．4）　　　　p．115一ユ26

戦後の海外投資について（上）（下）

　久光　重平
　財政経済弘報　　　469（1954．11．1）

　　　　　　　　　　470　（1954．11．8）　p．4－5

　　　　　　6・国際決済制度
国際決済銀行第24年次報告（1953－54）

　世界週報35－25（1954・9．1）　　　P・30－41

国際決濱銀行第25回年報（1954－1955）

　世界週報36－21（1955．7．21）　　P・58－70
　　　　　　36－22　（1455．　8．　1）　p．　54－67

　　　　　　36－24　（1955．　8．　21）　p．　58－69

スヰッチ・トレードについて

　東京銀行月報7－5（1955．5）　　　p．24－28

EPUの発展と現状
　調査（三菱銀行）11（1954．7）　　　p，2一一25

欧洲支払同盟（EPU）の更新
　経済と外交　180（1954．9。6）　　　P．14－16

欧州支払同盟の回顧と展望

　石井　甫　世界経済　9－11（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－31

アジア決済同盟は可能か

　エコノミス1・　32－32（1954．8．7）　p．40－43

　「アジア決済同盟」論について
　経i済｝唐勢　　302　（1954．11）　　　　　　　　p。20－28

アジア決済同盟の意i義と可能性

　栗本弘世界経済9－11（1954．12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　32－40

アジア決済同盟

　尾上利治外国為替　116（1955．4．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　35－39

　　　　　　7・国　際　牧　麦
ホオトレイの国際収支均衡論

　酒井　一夫　経済学研究（北海道大）

　　　　　　　　　　　3　（1953．3）　p．75－93

国際収支に関する価格効果と所得効果

　柴田　裕　富山大学紀要経済学部論集
　　　　　　　　　　　4　（1954．8）　p．13－28

多数国聞貿易における国際収麦一価格効果と

　所得効果を回って一

　柴田　裕富山大学紀要経済学都論集
　　　　　　　　　　　5　（1955．1）　p．13－28

金の価格と国際収支：

　松村善太郎　経済理論（和歌山大）

　　　　　　　　　　　24　（1955．3）　p．49－65

国際収麦の構造的不均衡　一日本経済の自立を

　妨げるもの一
　喜多村　浩　国際経済　6（1955．5）　p．1－32

国際収支：の弾力性と交易条件

　田中　金司　バンキング　90（1955．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－25

国際収奪の現状と見透し

　調査（三菱銀行）15（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－13

国際収支の危機は去ったか
　エコノミスb　32－50（1954。　12。　11）p。　24－29

昭和29年国際収麦の概観
　財政金融統計月報　55（1955．6）　　　p．3－7

昭和25年度以降の国際収支概観

　財政金融統計月報　55（1955．6）　　p．8－22

世界経済の再建とアメリカの国際収麦

　小原　敬士　金融経済　31（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．1－18
イギリスの1955－56年度予算案と関係回書（経

　済白書，国際収支白書，国民所得白書）
　調査月報（大息省）44－6（1955．6）P．1－126

イギリス国際収支の自立化過程

　松村善太郎　バンキング90（1955，9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　39－55

フランス国際収支の問題点

　東京銀行月報　6－9（1954．9）　　　p，4－11

イタリーの国際収麦（ローマ銀行評論54年3月号）

　調査時報（富士銀行）78（1954．9）p．46－52

ラテン・アメリカ諸国における国際収麦の動勢

（Federal　Reservg　Bank．　Monthly　Review．

　Nov．　1954）

　金融経i済　　31　（1955．4）　　　　　　　　　p．52－60

ラテy・アメリカ諸国の最近の国際収支（ニュ

　’一一ヨークF．RB月報　1954．11月）

　調査時報（富士銀行）82（1955．1）p．72－7＄
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　　　　　　8．各国金融為替事情

　　　　　　　　（日　　　本）

金解禁下の財政金融事情について
　調査月報（日：本銀行）（1954．6）　p．20－173

金融制度調査準備委員会の回顧　一明石弓男娼

　を囲んで一
　調査月報（日本銀行）（1955．6）　　p．29－74

戦時戦後経済と金融　一富山県における実証的
　研究一（中）（中の二）

　植村　元首　富山大学経済学部論集
　　　　　　　　　　　4　（1954．8）　p．47－58

　　　　　　　　　　　5　（1955・1）　p．49－58

戦中戦後の金融体制の変遷について（1）（2）
　森垣　　淑　　金扇虫経済32　（1955．6）　p．36－56

　　　　　　　　　　　33　（1955．8）　p．56－68

生命保険会祉の金融資本的性格　一戦後金融資

　本系列復活に関連して一
　笠原　長寿　明大商学論叢38－5／6（1955．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　31－94

創生期における横浜正金銀行
　東京銀行月報　7－1（1955．1）　　　p．56－68

日本金融の性格（4）

　三宅武雄　金融経済（金融経済研究所）
　　　　　　　　　　　27　（1954・8）　Pe　32m49

デフレ政策下における銀行預金，貸出金動向の

　分析
　金融】1青報　（勧業銀そ〒）　7－10　（1954．10）p．2－29

28年下期における各地域別預貸金の状況
　金融　　92　（1954．11）　　　　　　　　　　　　p．9－17

戦後の国民貯蓄の問題について

　金融　93（1954．12）　　　　　　　p．19－24

八大銀行の主要大企業に対する融資関係の現況

　とその推移
　金融財政事孟庸　　227　（1954．12．ユ7）　　　p．30－38

金融機関の金融債投資について

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　5－16　金融　　95　（1955．2）

産業資金面からみた金融制度

　西川’元彦　通商産業研究 3－5　（1955．5）

p．　10－17

金融と独占禁止法
　北原　道貫　通商産業研究　3－6（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　26－32

