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皆
さ
ん
、
は
じ
め
ま
し
て
。
今
、
本
多
先
生
か
ら
過
分
の
紹
介
を

受
け
た
の
で
す
が
、
私
は
、
現
在
は
、
日
本
経
済
史
と
い
う
よ
り
も

地
域
経
済
論
と
い
う
分
野
を
、
本
業
と
し
て
研
究
し
て
い
る
も
の
で

す
。
今
回
、
本
多
先
生
か
ら
の
誘
い
を
受
け
ま
し
て
、
日
本
経
済
史

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
度
立
ち
返
っ
て
、
最
近
の
地
域
経
済
論

的
な
研
究
と
結
合
し
た
場
合
、
ど
う
い
う
歴
史
空
間
像
が
見
え
て
く

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
も
整
理
し
た
く
な
り
、
今
回
の
講

演
を
喜
ん
で
お
引
き
受
け
し
た
次
第
で
す
。

　

最
初
に
、
私
の
研
究
の
履
歴
を
簡
単
に
ご
説
明
し
た
ほ
う
が
、
私

の
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
個

人
史
的
な
年
表
の
よ
う
な
も
の
を
準
備
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
も

と
に
、
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
富
山
県
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
年
に
、

地
理
学
を
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
大
学
の
文
学
部
に
入
り

ま
し
た
。
三
回
生
に
な
る
と
き
に
、
経
済
学
部
に
転
学
部
し
ま
し
た
。

当
時
の
文
学
部
の
地
理
学
は
、
人
文
地
理
学
や
歴
史
地
理
学
が
主
流

で
し
て
、
ど
う
も
自
分
の
関
心
と
合
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
私
の

関
心
は
、
経
済
活
動
の
中
で
地
域
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
く
ら
れ
て

い
く
の
か
、
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
へ
と
向
か
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
そ
れ
が
勉
強
で
き
る
経
済
学
部
に
転
学
部
し
ま
し
た
。
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な
か
で
も
、
地
域
経
済
論
あ
る
い
は
農
業
経
済
論
と
い
う
と
こ
ろ
に

興
味
を
惹
か
れ
ま
し
て
、
農
業
経
済
論
を
担
当
さ
れ
て
い
ま
し
た
中

野
一
新
先
生
（
現
・
大
妻
女
子
大
学
教
授
）
の
ゼ
ミ
に
入
り
、
そ
れ

以
来
、
地
域
研
究
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

修
士
論
文
は
、
一
九
三
〇
年
代
大
恐
慌
に
端
を
発
し
た
時
局
匡
救

事
業
を
扱
い
ま
し
た
。
か
つ
て
宮
本
憲
一
先
生
が
『
社
会
資
本
論
』

の
中
で
、
こ
の
高
橋
財
政
の
ト
ー
タ
ル
な
恐
慌
対
策
が
日
本
の
地
域

開
発
政
策
の
原
型
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
必
ず
し

も
実
証
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
点
を
し
っ
か
り

見
て
み
た
い
と
、
実
証
研
究
を
や
る
中
で
、
講
座
派
の
山
田
盛
太
郎

さ
ん
な
ど
の
理
解
、
す
な
わ
ち
「
半
封
建
的
な
日
本
で
は
、
国
内
市

場
が
狭
隘
で
発
展
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
植
民
地
へ
進
出
し

た
」
と
い
う
理
解
の
仕
方
が
妥
当
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
批
判
的

な
検
討
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
博
士
後
期
課
程
に
入
り
ま
し
て
、
日
本
の
農
村
開
発

史
の
研
究
を
継
続
す
る
一
方
で
、
多
国
籍
企
業
研
究
の
第
一
人
者
で

あ
っ
た
杉
本
昭
七
先
生
の
ゼ
ミ
に
も
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
多

国
籍
企
業
と
地
域
経
済
の
現
状
分
析
に
興
味
を
持
ち
、「
地
域
経
済

の
国
際
化
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
当
時
、
敦
賀
で
原
発
事
故
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
関

係
で
原
子
力
発
電
が
地
域
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
る
か
を
、
建
設

段
階
、
運
転
段
階
、
そ
し
て
事
故
が
お
き
る
過
程
に
分
け
て
、
こ
れ

ら
を
追
跡
し
た
研
究
も
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
初
、
岐
阜
経
済
大
学
に
就
職
い
た
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
の
時
局

匡
救
事
業
以
降
の
農
村
の
開
発
史
を
ま
と
め
て
、『
日
本
資
本
主
義

と
農
村
開
発
』
と
い
う
本
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
こ
の

大
学
で
は
、
地
域
貢
献
と
言
い
ま
す
か
、
現
状
の
地
域
問
題
に
も
関

わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
も
あ
り
ま
し
て
、
現
状
分
析
な
り
地
域

調
査
に
出
か
け
る
機
会
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
調
査
や

現
状
分
析
を
通
し
て
、「
地
域
内
再
投
資
力
」
と
い
う
概
念
に
た
ど

り
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
つ
く
っ
た
言
葉
な
ん
で
す
が
、
地
域

の
経
済
や
社
会
が
構
造
的
に
再
生
産
、
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
突
き
つ
め
て
い
く
と
、
そ
の

地
域
に
存
在
す
る
経
済
主
体
が
繰
り
返
し
再
投
資
す
る
活
動
を
持
続

し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
そ
の
地

域
内
再
投
資
力
の
動
向
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
経
済
の
発
展
あ
る
い

は
衰
退
が
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
話
は
こ
れ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
も
う
一

つ
の
問
題
と
し
て
、
経
済
の
国
際
化
と
の
関
係
で
、
当
時
、
産
業
の
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空
洞
化
現
象
が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
問
題
を

解
く
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
地
理
学
者
で
デ
ビ
ッ
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ

イ
、
あ
る
い
は
マ
ッ
シ
ー
と
い
う
人
た
ち
が
次
々
に
新
し
い
理
論
を

提
示
し
て
い
ま
し
た
。「
構
造
再
編
の
地
理
学
」
と
も
よ
ば
れ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
理
論
か
ら
も
学
び
な
が
ら
、
日
本
の
地

域
経
済
の
現
状
分
析
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
自
治
体
史
の
編
纂
に
関
わ
り
始
め
ま
し
て
、

特
に
四
日
市
市
に
関
し
て
は
、
一
〇
年
以
上
も
か
け
て
、
近
代
か
ら

現
代
に
い
た
る
ま
で
、
ひ
と
つ
の
都
市
に
お
け
る
地
域
産
業
史
を
、

農
業
か
ら
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
工
業
ま
で
含
め
て
、
通
観
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
資
本
蓄
積
論
と
都
市
形
成
と
の
関
係
を
つ

な
い
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
始
め
ま
し
た
。

あ
と
で
例
示
的
な
お
話
を
し
ま
す
が
、
そ
の
多
く
が
こ
の
四
日
市
の

市
史
編
纂
で
得
た
知
見
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

同
じ
頃
、
中
野
一
新
先
生
と
の
関
係
で
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
研

究
を
始
め
ま
し
た
。
多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
が
中
心
に
な
り
ま
す

が
、
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
の
新
し
い
形
態
が
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
起
こ
り
始
め
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
ら
の
動
向
と
日
本
農
業
の

構
造
変
化
を
見
て
い
く
研
究
も
い
た
し
ま
し
た
。

　

京
都
大
学
に
一
九
九
〇
年
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
先
ほ
ど
の
四
日

市
市
史
の
仕
事
を
基
に
し
な
が
ら
、
都
市
形
成
史
と
名
づ
け
た
分
野

に
集
中
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
都
市
の
形
成
を
資
本
蓄
積
論
な
り
、