貯蓄意慾の向上と銀行預金の伸びについて

　経済月報（三世銀行）222（1955．6）　p．1－6

上場銀行29年上期の経営実績

　証券（東京証券取引所）66（1955，1）p．3－8

終戦後における我国市中銀行のオー一2〈・一犬Vソ

　について

　吉野俊彦経済研究（一橋大経研）
　　　　　　　　　5－3　（1954．7）　p．179－189

通産省オー・ミー・ボロウ・イング解消案の内容と

　問題点
　金融〕略報（勧銀）　8－3　（1955．3）　　　p．38－47

資本蓄積の現状とオーバー・Pt　一ン，オーバー・

　ポロ｛イングの発生過程（1）　（2完）

　呉羽紡績月報　66（1955．6）　　　　p。8－24

　　　　　　　67　（1955．7）　p．3－18
経済同友会の提唱する「オーバー・ボロウイン

　グ解消策」の意義
　西野嘉一郎　三面通信　10－6（1955・6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　5－17
経済同友会　「オーバー・ボ戸ウイング解消策」

　批判
　山下　勝治　税経通信　10－6（1955．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　18－25

わが国におけるコー一一7tz取引の沿革と現状

　東京銀行月報　6－8（1954．8）　　　p．10－2ア

コール資金の流通について
　金融　　89　（1954．8）　　　　　　　　　　　　　p．18－31

名古屋における不出手形の動向

　調査月報（東海銀行）95（1955．6）　p．2－11

昭和30年度綜合資金需給見込について
　金融情報（勧銀）8－6（1955．6）　　P・2－27

戦後の我国における起債市場の動向
　証券（東京証券取引所）63（1954。10）p．3－7

昭和28年下半期の起債市場

　産業金融時報（興業銀行）73（1954．6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　40－58

昭和29年上半期の起債市場
　産業金融時報（興銀）78（1955．2）p．44－65

資金統制をめぐる問題点
　調査時報（富士銀行）90（1955．9）　P．4－33

デフレ経済下の産業資金供給状況
　金融　　102　（1955．9）　　　　　　　　　　　p。16－21

産業資金の調達ならびに供給と民間金融機関（1）
　金融　　102　（1955．9）　　　　　　　　　　　　p。5－12

公社債流通市場再開をめぐる問題
　経済月報（三和銀行）225（1955・9）　P・　1－9

財閥再編と銀行資本の役割　一系列融資と株式

　保有をめぐって一（上）（下）

　証券（東京証券取引所）61（1954．8）p。10－24

　　　　　　　　　　　62　（1954．9）　p．9－21

戦前における普通銀行の考察
　金扇虫財政事1Wa　216（1954．9．27）　　　p．32－42

戦前における普通銀行の考察

　金融問題調査委員会　金融（全国銀行協会連
　合会）　91　（1954．10）　　　　　　　　　　　p．5－23

戦後における普通銀行の考察
　金融　　98（1955．5）　　　　　　　　　　　　σp．5－24

戦後における普通銀行の考察（上）（下）

　全国銀行協会連合会　金融財政事情

　　　　　　　　　249　（1955．5．30）　p．30－37

　　　　　　　　　250　（1955．6．6）　p．32－37

雑

誌

文

献

目

録
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雑

誌

献

目

録

相互銀行と企業者革新

　荒井寿一　バンキング　80（1954．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　46－59

相互銀行について

　金融問題調査委員会　金融　94（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　9－29

相互銀行の概況

　金融情報（勧銀）8－4（1955．4）

相互銀行界の現状（1）

　経済調査（大和銀行）91（1955．8）

労働金庫の概況
　金融」際際艮　（勧金艮）　　7－11　（1954．11）

在日外国銀行の最近の業況
　金融財政事情　264（1955．　9．19）

p．　2－32

p．　15－19

p．　2－23

　　　　　　　　　　　　　　　　p．26－29
麦払準備制度をわが国に導入することの可否に

　ついて

　全国銀行協会連合会　金融財政事情

　　　　　　　　　210　（1954．8．9）　p．31－36

支払準備制度をわが国に導入することの可否に

　ついて
　金融問題調査委員会　金融　90（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　19－27
最近の通貨情勢

　調査月報（日本銀行）（1954・5）

昭和29年目金融回顧
　金融　　94　（1955．1）

昭和4～6年におけるデフレ政策の回顧
　金融〕庸幸侵　（勧銀）　　7－7　（1954．7）

デフレ政策と通産政策
　今井　　博　通商産業研究

p．　1－67

p．　30－40

p．　2－22

　　　　　　　　　　　　　2－7　（1954．　7）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　20－32
デフレ経済克服への道

　千種義人通商産業研究　2－7（1954．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　2－9
デフレと恐慌