あ
と
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
物
質
代
謝
論
と
の
関
係
で
見
て
い
こ
う
と

い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
多
国
籍
企
業
論
、
農
業
経
済
論
、
ア
グ
リ

ビ
ジ
ネ
ス
論
を
結
合
し
た
も
の
を
、
有
斐
閣
か
ら
『
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ

ス
論
』
と
い
う
形
で
、
中
野
先
生
た
ち
と
一
緒
に
出
版
い
た
し
ま
し

た
。

　

そ
れ
か
ら
、
現
状
を
構
造
的
に
つ
か
も
う
と
、
有
斐
閣
か
ら
『
国

際
化
時
代
の
地
域
経
済
学
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
地
域
経
済
の
構
造
変
動
の
関
係

を
全
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
意
図
で
書
い
た
も
の
で
す
。
そ

の
関
係
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
番
の
矛
盾
の
集
積
地
が
、
中
山
間

地
域
の
条
件
不
利
地
域
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
調
査
も

行
い
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
長
野
県
の
栄
村
と
い
う
山
村
に
入
っ

た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
大
変
お
も
し
ろ
い
と
い
う
か
、
ユ
ニ
ー
ク

な
地
域
づ
く
り
と
出
会
い
ま
し
た
。
高
橋
彦
芳
村
長
が
、
私
が
地
域

内
再
投
資
力
と
呼
ん
だ
も
の
を
政
策
的
に
育
成
し
、
そ
の
際
に
、
住

民
の
「
実
践
的
住
民
自
治
」
を
と
く
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
地
域
内
再
投
資
力
と
住
民
自
治
と
の
関
係
性

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
、「
地
域
の
こ
と
は
地
域
住
民
自
身
が
考
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え
、
決
定
し
、
行
動
す
る
」
と
い
う
「
地
域
住
民
主
権
」
と
い
う
概

念
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
研
究
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
市

町
村
合
併
問
題
が
、
平
成
の
大
合
併
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
大
き
な

問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

政
府
が
市
町
村
合
併
政
策
を
推
進
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
市
町
村
合
併
で
地
域
が
活
性
化
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
本
当
な
の
か
ど
う
か
を
、
京
都
の
丹
後
地
域

の
調
査
を
行
い
な
が
ら
検
証
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
際
の
概
念
と
し

て
地
域
内
再
投
資
力
を
地
方
自
治
体
論
ま
で
拡
張
し
て
分
析
し
て
み

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
合
併
で
地
域
が
活
性
化
す
る
と
い
う
の
は
幻

想
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
い
た
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
四
日
市
市
以
外
に
、
岐
阜
や
兵
庫
、
あ
る
い
は
彦
根
で
、

自
治
体
史
の
仕
事
を
引
き
続
き
手
が
け
て
き
ま
し
た
が
、
最
新
作
は
、

先
ほ
ど
ご
紹
介
の
あ
り
ま
し
た
『
地
域
づ
く
り
の
経
済
学
入
門
』

（
自
治
体
研
究
社
、
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
や
さ
し
げ
な

表
題
の
本
で
す
。
こ
の
本
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
の
関
係
で
、
今

の
日
本
の
地
域
が
ど
う
い
う
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
戦
時
国
土
計
画
以
来
の
日
本
の
地
域
開
発
政

策
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
上
で
、
逆
に
今
後
の
地
域
づ
く
り
の
方
向

性
と
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
先
ほ

ど
の
地
域
内
再
投
資
力
論
を
軸
に
し
な
が
ら
、
展
開
し
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

い
ろ
ん
な
こ
と
を
バ
ラ
バ
ラ
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
自
身
の
問
題
意
識
と
し
て
は
、

現
代
日
本
の
地
域
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

資
本
蓄
積
の
態
様
が
変
化
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
収
斂
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
地
域
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
産
業
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
け
で
、
実
は
こ
の
よ
う
な
視
角

か
ら
全
体
の
把
握
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
に
は
、
当
然
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
後
の
日
本
の
地
域
の
あ
り

方
を
展
望
し
て
み
た
い
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
報
告
の
課
題
で
あ
り
ま
す
が
、
以
上
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で

の
研
究
か
ら
得
た
着
想
を
、
地
域
形
成
史
論
と
自
分
と
し
て
は
名
付

け
て
み
た
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
考
え
方
の
含
意
を
仮
説
的
に
示
す

と
同
時
に
、
こ
の
視
角
か
ら
日
本
経
済
史
を
捉
え
た
場
合
、
ど
う
い

う
も
の
が
見
え
て
く
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い

ま
す
。
い
わ
ば
、
地
域
経
済
研
究
と
日
本
経
済
史
研
究
の
架
橋
的
作

業
を
仮
説
的
に
提
示
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
あ

く
ま
で
も
こ
れ
は
試
論
で
あ
り
ま
し
て
、
実
証
に
関
し
て
は
、
個
別

的
例
証
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
決
し
て
体
系
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
と
叩
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
非
常
に
あ
り
が
た
い

と
思
い
ま
す
。

Ⅰ　

日
本
資
本
主
義
の
現
局
面
と
経
済
史
研
究
の

　
　

新
た
な
課
題
・
視
点

（
１
）　

い
ま
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
位
置
に
た
っ
て
い
る
の
か

　

最
初
に
、
私
た
ち
は
今
、
一
体
ど
う
い
う
歴
史
的
地
点
に
立
っ
て

い
る
の
か
を
確
認
し
た
上
で
、
日
本
の
経
済
史
研
究
に
何
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
考
え
て
い
る
こ
と
を
提
示
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
〇

年
余
り
の
と
こ
ろ
で
、
日
本
は
か
な
り
大
き
な
構
造
変
化
を
遂
げ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
自
身
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

第
一
に
、「
少
子
化
」「
高
齢
化
」
が
急
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
人
口
が
絶
対
減
少
局
面
に
入
り
ま
し
た
。
二
〇

〇
四
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
日
本
の
人
口
は
減
少
し
は
じ
め
て
い
ま

す
。
高
齢
化
率
も
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
二
〇
％
弱
に
達
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
日
本
平
均
で
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
大
変
高

い
比
率
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
の

国
勢
調
査
で
わ
か
る
年
金
に
依
存
す
る
世
帯
の
比
率
を
見
て
も
、
京

都
府
内
で
は
和
知
町
（
現
・
京
丹
波
町
）
で
五
割
近
く
が
年
金
だ
け

で
生
計
を
し
て
い
る
世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
二
世
帯
に
一
世
帯
が
年
金
世
帯
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
世
帯
が
産
業
人
口
で
あ
る
と
い
う

把
握
の
仕
方
自
体
が
現
実
味
を
帯
び
な
く
な
っ
て
い
る
地
域
が
、
広

が
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

第
二
に
、
人
口
の
流
動
構
造
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
、

国
勢
調
査
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
表
１
は
、
前
回
の
調
査
に
比
べ
て
、
人
口
を
減
ら
し
た
県
の
数

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
並
べ
た
非
常
に
簡
単
な
数

表
で
す
。
こ
の
八
〇
年
間
に
、
人
口
減
少
県
数
が
増
え
る
の
は
、
三

つ
の
時
期
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
一
九
三
五
年
か
ら
四
〇
年
、

こ
の
時
期
は
、
昭
和
一
〇
年
〜
一
五
年
で
、
準
戦
時
期
か
ら
戦
時
体

制
に
入
る
生
産
力
拡
充
期
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
京
浜
工
業
地
帯
で
、