　宇佐美誠次郎　改造　35－8（1954．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　57－69
デフレ政策とその影響一一般経済と特に繊維
　業について一
　調査時報（大日本紡）35（1954．9）p．49－112

金融引締政策の金融面に及ぼした影響

　林比呂志　バンキyグ78（1954．9）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　50－70
銀行の預貸金から見た金融引締の影響
　金融　　90　（1954，9）　　　　　　　　　　　　p．35－40

金融政策を基軸とする日本経済の現状

　日本金融研究会　経済評論　臨時増刊号

　　　　　　　　　　　（1954．10）　p．70－93

金融引締政策の限界
　紅林　茂夫　経済評論臨時増刊号（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　23－36
金融引締政策の一ケ年

　エコノミスト　32－40（1954．10．2）　p．　24－31

金融引締め政策について

　吉野　俊彦　バンキング　82（1955．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　22－32
金融引締め政策（下村理論）

　下村　治金融財政事情6－1（1955．1）
　　　　　　　　　　　　　　　　p．　50－61

金融引締め政策下の消費需要の動向
　調査月報（日本銀行）（1955．3）　　p・1－49

わが国の金融を正常化する方策
　向江　久夫　金融　96（1955．3）　　P．　5－11

金融引締政策の意義と基調

　阿部統銀行論叢49－7（1955・7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－9

金融引締めに関する覚書一引締め政策の推移
　と効果，ことに国際収支と金利を中心として一

　鶴岡　義一　早稲田政治経済学雑誌

　　　　　　　　　134　（1955．8）　p．87－110

金融引締め政策批判に就いて

　関根太郎金融　101（1955．8）　　p．5－8
金融緩和の意味

　高木暢哉銀行論叢49－9（1955．9）P．1－9
金融デフレ恐慌と中小企業
　谷口　吉彦　バンキング　78（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　10－15
緊縮政策下の中小企業金融の動向
　金融財政事情223（1954．11．15）　p。　24－27

中小企業金融対策の現況

　中小企業金融（中小企業庁）

　　　　　　　　　　75　（1954．12）　p．1－17

金利の問題
　調査（三菱銀行）20（1955．5）　　　p．　2－14

貸出金利の現況と企業の金利負担
　財麓…済弘幸艮　508　（1955．5．31）　　　　p．9－11

金利引下問題の周辺

　調査時報（富士銀行）87（1955．6．）p．4－11

産業の見地から見た金利引下げの必要性につい

　て
　通産省企業局　金融財政事情
　　　　　　　　　252　（1955．6．20）　p．49－56

我が国の金利を饒って
　調査月報（神戸銀行）155（1955．7）P。　68－76

並手形一厘引下げについての覚書

　上野　耕一　銀行論叢　49－7（1955．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　11－22
日本銀行金利と普通銀行金利との関係について

　金融問題調査委員会　金融　100（1955。7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　18－27

日本銀行金利と普通銀行金利との関係について
　金融財政事情　261（1955．8．29）　　p．27－33

金利体系是正について
　梶山　武雄　銀行論叢　49－8（1955．8）
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　金融　92（1954．11）

購買力平価と円の実勢
　東洋経済統計月報　14－7（1954・7）

ボンド残高について

　経済調査（大和銀行）81（1954．10）

外為資金撒揚超の処理
　調査月報（大藏省）　44－1（1955．1）

外国為替資金特別会計について
　東京銀行月報　7－2（1955．2）

外為会計をめぐる諸問題
　菱沼　貞雄　金融　98（1955．　5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－13

金利規制方式の検討

　金融（全国銀行協会連合会）89（1954－8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　5－11

金利と為替の「伸縮性」

　河内　適金融102（1955．9）　p．13－15
企業の金利負担調査（昭和28年上期）
　金融　　88　（1954．7）　　　　　　　　　　　　　p．28－33

企業の金利負担調査（昭和28年下期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Pe　18th23

p．　6－8

p．　11－15

p．1－8

p．　11－36

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．25－28
独占下の経済と経営一外資導入を中心として一

　田杉　競経済評論3－7（1954．7）p．14－24
問題をました最近の外資導入
　日本経済のうごき（政治経済研究所）

　　　　　　　　　　　13　（1954．9）　p．29－40

外資に圧迫される中小企業
　エコノミスト　32－39（1954．9．29）　p．38－41

外資導入と企業支配

　岡村　正人　同志社商学　6－4（1954．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　71－84

外資導入の促進を図れ
　ダ・fヤモソド　42－47（1954．11。21）　p．32－37

外資・借款・援助の諸問題
　経済調査（大和銀行）82（1954．11）p．33－41

戦後の外資導入とその問題点
　東洋経済新報　2650（1954．11．6）　p。40－42

戦後外国資本流入の諸問題

　森垣　淑　金融経済　29（1954．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　35－52

外資導入の功罪を衝く

　エコノミス1・　32－49（1954．12．4）　p．22－27

　　　　　　（ア　メ　リ　カ）

米国資本市場の変貌
　産業金融時報（興業銀行）73（1954・6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－39

ニューヨークの手形交換
　牢尋芋竃　次良匡　金融　　88　（1954．7）　　　p．22－27

アメリカ合衆国における販売金融会社
　深見　義一　一橋論叢34－2（1955。8）p．15－36

戦後に於ける連邦準備政策の推移

　安井孝治　バンキング77（1954．8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　65－71

ニューディールを申心としてみた企業金融

　鎌田　正三　経済学（東北大）33（1954．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　13－54

米国における国債管理と金融の動向　　　　　　雑
　金融（全国銀行協会連合会）91、（1954．10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．28－30　　誌

米国における支払準備制度の逮用状況
　調査月報（日本銀行）　（1954。11）　　p。　1－88

米国における住宅金融　　　　　　　　　　　　　献

　調査月報（日本銀行）（1955・5）　　p・1－58
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
　　　　　　　　（英　　　国）

イギリスの資本発行統制　　　　　　　　　　　　録
　調査月報（大楽省）43－7（1954．7）p．　69－80

イギリス最：近の国内・国際金融事情

　調査月報（：大京省）　43－7（1954．　7）　p．81－91

戦後英国の金融政策の推移
　調査月報　（日本銀行）　（1954．7）　　　　p。1－55

イギリス植民地における金融制度について

　今田　治彌金融経済29（1954．12）p．　1－22

イギリスの金融市場について

　調査月報（東海銀行）90（1955．1）p．26－35

英蘭銀行最：近の公定歩合引上げとその背：景

　調査月報（大立省）44－2（1955．2）p．34－57
（紹介）Ashton，　T．　S．＆Sayers，　R・S：Papers　’

　in　English　Monetary　History．　1953

　経済学論叢（同志社大）6－1（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　98－101

英国の金利体系に就いて

　経済月報（住友銀行）77（1955．4）　p．21－28

英国五大銀行会長の株主総会報告
　調査（三菱銀行）19（1955．4）　　　p．2－25

イギリス経済の変調　一ポンドの軟化とその対

　策一
　世界週報36－10（1955．4．1）　　　p．68－73

コ組の金ドル準備と金融政策の推移

　金融（全銀協連）97（1955．4）　　p。10－14

英国経済の動向と当画の金融財政措置

　調査月報（東海銀行）95（1955．6）p．12－27
ヤッフェ著「イギリスの金融制度」　（1）一（5）、

　一Edgar　Jaffe：　Das　englische　Bankwesen，

　1909一
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　　　　　　　　　　28　（1954・．10）　p．38－57
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　　　　　　　　　　　32　（1955．6）　p．23－34
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ソヴェ5同盟の銀行制度
　野々村一雄経済評論　4一一1（1955．1）
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新中国の金融制度
　宮下　忠雄　国民経済雑誌（神戸大）

　　　　　　　　　　90－3　（1954．9）　p．1－19
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　　　　　　　　　333　（1955．6）
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　　　　　　　　　　　24　（1954．10）　p．1－11

　昭和25年一28年度三国聞輸送の現状解析　一29

　　年以降34年迄の邦船積三国聞輸送の見通し一
　　海≡事：資料　　3－18　（1954．10．10）　　　　　　p．9－13

　本邦海運の立場より見た中国配船の重要性

　　海運　326（1954．11）　　　　　　p．15－21

　日本一西阿貿易の現状と西阿航路の将来
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現下日本海運の問題点
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　助一
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運賃市況の好転とわが国海運業
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輸入船に関する考察（上）（下）
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　　　　　　　　　336　（1955n　9）　P・65－67

外国貿易船について
　Jli［mP，if周三≡三良K　海運　　336　（1955．9）　　　p。34－38

海運経営に対する用船の効果

　池田　知平　ビジネスレビュー

　　　　　　　　　　2－2　（1954．9）　p．47－70

P・2－7　1海運業経営分析　一昭和28年度下期分一
　海事：資料　　3－18　（1954．9．25）　　　　　　p．2－10

海運企業財務諸表準則について

　調査月報（神戸銀行）151（1955。3）
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海運・造船金融について

　調査月報（神戸銀行）156．（1955・8）

　　　　　　　　　　　　　　　　p．　89－103

転機に立つ海運業界

　証券月報（山一証券）84（1955．　8）p．23－27

盟外船対策と公取の警告
　海事資料　　3－20　（1954。10，25）　　　　　　p．2－6

欧州航路の同盟・盟外死斗の混乱
　海運　　326　（1954．11）　　　　　　　　　　　p．34－44

欧州航路のゆくえ　一海運同盟問題を中心とし

　て一
　海事資料　　4－1　（1955．1）　　　　　　　　　p．11－15

欧州航路上における競争の一問題点

　佐々木誠治　海運328（1955．1）　p．23－27

海運同盟と半他入運送船
　佐波　宣平　海事研究　20（1955．2）p．1－18

海運同盟に関する研究（2）　一特に米国合衆

　国を中心として一
　高村　忠也　経営と経済（長崎大）

　　　　　　　　　34－2　（1955．2）　p．69－100
三面海運と不公正競争

　丸山　泰男　海運　329（1955．2）　　p．2－6

太平洋岸一一欧州同盟と盟外配船
海事資料4－4（1955．3．10）　　「P．2－6

海運同盟の実態　一いわゆる盟外配船問題解明

　のために一
　調査（三菱銀行）20（1955，5）　　P．25－55

海運政策としての計画造船について
　宋武　丈重　研究季報、（奈良短大）

　　　　　　　　　　2－1　（1954．7）　p．73－92
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　業の基礎確立過程一