表1　人口減少県数の推移
比較調査年 減少県数
1920～25年 2
1925～30年 0
1930～35年 3
1935～40年 22
1940～47年 3
1947～50年 1
1950～55年 7
1955～60年 26
1960～65年 25
1965～70年 20
1970～75年 5
1975～80年 0
1980～85年 1
1985～90年 18
1990～95年 13
1995～00年 24

（資料）国勢調査
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重
化
学
工
業
化
が
一
気
に
進
ん
で
、
そ
こ
に
男
子
成
年
の
労
働
力
が

東
北
、
あ
る
い
は
北
陸
な
ど
か
ら
大
量
に
流
入
し
ま
し
た
。
こ
う
い

う
戦
時
期
の
言
わ
ば
高
度
成
長
期
で
す
。

　

第
二
の
時
期
が
一
九
五
五
年
〜
七
〇
年
で
あ
り
、
戦
後
の
大
高
度

成
長
期
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
第
三
の
時
期
が
一
九
八
五
年
以
降
で

す
。
こ
の
う
ち
八
五
年
〜
九
〇
年
が
バ
ブ
ル
景
気
の
時
代
で
す
。
こ

の
と
き
は
、｢

東
京
一
極
集
中｣
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
や
は
り

東
京
に
人
が
流
れ
て
、
地
方
の
人
口
減
少
県
数
が
増
え
ま
し
た
。
こ

こ
ま
で
は
大
変
お
も
し
ろ
い
動
き
で
す
。
東
京
を
中
心
と
し
た
大
都

市
圏
で
、
高
度
蓄
積
が
行
わ
れ
れ
ば
、
労
働
力
の
吸
引
力
が
高
ま
っ

て
、
人
口
移
動
が
活
発
に
な
る
。
農
村
圏
の
人
口
は
減
少
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
不
況
期
に
な
る
と
、
そ
れ
が
沈
滞
し
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。
ち
な
み
に
、
一
九
七
五
年
〜
八
〇
年
は
二
回
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
る
構
造
不
況
で
、
人
口
減
少
県
数
は
ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
。
そ

う
い
う
循
環
運
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年

か
ら
あ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
一
九
九
一
年
に
バ
ブ
ル
が
崩
壊
い

た
し
ま
す
が
、
そ
の
後
、
人
口
減
少
県
数
が
減
ら
な
い
、
減
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
九
五
〜
二
〇
〇
〇
年
に
な
り
ま
す
と
、
過
半
数
の
と
こ
ろ

で
人
口
を
減
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
人
口
減
少
を
起

こ
し
て
い
る
地
域
は
、
一
九
八
五
年
か
ら
ず
っ
と
共
通
し
て
お
り
ま

し
て
、
日
本
列
島
周
辺
部
に
あ
た
り
ま
す
。
北
海
道
、
東
北
、
北
陸

か
ら
中
国
、
四
国
、
そ
し
て
南
九
州
で
、
一
九
八
五
年
以
来
、
ず
っ

と
人
口
を
減
ら
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

人
口
増
加
率
そ
の
も
の
は
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
ま
だ
プ
ラ
ス
で
あ

り
ま
し
て
、
自
然
的
要
因
で
は
な
く
て
、
何
ら
か
の
社
会
的
要
因
に

よ
っ
て
、
こ
う
い
う
変
化
が
起
き
て
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
私
は
、

そ
れ
は
、
日
本
経
済
の
国
際
化
、
こ
れ
が
一
九
八
五
年
頃
か
ら
プ
ラ

ザ
合
意
、
あ
る
い
は
八
六
年
の
前
川
レ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
一
気
に
進

ん
だ
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
市
町
村
別
の
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け

て
の
人
口
増
減
を
示
し
た
の
が
、
図
１
で
す
。
黒
い
部
分
が
、
人
口

が
増
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
白
い
と
こ
ろ
が
減
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
県
庁
所
在
地
と
か
大
都
市
圏
周
辺
の
と
こ
ろ
は
黒
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
周
辺
部
で
は
白
い
と
こ
ろ
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
ま

す
。
市
の
う
ち
の
四
七
％
、
町
村
の
う
ち
の
七
三
％
で
人
口
が
減
少

し
て
い
ま
す
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
表
２
に
よ
っ
て
、
あ
る
程

度
の
見
当
が
つ
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
国
勢
調
査
に
よ
っ
て
産
業
別
就
業
人
口
の
一
九
九
〇
年

〜
二
〇
〇
〇
年
の
動
向
を
見
た
も
の
で
す
。
ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の

が
、
総
就
業
人
口
が
、
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
間
に
一
一
六
万
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人
も
絶
対
減
少
し
た
こ
と
で
す
。
戦
後
の
国
勢
調
査
の
中
で
、
総
就

業
人
口
を
減
ら
し
た
の
は
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
す
。
こ
れ
に
は
二

つ
要
因
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
完
全
失
業
率
が
五
％
近
く
ま
で
上
が

っ
た
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
高
齢
化
の
中
で
、
農
業
や
商
業
か

ら
リ
タ
イ
ア
す
る
人
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

第
二
に
、
一
九
九
〇
年
〜
二
〇
〇
〇
年
の
産
業
別
就
業
人
口
の
変

化
を
み
る
と
、
製
造
業
が 

二
四
一
万
人
も
減
ら
し
ま
し
た
。
製
造

　　　　　　　　　　　　表2　日本の産業別就業人口の推移 単位：人
1990 1995 2000 1990－00 増減率 1995－00 増減率

総 数 61,681,642 64,141,544 62,977,960 1,296,318 2.1% ▲ 1,163,584 －1.8%
農 業 3,918,650 3,426,497 2,852,259 ▲ 1,066,391 －27.2% ▲ 574,238 －16.8%
林 業 107,500 85,824 67,153 ▲ 40,347 －37.5% ▲ 18,671 －21.8%
漁 業 365,131 307,528 253,097 ▲ 112,034 －30.7% ▲ 54,431 －17.7%
鉱 業 63,381 60,597 53,607 ▲ 9,774 －15.4% ▲ 6,990 －11.5%
建 設 業 5,842,027 6,630,578 6,289,765 447,738 7.7% ▲ 340,813 －5.1%
製 造 業 14,642,678 13,556,253 12,227,685 ▲ 2,414,993 －16.5% ▲ 1,328,568 －9.8%
電気・ガス・熱
供給・水道業 333,614 364,183 351,347 17,733 5.3% ▲ 12,836 －3.5%

運輸・通信業 3,675,718 3,890,110 3,902,280 226,562 6.2% 12,170 0.3%
卸売・小売業，
飲 食 店 13,801,675 14,618,405 14,318,544 516,869 3.7% ▲ 299,861 －2.1%

金融・保険業 1,969,207 1,974,508 1,758,264 ▲ 210,943 －10.7% ▲ 216,244 －11.0%
不 動 産 業 691,590 707,149 747,203 55,613 8.0% 40,054 5.7%
サービス業 13,886,738 15,932,490 17,263,876 3,377,138 24.3% 1,331,386 8.4%
公務（他に分類
されないもの） 2,062,814 2,155,214 2,143,165 80,351 3.9% ▲ 12,049 －0.6%

分類不能の産業 320,919 432,208 749,715 428,796 133.6% 317,507 73.5%
（資料）国勢調査

図1　市町村別人口増加率（1995～2000年）

（資料）国勢調査
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業
は
、
一
九
九
〇
年
時
点
で
就
業
人
口
が
最
も
多
い
第
一
位
産
業
で