　中村忠一　甲南論集（甲南大）
　　　　　　　　　　　5　（1954n　12）　P・76－98
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　前川　忠良　経営と経済（長崎大）

　　　　　　　　　34－2　（1955．2）　p．185－215
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　　　　　　　　　334　（195507）　Po　2－7
外航船建造方式の検：討
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海外における船腹拡充の動向
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最近の輸出船事情（上）（下）
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　　　　　　　　　　　　35　（1955・6）　p．5－7

鉄鋼価格と海運。造船
　松尾　　進　　海運　　332　（1955．5）　　　p．14－19

不況における世界タンカー船腹の推移（上）（下）
　海1事：資料　　3－17　（1954．9．10）　　　　　　　p．2－8

　　　　　　3－18　（1954．9．25）　p．15－17

油槽船建造における一つの問題
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　　　　　　　　（各　　　国）

最：近の海外造船事情

　海運議穏査月報　　32　（1955．3）　　　　　　　p．4－15

主要国の海運・造船助成策

　米田　幸男　海運　333（1955．6）　　P・7－10

米国海運課税政策　一代替問題を中心として一

　岩田　弘文二宮　傲　海事研究（日本海
　事振興会）18（1954・7）　　　　　P・1－32

アメリカ5050法とその批判
　松1隈　　国健　　海事研究　　22　（1955．7）　　p．1－6

西独における海運金融の推移と我が国に於ける

　問題点

　海≡事二資料　　4－2　（1955．1．25）　　　　　　　　p．2－5

ドイツ海運の最初の動向　一特に資金問題につ

　いて一
　下条　　哲司　　海運　　331　（1955．4）　　　p．9－12

ドイツの海事金融制度
　海事資料4－2　（1955．1．25）　　　　　　　p。14－15

主要海煙国の海事金融　一ドイツー

　海運調査月報31（1955．2）　　　　p。3－4
イギリス造船業の現状
　高井　重寿　海運　322（1954。7）　p．13－16

西独海運造船の再興

　星野瑛海事研究20（1955。2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　19－77

西ドイツ造船業の現況
　海事資料　　4－4　（1955．3．10）　　　　　　　p。8－14

西独の造船と財政援助
　エコノミスト　33－5（1955．1．29）　p，49－51

フラyス海運・造船の復興

　星野瑛海事研究21（1955．4）p．12－56
イタIJア海運の再興

　星野瑛海事研究19（1954．12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　13－41

スカンディナビア三国の海運・造船業概況
　星野　　瑛　　海事研究　　22　（1955．7）　p．7－50

海外における船腹拡充の動向（3）（ノルウェー）

　海運調査月報　36（1955．7）　　　　　p．2－4

印度海運論　一G．A．　Masterの「独立印度に於

　ける海上輸送船舶」を中心に一
　木村　清蔵　海運332（1955．5）　p．　20－25

サウジアラビアーオナシス独占協定の解析と不

　況下における世界タンカー市場再編成の動ぎ
　海事資料　3－15（1954．8．10）　　　　p．2－12

アラブ連邦における自国商船隊建造と海上輸送
　権独占への動ぎ

　下野毛土佐男　海運327（1954．　12）p．42－46

海運より見た沖縄の地位

　高梨　正夫　国際法外交雑誌
　　　　　　　　54－3／1　（1955．4）　p．209－220

　　　　　　3。港　　　　　湾
港務局　一港湾管理の一形態として一（下）

　住田正次海運321（1954。6）　p．48－52
欧州及び米国港湾における荷役：方法の比較

　ハンス・ニューマン’海運　321（1954．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　43－47

世界に於ける自由港の経営実態
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Forwardillg　Clauseについて一Special　Cha－
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　石川　実損害保険研究　16－4（1954，11）
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損害貨物賠償額の制限に関する問題
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水爆実験と海上保険
　椎名幾三郎　商学論究（関学：た）

　　　　　　　　　　9　（エ954。12）　p．179－195

水爆実険と海上保険

　椎名幾三郎，損害保険研究　17－2（1955・5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－17

相当因果関係説の解釈について　一今村博士の
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　加藤　由作　損害保険研究　17－1（1955．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－29

海上保険の包括責件主義について

　二木　抵知　損害保険研究
　　　　　　　　　17－Z　（1955．2）　p．171－187

ロェースンル商法草案における「海上保険法」

　の構想とその発展（1）
　青谷　和夫　政経論叢（国学院大）

　　　　　　　　　　3－4　（1955．3）　p．75－108

中国人民保険公司の海洋物資運輸保険証券と我

　国の草丈積荷海上保険証券との比較について
　（1）　（2）

　同和火災東京支店調査室　熱帯保険研究
　　　　　　　　　17－2　（1955．5）　p．180－203

　　　　　　　　　17－3　（1955．8）　p．189－215

我国船舶保険約款における救助費

　石川　実　損害保険研究　17－3（1955．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　1－25

船舶保険の戦前との比較

　浜崎洋書　海運335（1955．8）　p．46－50
初期の戦標船の保険（上）

　二木低知　海運335（1955．8）　p．40－43

海上保険に於ける代位を論ず
　椎名幾三郎　海運335（1955。8）　p．　26－28
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　高田　昌一　海運　335（1955．8）　p．36－39
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　駒田行雄海運335（1955．8）　p．44－45

1CC東京総会と海上保険の差別待遇問題
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　　　　　　　　　　　　　　　　p．　216－222
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1949年乃至53年の期間における輸入

民力性の計測

経濟経管研究所統計室

一，この調査においては，わが国の一九四九年乃至五三年の期間に渉る輸入の弾力性係数

の計測を行う。

二，弾力性係数は元来，次の如く定義される無名数である。即ち，y二∫（X）において，

　　　　　　　　　　＿　limムプy＿x　dy
　　　　　　　　　η一・・→・△x・x一丁●dx

なる数を，yに関するの弾力性と言う。明らかに，弾力性は，　yの相対的増分のXの相対

的増分に対する比率の，Xの増分が零に収轍する時の極限値である。更にこれは無名数で

あって，x及びyの測度とは無］£係に定義される。この様な弾力性は，　xの1％増加に対

するyの変化％の値を示す。
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三，かXる弾力性は，従来，予測モデルにおけるparametricな変数として扱かわれて来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
た。この様な扱い方についての当否の議論はこXでは問題としない。しかし，こXでは，

弾力性をこの様に用いることはしないで，一定期闇内における経済の動きの内で，当面す

る問題の変数が，他の独立変数の単位変動に対して，どの様な大きさの反作用をするかを

みる為に用いることにする。弾力性係数利用の目的のかXる改変は，騨力性計測に当り次

の様な変化を必要とする。即ちparametricな変数としての弾力性係数の計測に当っては，

比較的長期間に渉る値を求めなければならないのに対し，われわれの使用の目的の為には，

弾力性係数は，比較的短期間に懸る値を求め．ることが望ましい。何故ならば，予測モデル

は，過去における数年乃至十数年の経験に基いて将来を予測しようとする為に，その経験

の基となる期間の縮少は，その予測の結果を不安定ならしめるからである。（しかし，こ

の場合においても，余りにも長い期間をとることは，経済構造の変動も大となっている為

に注意を要する）。これに対し，われわれの求めている場合には，期聞の長さは問題の提

起の仕方にもよるが，殆んど短期間における値が求められる。その理由は，こXにおいて

は，その弾力性値の裏に潜む「ある何か」の動きを，弾力性値を通して把握しようとする

努力があるからである。この目的の為には，長期間に渉る一一一i個の値よりも，短期聞に区切

られた各期間の値の系列が必要となるからである。例えば，わが国の様に，貿易が政府の

手で管理されている場合には，毎年の輸入の価格弾力性値は，表面的には価格1％の上昇

　　　　　　　　　　　　　　　　　一27一
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に対する輸入量の減（増）分％を示しているが，これを通して政府が，当時の価格体系に