し
た
。
こ
れ
が
わ
ず
か
一
〇
年
の
間
に
第
三
位
産
業
に
転
落
い
た
し

ま
す
。
代
わ
り
に
第
一
位
産
業
に
な
り
ま
し
た
の
が
、
サ
ー
ビ
ス
業

で
、 

三
三
八
万
人
増
え
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
情
報
サ
ー

ビ
ス
業
と
医
療
・
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
で
し
た
。

  

第
三
に
、
農
林
漁
業
の
就
業
人
口
の
減
少
率
が
、
軒
並
み
三
〇
％

か
ら
四
〇
％
近
く
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

高
度
経
済
成
長
期
を
上
回
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
大
規

模
な
産
業
構
造
の
変
動
が
起
き
た
わ
け
で
す
。

　

い
わ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
も
の
づ
く
り
産
業
が
大
き

く
後
退
し
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
一
気
に
進
行
し
た
わ
け
で
す
が
、

こ
の
う
ち
農
林
漁
業
と
製
造
業
に
依
拠
し
て
い
た
地
域
が
、
地
方
の

郡
部
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
地
域
産
業
が
衰
退
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
口
を
再
生
産
す
る
経
済
力
が
失
わ
れ
、
図
１
で
示
し
た

よ
う
な
人
口
減
少
市
町
村
の
広
が
り
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
２
）　

地
域
経
済
衰
退
の
原
因
は
何
か
〜
「
二
重
の
国
際
化
」
の
進
行
〜

　

以
上
の
よ
う
な
産
業
構
造
の
大
き
な
転
換
を
推
し
進
め
た
の
が
、

先
ほ
ど
指
摘
し
た
国
際
化
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の

際
、
私
は
「
二
重
の
国
際
化
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
一

つ
は
資
本
蓄
積
そ
の
も
の
が
海
外
直
接
投
資
と
い
う
形
で
国
際
化
し

た
こ
と
で
す
。
図
２
を
見
る
と
、
特
に
自
動
車
を
中
心
と
し
た
輸
送

機
械
が
急
激
に
海
外
生
産
比
率
を
上
げ
ま
し
て
、
二
〇
〇
二
年
度
で

は
五
〇
％
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
現
時
点
で
は

五
〇
％
を
超
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
電
気
機
械

も
そ
の
あ
と
に
続
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
二
大
業
種
の
工
場
は
、
実
は
八
〇
年
代
前
半
ま
で
は
東

北
や
九
州
に
、
分
工
場
と
し
て
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
工

場
を
閉
鎖
し
な
が
ら
、
中
国
あ
る
い
は
欧
米
に
展
開
し
て
い
っ
た
わ

け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
工
場
閉
鎖
に
よ
っ
て
失
業
率
が
高
ま
っ
た
り
、

下
請
企
業
が
廃
業
し
た
り
し
て
、
地
域
産
業
の
空
洞
化
が
進
行
し
た

わ
け
で
す
。
他
方
で
、
海
外
投
資
収
益
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
売
上

高
を
示
し
た
の
が
図
３
で
す
。
東
京
に
海
外
売
上
高
の
七
割
が
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
大
阪
と
愛
知
を
い
れ
ま
す
と
九
割

が
大
都
市
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

第
二
の
国
際
化
は
、「
政
策
的
国
際
化
」
と
呼
べ
る
も
の
で
す
。

一
九
八
六
年
の
前
川
レ
ポ
ー
ト
以
来
、
政
策
的
な
面
で
の
「
国
際
協

調
」
が
進
行
し
ま
し
た
。
そ
の
典
型
が
、
コ
メ
を
含
む
農
産
物
の
輸

入
自
由
化
政
策
で
す
。
結
果
、
図
４
の
よ
う
に
、
農
産
物
輸
入
が
バ
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ブ
ル
崩
壊
後
の
九
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
右
肩
上
が
り
で
増
加
し
て

い
き
ま
し
た
。
逆
に
、
国
内
農
業
総
産
出
額
は
、
八
五
年
度
を
一
〇

〇
と
す
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
度
に
は
七
八
ぐ
ら
い
に
落
ち
て
き
て
い

ま
す
。
日
本
の
穀
物
自
給
率
は
、
今
や
二
八
％
と
な
り
、
先
進
国
中

最
低
で
あ
り
ま
す
。

　

農
産
物
と
同
様
、
中
小
企
業
が
多
く
つ
く
る
中
小
企
業
性
製
品
を

積
極
的
に
輸
入
す
る
政
策
が
採
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
京

都
や
大
阪
の
事
業
所
が
激
減
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
事
業
所
の
減
少

率
が
九
〇
年
代
後
半
に
一
番
大
き
か
っ
た
の
が
大
阪
府
で
、
次
が
京

都
府
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
繊
維
関
係
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
二

重
の
国
際
化
」
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
地
方
の
地
域
経
済
を
支
え
て

き
た
製
造
業
と
農
林
漁
業
が
、
こ
の
間
、
産
業
と
し
て
大
き
く
崩
壊

す
る
過
程
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
地
域
で
人
口
を
支

え
る
力
、
人
口
扶
養
力
が
低
下
し
、
人
口
減
少
自
治
体
が
広
が
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
就
業
構
造
の
側
面
で
は
、
就
業
の
不
安
定
化
と
い
う
事

態
が
進
行
し
ま
し
た
。
正
規
雇
用
を
大
幅
に
減
ら
し
て
、
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
、
そ
し
て
派
遣
、
請
負
と
い
っ
た
非
正
規
雇
用
を
増
や

し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の

間
に
、
正
規
雇
用
が
三
九
九
万
人
も
減
少
し
た
の
に
対
し
、
非
正
規
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雇
用
は
三
六
二
万
人
の
増
加
を
み
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、
就
業

者
総
数
は
減
少
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
間
、
青
年
層
の
完
全
失

業
率
が
一
〇
％
台
に
グ
ッ
と
上
が
っ
た
ほ
か
、
外
国
人
労
働
者
が
増

加
し
、
新
た
な
社
会
問
題
を
生
み
出
す
に
い
た
り
ま
し
た
。

　

資
本
蓄
積
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
地
域
経
済

の
不
均
等
発
展
を
拡
大
し
ま
し
た
。
図
５
は
、
各
都
道
府
県
の
第
一

次
、
第
二
次
、
第
三
次
産
業
に
占
め
る
生
産
額
の
シ
ェ
ア
と
法
人
所

得
金
額
シ
ェ
ア
を
示
し
た
も
の
で
す
。
東
京
都
が
、
全
法
人
所
得
金

額
の
四
三
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
第
三

次
産
業
の
比
重
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
方
へ

の
分
工
場
や
大
型
店
の
展
開
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
富
の

多
く
が
、
東
京
都
に
集
中
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
海

外
へ
の
投
資
利
益
や
海
外
売
上
高
が
集
中
す
る
こ
と
が
加
わ
り
、
東

京
一
極
集
中
が
拡
大
し
た
と
い
え
ま
す
。
地
方
の
県
で
は
、
生
産
額

シ
ェ
ア
を
は
る
か
に
下
回
る
よ
う
な
法
人
所
得
シ
ェ
ア
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
形
で
地
域
経
済
の
不
均
等
発
展
が
、
か
な
り
の

程
度
で
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
九
〇
年
代
の
大
き
な
特

徴
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

（
３
）　

地
域
社
会
の
荒
廃
、
人
間
の
生
存
条
件
の
不
安
定
化
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同
時
に
、
地
域
社
会
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
示

す
い
く
つ
か
の
指
標
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
が
、
社
会
的
犯
罪
の
急
増