基いて輸入に対する制限を，どの程度に強く行っていたかを示している。この様な使用の

目的の為に，われわれは，こNでは年々の弾力性櫨を計測することにする。

（1）こxで予測モデルと言うのは，広く，過去一定の期間内の経済の構造が，そのまx将来の数

　ケ年に渉っても妥当するものと仮定して，その内で最：も効率的に目的を充す仕方を示す理論であ

　る。これは著しく主観的な理論である。即ち，これに基く結論は，それを考える入々の主観的な

　ものについての主観的解釈に他ならないからである。この様な枠の内で考えられる弾力性係数は

従って，例えば，価格の一定の（単位％の）変化は輸入量に特定の変化を斉らすものと考える。

　ところが，それは，そう考える入の目にその様に映るだけであって，実際には，その様な変化が

再び齎らされるか否かは不明である。避痴こ得られた弾力性についての経験は，そのまX客観的

　な性格をもつものでなく，それを扱5人々の主観的解釈に基く客観性をもつすぎないものである。

要するに，予測モデルにおいては，日常的表象をそのまX受とり，それが事実，社会の再生産過

程におけるどの様な「からくり」の内からその様に現われているかということには注意していな

　い。

四，まつ第：一に，輸入量ルfに変動を齎らす可能性を持つものとして，生産量X・輸出量

E・輸出価格．Pe・輸入価格Pm及国内価格Pの諸変量をとることにする。そして，仮説と

しての輸入函数を，その最も簡単な形としての対数線型（ダグラス型）で近似することに

する。

　　　　　　　（1）　M＝cXaEPP，rP．OPs

こXで，α・β・γ・δ及びεは夫々，輸入の生産弾力性・輸出弾力性・輸出価格弾力性・

輸入価絡弾力性及び国内価格弾力性を示す。問題はこれらの係数を最小自乗法により計測

することである。

　各変量の対数値は夫々の変数にバーをつけて示すものとすると，

　　　　　　　（2）　M　＝c十aX十BE十7Pe十SPm十eP

更に，条変量を，それぞれの平均臆よりの偏差で示すものとすると，

　　　　　　　（3）　m＝ax十Be十r＞tP，十6P．十EP

われわれは，この式に基いて各弾力性値を計測する。

五，その前にわれわれは，この式を基として計測を行うことにより，望ましい各弾力性値

を計測しうるか否かを調べなければならない。その為には，第一に，この式がmulticol－

linearityを含まないか否か，第二に，この式を基として計測を行った結果，各変量間の三

関が高く保たれているか否かを調べる。

　分布函数F（xpX2，　．・．，　Xn）に従う確率変数を（Xi，X2，…，　X，z）とするとき，このFの

定義する測度に関し可測な函数h（x，，x2，…，　x。）をとり，確率変数h（X，，X2，…，　Xn）を

老える時，平均値勉のまわりの二次のmomentは，

　　　　　　　　　　ai2＝E｛（Xi一．mi）2｝　（aa2iLO）

一一’　28　r



　　　　　　　　　ρ．ijσ包aj＝E｛（Xi－mi）（Xj－m」）｝

と書くことができる。　σ‘2はXiの分散であり，ρ‘ゴ佛のはXi．とXゴのcovarianceであ

る。

　そこで，

　　　　　　）L、・i＝σ、2，λ、ゴ＝ρiゴσの

とおくと，任意の実数笏，険，…，隔に関して，

　　　　　　（・）E（捧伽∂）2／　一　、＃．。．、…j…u」≧・

となり，右辺の防，険，……，隔の二次形式は正の定符号をもつ。この二次形式の行列

　　　　　　（・）A一（競霊i◎1：）

をmoment行列という。次に

　　　　　　　　防
　　　　　　％＝一
　　　　　　　　σ’奄

とおき（4）式に代入すると，

　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　り

　　　　　　（6）Σ勘％μ戸Σρ、、鍋
　　　　　　　　　εノ置1　　　　　　‘ノ＝1

となり・この右辺の二次形却行列

　　　　　　（・）一P＝＝（窪∴◎llll）

を相関行列と言うQこのとき

　　　　　　　　　イ就〉

とすると，

　　　　　　　　　A＝ΣPΣ

となりAとPの階数crk一一一致する。これはまた行列式において

　　　　　　　　　iAl＝iPIIIσ～2

である。

　また，Aも．Pも正の定符号をとるから，

　　　　　　　　　0≦；【Al≦λ，11λ，22・…・・Nnn

　　　　　　（8）0≦IP≦1

となる。

。蛭飼酬瀞。）、、、一・あるとすれば，x、，x。…，瓦における相蹴ない。

この時は

　　　　　　　　　IPi＝1

　　　　　　　　　　　　　　　　　－29一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
となる。逆に，IPlが零に近づけば，　Xユ，　X2，…，　Xnにおける相関は高まる。

　（2）松下嘉米男・統計数理の基礎理論，九八一一〇一頁。

　　　Wilks，　S．　S，，　Mathematical　Statistics，　1943．

　　　（小河原正巳訳・数理統計学・四九一五一頁）。

　また，上記の相関行列．Pにおいて，

　　　　　　　（9）　IPI＝O

であり，更に＠一1）次元の部分系においても

　　　　　　　（10）　IPbi（＝IPb2（＝・・・…＝1P，）nc＝O

（逆括弧はその変数の除外を示す）ならば，X1，　X2，…，　X。はmulticollinearityを含む。

そして，（9）が成立って（10）が成立しない場合には，i変数系（Xエ，　X2，…，　Xn）は

simply　collinearである。猶（10）の部分系の内の若干が零であるときは，その部分系の逆

括弧内の変数は不要との判断が与えられる。この時には原の変数系より構成される線型関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
係において，その変数に関する係数が零となることを意味する。

　（3）青山秀夫，R・Frischの相関関係理論，日本統計学会年報第九年。

大，われわれは，上述の公準に墓いて変数系の選択をした後，multic・Ilinearityを含まず，

更に，相関度の高い変数系（Xl，　X2，…，　Xm）について輸入函数を再構成し，それにより

弾力性値を計測する。

　こXでは，問題の解決は単に最小自乗法に委ねられる。即ち，Xμを従属変数その他

の変量を独立変量として，回帰方程式を

　　　　　　　（11）　bptiXi十’’’’”一一2Y”十’’’’”十b”mXm＝O

とすれぽ，これらの回帰係数bPtSは，

（12）　b”・一　一会傷

Amn＝　Aの余因子

により与えられる。

七，前に示した通り，こXでとり上げられる変量は，生産量・輸出量・輸入量・輸出価格

・輸入価格及び国内価格の六種である。元の資料及び数値は第一表に示される。

　統計表よりとられたまXの資料は，基準年度が区々であるので，これを調整する為に，

各年度毎の平均値を基準として資料を整理して第二表に示す。これは後の段階の計算に便

宜を与える。即ち，各年度の平均を墓準（100。0）とする指数は，後に対数に移した場合，

平均2．000，000とおくことがでぎるから，その後の計算：は楽に行える。そこで第二表の数

字を対数に移し直す。（第三表）。これは更に，その平均値よりの偏差にひき直して第四表

に示す。これが，前に示した回帰方程式（3）を齎らすものと期待される数字である。
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　ところで，この回帰方程式の含む変数系の相関度が高いか否か，またこの変数系がmu・