で
す
。
最
近
も
、
小
学
校
一
年
生
が
二
人
連
続
で
殺
さ
れ
て
い
た
と

い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
刑
事
法
犯
罪
の
認
知
件
数
が
、

二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て
二
八
〇
万
件
に
達
し
、
昭

和
後
期
の
ほ
ぼ
二
倍
の
数
値
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
大
阪
府

が
、
人
口
当
た
り
刑
事
法
犯
罪
認
知
件
数
が
最
も
高
い
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
自
殺
の
問
題
で
す
。
七
年
連
続
三
万
人
以
上
の
自
殺

と
な
っ
て
い
ま
す
。
人
口
当
た
り
自
殺
者
数
（
自
殺
率
）
は
、
先
進

国
中
、
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
地
域
を
除
き
ま
す
と
、
世
界
最
高
で
す
。

県
で
み
る
と
、
一
番
高
い
の
は
秋
田
県
で
す
。
こ
れ
に
岩
手
県
、
そ

し
て
青
森
県
が
続
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
北
東
北
に
位
置
し
、
進
出
企

業
の
撤
退
と
地
場
産
業
の
崩
壊
、
コ
メ
の
輸
入
自
由
化
と
低
米
価
政

策
に
よ
っ
て
製
造
業
と
農
林
業
が
駄
目
に
な
っ
て
い
っ
た
地
域
で
あ

り
、
中
高
年
男
性
の
経
済
生
活
問
題
を
理
由
に
し
た
自
殺
者
が
多
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

さ
ら
に
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
人
間
の
生
存
条
件
の

危
機
が
深
化
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
災
害

の
続
発
で
す
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
大
震
災
以
降
、
日
本
列
島
は
、

地
震
の
活
動
期
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
昭
和
後

期
と
比
べ
る
と
、
集
中
豪
雨
災
害
発
生
頻
度
が
二
倍
に
増
え
て
い
ま

す
。
災
害
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
起
こ

る
わ
け
で
あ
り
、
人
間
が
い
な
け
れ
ば
起
こ
ら
な
い
問
題
で
す
。
こ

れ
ま
で
の
社
会
的
な
矛
盾
と
自
然
の
動
き
が
結
合
し
た
形
で
、
高
齢

者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
集
中
し
た
形
で
災
害
現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
と
り
わ
け
、
水
害
に
つ
い
て
い
え
ば
地
球
温
暖
化
問
題
と
の
関

連
が
深
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
災
害
問
題
が
増
加
し
た
り
、
深
刻
化
し
て
き
て
い
る
問
題
を

ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
私
の
問
題
意
識
で
す
。

　

第
二
に
、
日
本
経
済
の
再
生
産
の
仕
方
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
近

年
、
国
際
収
支
構
造
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
図
６
は
、

日
本
の
経
常
収
支
の
動
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
貿
易
黒
字
が

常
態
化
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
貿
易
収
支
を
、
二
〇
〇
一
年
に
一

瞬
追
い
越
し
た
勘
定
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
所
得
収
支
で
す
。
海
外

へ
の
投
資
の
純
収
益
が
、
貿
易
黒
字
を
一
瞬
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。
こ
の
あ
と
、
中
国
へ
の
輸
出
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
再
び

差
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
上
半
期
の
デ
ー
タ

を
見
ま
す
と
、
所
得
収
支
が
貿
易
収
支
を
は
る
か
に
超
え
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
型
の
国
際
収
支
構
造
へ
と
、
だ
ん
だ
ん

変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
度
経
済
成
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長
期
以
来
つ
く
ら
れ
て
き
た
日
本
の
食
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
達
構

造
が
、
大
き
な
転
換
点
に
突
き
当
た
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、
貿
易
黒
字
を
生
み
出
し
て
、
翌
年
の
食
料
と
石
油

を
輸
入
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
国
内
の
農
業
生
産
を
縮

小
し
、
石
油
や
石
炭
生
産
か
ら
撤
退
す
る
と
い
う
政
策
を
、
日
本
の

場
合
、
高
度
経
済
成
長
期
以
来
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
へ
の
動
き
を
見
る
と
、

二
〇
〇
〇
年
の
貿
易
黒
字
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
の
食
料
農
産
物
、

原
材
料
用
農
産
物
、
石
炭
・
石
油
な
ど
の
鉱
物
性
燃
料
を
、
買
い
き

れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
事
態
は
、
お

そ
ら
く
今
後
、
さ
ら
に
拡
大
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
投
資
国
家
」
化
の
道
を
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、

「
投
資
国
家
」
の
代
表
格
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
を
見
る
と
、

穀
物
自
給
率
は
ど
ち
ら
も
一
〇
〇
％
を
超
え
て
い
ま
す
。
石
油
に
関

し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
北
海
に
油
田
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、
ア
メ
リ

カ
は
テ
キ
サ
ス
に
油
田
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
だ
け
が
、
食
料
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
盤
な
し
に
「
投
資
国
家
」
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で

い
る
状
況
で
す
。

　

こ
う
い
う
や
り
方
で
果
た
し
て
持
続
的
な
発
展
が
で
き
る
の
か
ど
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う
か
と
い
う
点
が
、
今
、
非
常
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
在
の
小
泉
「
構
造
改
革
」
は
、
さ
ら
に

「
投
資
国
家
」
化
し
て
い
く
と
い
う
方
向
を
追
求
し
て
い
ま
す
。「
グ

ロ
ー
バ
ル
国
家
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
経
団
連

が
つ
く
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
多
国
籍
企
業
を
応
援
す
る
よ
う

な
国
家
の
制
度
、
あ
る
い
は
政
策
枠
組
み
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

提
言
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
橋
本
内
閣
が
受
け
入

れ
、
小
泉
内
閣
が
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ

ム
、
公
共
部
門
が
大
き
く
解
体
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
問
題
も
生
じ

て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
近
代
国
家
の
枠
組
み
自
体
が
大
き
な

変
貌
を
遂
げ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
中

小
企
業
施
策
も
農
業
施
策
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
国

家
的
に
保
護
し
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
を
崩
し
ま
し
た
。「
選
択
と

集
中
」
と
い
う
こ
と
で
、
ご
く
一
部
の
少
数
の
農
家
、
企
業
だ
け
を

支
援
す
る
形
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
う
一
連
の
事
態
を
、
一
体
ど
う
い
う
形
で
経
済
史
的
に
捉

え
た
ら
い
い
の
か
が
、
大
き
な
研
究
課
題
と
し
て
登
場
し
て
い
る
よ

う
に
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
論

点
提
起
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
４
）　

新
た
な
研
究
課
題
・
視
点
の
要
請

　

一
つ
は
、
資
本
蓄
積
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
現
代
資
本
主

義
の
姿
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
山
田
盛
太
郎
さ
ん
が
『
日
本
資
本
主

義
分
析
』
で
念
頭
に
置
い
た
「
国
民
経
済
」
や
「
民
族
国
家
」
と
い

う
枠
組
み
、
こ
れ
自
体
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
の
間
の
輸
入
促
進
政
策
や
海
外
直
接
投
資
政
策
は
、

ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
摩
擦
の
解
消
を
図
る
た
め
に
政
策
協
調
的
に
行

っ
て
き
た
政
策
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
際
に
、
在
日
米
国
商

工
会
議
所
が
提
案
し
た
も
の
を
受
入
れ
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
日
本

経
団
連
の
役
員
の
中
に
外
資
系
企
業
の
代
表
者
が
多
く
入
っ
て
き
て

い
ま
す
。
と
て
も
「
国
民
国
家
」
や
「
民
族
国
家
」
と
い
え
な
い
国

家
政
策
の
立
案
、
執
行
過
程
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
一
年
の
日
本
か
ら
の
海
外
投
資
額
を
、
外
国
資
本
に

よ
る
日
本
へ
の
対
内
投
資
額
が
上
回
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
日
本
か
ら
は
海
外
に
出

る
一
方
で
、
入
っ
て
く
る
投
資
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
が
今
、
逆
転
し
ま
し
て
、
直
接
投
資
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
お
そ
ら
く
国
家
の
内
実
も
、
そ
の
政
策
の
経
済

基
盤
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
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国
民
国
家
論
的
な
枠
組
み
で
説
明
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ

ろ
が
、
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
現
代
に

も
通
じ
る
国
家
論
の
豊
富
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

第
二
に
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
い
く
と
、
世
界
経
済
の
中

に
お
け
る
日
本
の
資
本
主
義
の
歴
史
的
位
置
を
ど
う
定
め
る
か
と
い

う
問
題
に
つ
な
が
り
ま
す
。
山
田
盛
太
郎
さ
ん
の
発
想
で
い
き
ま
す

と
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
を
一
つ
の
典
型
と
し
て
お
い
て
、
そ
こ
か

ら
い
か
に
遅
れ
て
い
る
か
、
歪
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
日
本

の
戦
前
の
資
本
主
義
の
位
置
を
規
定
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
日

本
資
本
主
義
は
先
ほ
ど
来
述
べ
て
き
た
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
遂

げ
て
い
く
の
で
す
が
、
他
方
で
中
国
あ
る
い
は
多
く
の
途
上
国
が
、

ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
の
交
流
を
背
景
に
、
資
本
主
義
経
済
と
し
て
成

長
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
位
置
が
か
な
り
可
変
的
に

な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
史
的
な
資
本
主
義
の

不
均
等
発
展
の
中
で
、
日
本
の
資
本
主
義
の
位
置
を
ど
の
よ
う
に
定

め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
、
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

第
三
に
、
先
ほ
ど
、
高
齢
化
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
も
人

口
が
絶
対
的
な
減
少
過
程
に
入
り
、
人
口
縮
小
再
生
産
の
局
面
に
移

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、
日
本
は
、
戦
時
期
を
除
く
と
、

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
で
す
。
現
時
点
の
人
口
縮
小
再
生
産
過

程
を
見
る
と
、
人
口
論
的
な
視
点
な
り
、
世
代
交
代
論
的
な
視
点
が
、

重
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

第
四
に
、
産
業
論
的
視
点
の
限
界
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
人
口
の
高
齢
化
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
す
が
、
労
働
力
人

口
が
減
っ
て
い
く
中
で
、
高
齢
者
が
増
え
て
い
く
、
年
金
世
帯
が
増

え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
生
活
過
程
の
問
題
と
、
産
業
・
生
産
活

動
の
問
題
と
の
関
係
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
経
済
史
研
究
の
主
流
で
あ
る
産
業

論
分
野
だ
け
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
と
、
日
本
の
今
の
経
済
構
造

な
り
人
口
構
造
を
捉
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で

す
。
さ
ら
に
社
会
的
犯
罪
の
増
加
と
か
自
殺
者
の
増
加
、
こ
れ
ら
の

社
会
的
な
荒
廃
と
い
う
問
題
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
も
、

出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

第
五
に
、
公
害
論
、
災
害
論
、
環
境
問
題
、
食
料
問
題
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
と
い
う
問
題
群
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
貨
幣
的
な
価
値
べ
ー
ス
で
は
、
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
素
材
論
的
な
視
点
に
よ
っ
て
、

物
質
循
環
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
人

間
社
会
と
接
触
す
る
と
き
、
い
か
な
る
問
題
を
生
み
出
す
か
と
い
う
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こ
と
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
人
間
が
存
在
す
る
た
め
の
基
礎
条
件
で
も
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
う
い
う
視
点
も
経
済
史
研
究
に
取
り
入
れ
て
、
さ
ら
に

高
く
、
広
い
見
地
か
ら
、
経
済
活
動
を
自
然
環
境
の
中
で
再
把
握
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

第
六
に
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
国
家
や
地
方
自
治
体
の
行

財
政
、
あ
る
い
は
各
種
政
策
の
展
開
過
程
と
、
日
本
の
資
本
蓄
積
の

経
済
過
程
、
こ
れ
と
の
関
連
性
を
よ
り
明
確
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
際
に
、
労
働
運
動
史
と
か
農
民

運
動
史
、
こ
れ
ら
の
研
究
も
日
本
に
お
い
て
は
最
近
は
あ
ま
り
、
な

さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

都
市
社
会
運
動
と
か
環
境
運
動
も
含
め
た
人
間
社
会
の
主
体
形
成
と

い
う
問
題
も
併
せ
て
、
歴
史
的
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、
こ
の
間
の
市
町
村
合
併
問
題
で
、
住
民
投
票
条
例

の
制
定
を
直
接
請
求
す
る
運
動
が
大
変
な
勢
い
で
広
が
り
ま
し
た
。

三
二
〇
〇
あ
る
市
町
村
の
う
ち
、 

四
三
〇
近
く
で
住
民
投
票
が
実
現

し
て
い
ま
す
。
議
会
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
合
わ
せ
る

と
、
全
国
の
八
〇
〇
自
治
体
余
り
で
直
接
請
求
運
動
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
自
治
体
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
住
民
の
自
治
意
識
の
高
ま
り
は
無

視
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
運
動
も
含
め
て
、
経
済

史
研
究
の
観
点
の
中
に
入
れ
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

  

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
地
域
論
的
視
点
と
い
う
も
の
が

優
位
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
地
域
に
は
、

人
間
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
経
済
主
体
、
あ
る
い
は
政
策
主
体
、

そ
し
て
自
然
環
境
が
、
総
体
と
し
て
有
機
的
に
結
合
さ
れ
た
形
で
存

在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
関
係
を
歴
史
的
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
関
連
づ
け

る
と
い
う
こ
と
が
、
今
、
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
、
私
は
地
域
形
成
史
論
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
以
下
で
は
、
こ
の
地
域
形
成
史
論
の
フ
レ
ー
ム
を
試
論
的
に

示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

地
域
形
成
史
論
の
フ
レ
ー
ム

（
１
）　

地
域
と
は
何
か

　

で
は
、
私
の
考
え
て
い
る
地
域
と
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
、
地
域
と
い
う
言
葉
は
、
い
ろ
い
ろ
な

捉
え
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
く
狭
い
と
こ
ろ
で
は
、
集
落
と
か
、

街
区
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
Ｅ
Ｕ
地
域
ま
で
入
る
わ
け
で
す
。
私
は
、

本
源
的
に
は
、
固
有
の
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
人
間
の
生
活
領
域
が
、
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本
源
的
な
意
味
で
の
地
域
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
間
と

い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
限
り
、
必
ず
労
働
主
体
と
し
て
自
然
に
働

き
か
け
て
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
関
係
を
展
開
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
源
的
な
意
味
で
の
経
済
活
動
で
あ
り
、
そ
の

範
域
は
、
原
始
時
代
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
歩
行
圏
と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

人
間
の
経
済
活
動
は
、
生
産
力
を
高
め
る
な
か
で
、
そ
の
活
動
領

域
を
ど
ん
ど
ん
拡
張
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

特
に
資
本
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
、
資
本
の
活
動
領
域
は
、
グ
ロ

ー
バ
ル
な
規
模
で
国
際
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
資
本
蓄
積
か