lticollinearityを含まないか否かを：先に調べなければならない。

　第四表の数字から，各年度に対応するmoment行列が作られる。これは第五表にて示さ

れるQこの表においては，各要素の脚数は，x＝1，　e＝2，　m・・3，　Pe＝4，　Pm・・5及びP＝6

の順に付けられる。これよりまた，

　　　　　　　　　　　）Ldj
　　　　　　　　　　ノλ歪ざλ万＝ρij

により相関行列が導びかれ，第六表にて示される。

　そこで，この相関行列を基として，各年度における（Pi及びその部分系の値を求める。

第七表においては，当面必要な部分のみを示す。この表によれば，各年度共に，IP［は零

に近い値を示し，この変数系の相関度の高いことを示している。また，その一次元低い部

分系IPI）・（，　lp［）2（，　IPI）P（，　IP［）4（，　IPI）5（及び］Pl）6（は，何れもIPIよりは零に

遠い値を示しながら，猶，その部分系の変数間の相関度の高さを示している。この場合に

は，元の変数系（x，e，　m，　Pe，　Pm，　P）の変数間の相関度は高く，更にこれらの変数間に

はmulticollinearityセよ存在しないものとみてよい。そこで，この変数系について弾力性の

計測を行う。この計測の結果は第八表にて示される。
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八，以上において，わが国の1949年乃至53年の5年間に煙る輸入の生産弾力性・輸出弾力

性・輸出価格弾力性・輸入価格弾力性及び国内価格弾力性を計測し，その結果を得た。そ

れでは，これらの結果は何を意味するか。

　こxでは，輸入に関する主要な弾力性係数として，生産弾力性・輸出弾力性・輸出価値

弾力性・輸入価格弾力性及び国内価格弾力性が採られる。これらは，何れも，生産量輸出

量・輸出価格・輸入価格及び国内価格の，夫々の正の方向への］％の変化の齎らす変化％

のf直を示している。例えば，生産量：1％の増加に対する輸入量の1・84％増加の如きであ

る。しかしながら，これらの櫨は，自由貿易の下で示される数値でなく，戦後のわが国に

おける数値である。そこにおいては貿易は，政府の管理下におかれていた。従って，そこ

で現われる数値は，第三節で示した様に，特定の期間に至り，その政府によって行なわれ

た政策の反映を示すものとして意味を持ってくる。かくして，こxで示される諸弾力性値

は，何れも，各年間において政府のとった政策の貿易面における反映である。しかしなが

ら，こxで扱かわれている諸量はすべて総体：量であり，この様な性質の諸量：をi基とする弾

性値からは，それらの数値が，如何なる政策に因る如何なる効果を反映するものであるか

という事は，詳細に伝えることができない。これらは，単に，その年間における諸子間の

関係が，政府の政策の大綱を如何に反映するかを示しているにすぎない。

　それでは，求められた結果より，わが国の政府の，これら期間における輸入貿易に対す

る態度は，生産量・輸出量・輸出価格・輸入価格及び国内価格を通して，どの様に現われ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一31　一



九
四
九
年
乃
至
五
三
年
の
期
間
に
お
け
る
輸
入
弾
力
性
の
計
測

たであろうか。

　まず，輸入の生産弾力性についてみるに，この数値は漸次増加しつXある。このことは

生産量の増加に対する輸入の増加が次第に増大しつXあることを意味する。

　輸出弾：力性は，常に零に近い数値をとり，殆んど変化しない。このことより，輸出の増

減は輸入の増減に対して殆んど影響しないものであったことが結論されうる。

　輸出価格弾力性はまた，漸次，その数値を上昇せしめつΣある。

　輸入価格弾力性は，通常正常な経済においては，負の領域にあるべきであるが，こXで

は常に正の領域にあり，しかも，1953年においては，輸入価格1％の増加に対し，輸入

17・7％の増加を示している。

　国内価格弾力性は，年々急激に下落しつXあった。これは，国内価格の1％増加に対す

る輸入の変化％を示している。従って，この急激な下落は，価格の上昇に対する輸入量が

漸次下落することを意味する。而も，1953年には，価格］％の上昇に対し，輸入量O，7％

の減少を示す。

　以上において，輸入に関する諸弾力性値の変化がどの様であったか，そしてこれらは，

どの様な意味を持つものであるかをみた。しかし，これらの変化が，何故に生じ，それが

どの様な効果を齎らしたかについては，より詳細な分析を必要とする。われわれは，今後

主要輸入品目別の諸弾力性値を計測することにより，それらを漸次明らかにしてゆくこと

にする。そうすることにより，わが国の政府が，貿易に対してどの様な努力を示しわが国

の経済の構造をどの様に変化せしめる役割を果したかを，解きあかすことにしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（片　野　担　当）
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第一一図　　輸入に関する主要弾性値の変動
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　X＝経済審議庁，鉱工業綜合生産指数（1934－36＝100）
E　：1）　1949，

　　2）　1950－53，

M　：1）　1949，

　　2）　1950－53，

Pe　：　1）　1949，

　　2）　1950－53，

Pm：　1）　1949，

　　2）　1950－52，

P　：　1）　1949－52，

　　2）　1953，

大蔵省税関部試算，輸出数量指数（1948＝100）

経済審議庁，輸出数量指数（193少》36＝100）

大蔵省税関部試算，輸入量：指数（1948＝100）

経済審議庁，輸入数量：指数（1934～36罵100）

大蔵省税関部試算，輸出物価指数（1948＝100）

経済審議庁，輸出単価指数（1934－36＝100）

大蔵省税関部試算，輸入物価指数（1948三100）

経済審議庁，輸入単価指数（193躯36＝100）

日本銀行総計局，東京卸売物価指数（1948，1＝100）

日本銀行総計局，東京卸売物価指数（1952＝100）
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