ら
み
た
活
動
領
域
と
し
て
地
域
は
再
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

他
方
で
、
人
間
の
生
活
領
域
は
、
電
車
や
自
動
車
を
使
っ
た
と
し
て

も
、
資
本
の
経
済
活
動
の
領
域
と
比
べ
れ
ば
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
ま

す
。
と
り
わ
け
高
齢
者
に
な
る
と
さ
ら
に
狭
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ

う
な
り
ま
す
と
、
人
間
の
生
活
領
域
と
資
本
の
活
動
領
域
と
の
乖
離
、

あ
る
い
は
対
立
が
激
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
最
も
激
し
い
段
階
が
、
現
在
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
資
本
が
、
自
ら
生
ま
れ

育
っ
た
地
域
、
あ
る
い
は
国
を
捨
て
て
、
海
外
へ
出
て
い
く
こ
と
で
、

失
業
率
が
高
ま
り
、
産
業
空
洞
化
が
広
が
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
究

極
の
空
間
的
な
意
味
で
の
労
働
疎
外
が
現
象
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
２
）　

地
域
の
階
層
性

　

さ
ら
に
、
地
域
と
い
う
の
は
、
も
う
一
方
で
は
、
階
層
性
を
帯
び

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
自
然

の
階
層
性
と
よ
く
似
た
構
造
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
然

の
階
層
性
と
言
い
ま
す
の
は
、
例
え
ば
原
子
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の

は
素
粒
子
で
す
。
素
粒
子
は
素
粒
子
と
し
て
の
運
動
を
し
て
い
ま
す
。

原
子
は
原
子
と
し
て
の
運
動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
原
子
が
つ
く
っ

て
い
る
分
子
は
、
分
子
と
し
て
独
自
の
運
動
を
し
て
い
ま
す
。
あ
る

い
は
、
そ
れ
を
結
合
し
た
タ
ン
パ
ク
質
や
生
命
体
、
さ
ら
に
最
上
位

の
地
球
と
か
天
体
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
運
動
を
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
階
層
ご
と
に
運
動
法
則
は
違
う
も
の
の
、
素
粒
子
と
い
う
一
番

基
礎
的
な
も
の
の
運
動
な
し
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
は
存
在
し
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
地
域
も
、
最
も
基
礎
的
な
単
位
は
生
活
領

域
と
し
て
の
地
域
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
積
み
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

例
え
ば
市
町
村
や
大
阪
府
、
さ
ら
に
関
西
圏
と
い
う
経
済
圏
が
あ
る

程
度
構
造
的
な
関
連
性
を
持
っ
た
形
で
積
層
し
な
が
ら
存
在
し
ま
す
。

そ
し
て
、
日
本
と
い
う
単
位
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
単
位
、
そ
し
て
地
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球
規
模
と
い
う
形
で
、
階
層
性
を
帯
び
て
存
在
し
て
い
る
と
捉
え
る

わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
経
済
地
理
学
の
分
野
で
矢

田
俊
文
さ
ん
の
議
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
地
域
経

済
と
い
う
も
の
が
単
位
組
織
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
経
済
の
中

で
の
地
域
的
分
業
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の

地
域
経
済
が
ジ
グ
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
一
つ

の
日
本
経
済
が
で
き
て
い
る
。
日
本
経
済
と
同
じ
よ
う
に
各
国
経
済

が
パ
ズ
ル
の
部
品
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で

世
界
経
済
が
で
き
て
い
る
と
い
う
、
非
常
に
平
板
な
つ
か
み
方
で
す
。

私
は
、
そ
れ
は
違
う
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
階
層
性
を
帯
び
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
階
層
を
結
合
し
て
、
締
め
つ
け
て
い
る
主
体

と
し
て
、
資
本
と
国
家
の
経
済
活
動
と
政
策
活
動
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
資
本
蓄
積
の
領
域
が
拡
大
す
る
過

程
で
、
権
力
が
及
ぶ
政
治
空
間
な
り
公
共
空
間
の
範
囲
も
変
わ
っ
て

い
く
。
Ｅ
Ｕ
統
合
は
一
つ
の
例
で
す
し
、
日
本
で
今
、
行
わ
れ
て
い

る
自
治
体
の
合
併
あ
る
い
は
道
州
制
導
入
へ
の
動
き
も
、
そ
う
い
う

も
の
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

わ
け
で
す
。

（
３
）　

人
間
と
自
然
の
物
質
代
謝
関
係
を
基
礎
に
お
い
た
都
市
・
農
村
区

分
の
規
定
性

　

次
に
、
以
上
の
よ
う
な
地
域
の
規
定
を
行
っ
た
上
で
、
都
市
と
農

村
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
デ
ビ
ッ
ド
・

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
『
都
市
の
資
本
論
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
も
は
や

都
市
と
農
村
の
二
区
分
論
は
古
い
と
い
う
よ
う
な
否
定
論
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
現
代
で
は
、
す
べ
て
の
現
象
が
都
市
化
し
て
き
て
し
ま

っ
て
い
る
。
土
地
所
有
も
す
べ
て
金
融
資
産
と
し
て
金
融
資
本
化
し

て
い
る
と
い
う
掴
み
方
で
理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
は

誤
り
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

大
都
市
の
住
民
も
、
生
命
体
と
し
て
の
人
間
と
い
う
存
在
か
ら
解

放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
食
料
や

水
・
空
気
を
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、
現
代

の
日
本
で
は
、
そ
れ
ら
を
国
内
の
農
村
か
ら
取
る
量
が
減
っ
て
い
る

た
め
、
海
外
の
ア
メ
リ
カ
や
中
国
の
農
村
か
ら
食
料
を
調
達
し
て
、

よ
う
や
く
人
間
と
し
て
の
再
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
す
。
逆

に
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
「
人
間
自
然
」
や
「
土
地
自
然
」
の

破
壊
的
行
為
が
、
単
に
一
国
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
規
模
で
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
と
捉
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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（
４
）　

資
本
蓄
積
と
地
域
形
成

　

地
域
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
資

本
蓄
積
論
と
の
関
係
で
捉
え
た
場
合
、
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
今

批
判
し
ま
し
た
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
「
都
市
形
成
論
」
で

す
。
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
都
市

形
成
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
歴
史
的
な
発
生
過
程
を
指
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
日
々
の
資
本
蓄
積
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　

彼
は
、「
都
市
を
形
成
す
る
の
は
資
本
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て

い
ま
す
。
彼
は
、
都
市
の
構
造
的
物
的
要
素
が
、
道
路
や
鉄
道
な
ど

土
地
に
固
定
さ
れ
た
資
本
だ
け
で
は
な
く
て
、
住
宅
や
学
校
、
工
場
、

商
店
も
投
資
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら

を
土
地
に
固
定
さ
れ
た
建
造
環
境
で
あ
る
と
い
う
摑
み
方
を
し
ま
す
。

建
造
環
境
は
、
自
然
環
境
に
対
し
て
、
人
工
的
に
建
造
さ
れ
た
環
境

で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
建
造
環
境
に

は
、
生
産
の
た
め
の
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
生
活
の
た
め
の
も
の
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
資
本
蓄
積
と
い
う
の
は
、
資
本
家
階

級
と
労
働
者
階
級
と
い
う
階
級
関
係
の
再
生
産
を
意
味
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
階
級
は
、
あ
る
特
定
の
都
市
空
間
で
生
活
し
て
い
る
わ
け
で

す
の
で
、
階
級
の
人
間
と
し
て
の
再
生
産
を
維
持
す
る
た
め
の
社
会

的
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
、
学
校
、
警
察
、
あ
る
い
は
保
健
施

設
、
こ
う
い
う
も
の
も
投
資
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
形
で
、
都
市
計
画
と
い
う
も
の
が
作
ら

れ
、
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
時
代
の
生
産
力
に
合
っ

た
都
市
計
画
が
作
ら
れ
、
新
た
な
蓄
積
段
階
に
な
る
と
そ
れ
が
改
変

さ
れ
て
い
く
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
都
市

計
画
に
基
づ
く
建
造
環
境
の
形
成
や
社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
の
建
設
、
維
持
の
財
源
は
、
基
本
的
に
は
資
本
・
賃
労
働
関
係

か
ら
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
余
剰
資
本
が
資
本
市
場
や
徴
税
機
構
に
よ

っ
て
吸
引
さ
れ
、
調
達
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
資
本
の
循
環
運
動
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、

国
家
や
都
市
自
治
体
の
存
在
と
機
能
を
位
置
づ
け
る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
は
、
当
然
、
資
金
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
っ
て
、
階
級
闘
争

が
展
開
し
ま
す
。
彼
は
、
職
場
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
、
地
域
に
お

い
て
「
転
置
」
し
た
も
の
と
し
て
住
民
運
動
を
捉
え
て
い
ま
す
。
私

は
、
こ
の
議
論
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
拡
張
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
議
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
問

題
点
も
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
一
国
が
一
つ
の
都
市
で
成
り
立
っ
て

い
る
か
の
よ
う
な
資
本
循
環
モ
デ
ル
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
先

ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
農
村
と
の
関
係
を
見
て
い
な
い
と
い
う
問
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題
が
あ
り
ま
す
。

　

第
二
に
、
一
国
の
中
で
も
、
大
都
市
と
小
都
市
と
の
関
係
が
あ
る

は
ず
な
ん
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
都
市
間
関
係
を
解
け
な
い
と
い
う

問
題
も
あ
り
ま
す
。

　

第
三
に
、
各
都
市
が
持
っ
て
い
る
外
形
的
あ
る
い
は
内
的
な
個
性

の
把
握
を
ど
う
い
う
形
で
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

も
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
資
本
循
環
論
の
と
こ
ろ
に
焦
点
を
あ
て
て
い

ま
す
の
で
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
資
本
蓄
積
の
進
行
に
伴
う
産
業
構
造
の
転
換
や
都
市

空
間
の
変
貌
と
の
関
係
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
都
市
形
成
論
か
ら
地
域
形
成
史
論
へ
拡
張
し
て
み
ま
す

と
、
都
市
だ
け
で
な
く
農
村
も
ま
た
、
実
は
資
本
蓄
積
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
な
が
ら
、
形
成
あ
る
い
は
再
編
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
都
市
と
農
村
と
の
関
係
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
都
市
で
必
要
な
農
産
物
の
需
要
と
い
う
の
は
、
時
代
と
と
も
に

変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
都
市
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
近
郊
農

業
に
野
菜
や
酪
農
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
形
で
、
土
地
利
用
の
形
態

が
変
わ
り
ま
す
し
、
圃
場
や
用
水
路
、
道
路
、
農
機
具
な
ど
も
整
備

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
資
本
の
形
成
物
で
す
。
こ
う

い
う
も
の
と
結
合
し
な
が
ら
、
農
業
の
生
産
形
態
も
変
わ
っ
て
く
る

し
、
当
然
、
農
村
の
外
形
的
な
構
造
、
あ
る
い
は
内
部
的
な
構
造
も

変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
資
本
蓄
積
、
こ
れ
は
経
済
的
再
生
産
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
態
様
と
空
間
的
な

広
が
り
が
、
地
域
形
成
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
地
域
形
成
の
要
素
と
し
て
は
、
自
然
環
境
の
ほ
か
、
建
造
環

境
、
社
会
環
境
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
時
代
の
資
本
蓄
積
は
、
一
定
地

域
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
環
境
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
同
時
に
、
国

土
内
の
都
市
・
農
村
関
係
と
い
う
、
よ
り
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
階
層
に
お

け
る
空
間
、
地
域
の
構
造
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

次
に
、
そ
の
な
か
で
個
々
の
都
市
、
あ
る
い
は
農
村
に
お
け
る
地

域
的
な
個
性
は
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
る
の
か

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
基
本
的
に
は
当
該
地
域
に

お
け
る
自
然
環
境
や
地
理
的
位
置
に
加
え
て
、
歴
史
的
に
継
承
さ
れ

た
住
民
の
生
活
様
式
が
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
資
本
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
域
の
特
定
の
時
代
に

お
け
る
主
要
産
業
の
素
材
的
特
性
が
規
定
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

つ
ま
り
、
紡
績
産
業
が
主
軸
だ
っ
た
場
合
と
、
重
化
学
工
業
の
鉄
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鋼
業
が
主
軸
で
あ
る
場
合
と
で
は
、
必
要
と
す
る
労
働
者
の
質
と
量
、

あ
る
い
は
必
要
と
す
る
原
材
料
の
質
と
量
、
ま
た
交
通
イ
ン
フ
ラ
の

内
容
、
さ
ら
に
周
辺
環
境
に
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
質
や
量
も
、
す

べ
て
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
異
な
っ
た
因
子
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
、
個
性
的
な
地
域
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
私

は
、
こ
れ
を
物
質
代
謝
論
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

個
別
地
域
経
済
が
再
生
産
を
繰
り
返
す
た
め
の
条
件
は
、
そ
の
地

域
で
、
繰
り
返
し
投
資
を
し
て
い
る
経
済
主
体
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
地
域
内
に
お
け
る
投
資
主
体
に
よ
る
毎
年
の
再

投
資
が
、
そ
の
地
域
経
済
に
お
け
る
所
得
と
雇
用
を
生
み
出
す
源
泉

と
な
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
を
地
域
内
再
投
資
力
と
い
う
概
念
で
表

現
し
て
い
ま
す
。
企
業
や
農
家
、
協
同
組
合
等
が
、
毎
年
投
資
を
ま

と
ま
っ
た
形
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
中
で
雇
用
が
創

出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、
住
民
の
生
活
が
支
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
投

資
に
と
も
な
う
原
材
料
や
サ
ー
ビ
ス
調
達
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
連
業

種
が
地
域
に
集
積
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
再
投
資
の
結
果
、
資
本
が
蓄
積
さ
れ
、
労
働
者
も
地

域
内
で
再
生
産
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
労
働
者
が
賃
金
を
得
て
生

活
し
た
り
資
本
家
や
個
人
事
業
主
、
農
家
が
生
計
を
立
て
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
住
宅
の
新
築
や
更
新
が
な
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
街

並
み
な
ど
景
観
の
再
生
産
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
し
、
農
林
業
の
場

合
に
は
、
山
や
農
地
に
手
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
つ
く

り
だ
し
た
自
然
環
境
で
も
あ
る
国
土
の
再
生
産
や
保
全
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
う
営
為
に
も
結
び
つ
き
ま
す
。

　

地
域
形
成
を
考
え
る
際
に
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
経
済
主
体
と
し

て
、
地
方
自
治
体
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
方
自
治
体
と

い
う
の
は
、
住
民
の
政
治
組
織
、
自
治
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
、
行

財
政
権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
や
地
域
経
済
を
つ
く
っ
て

い
く
能
動
的
な
地
域
形
成
主
体
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
一
万
人
近

く
の
町
で
あ
れ
ば
、
毎
年
五
〇
〜
六
〇
億
円
近
く
の
財
政
支
出
を
町

内
に
投
下
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仕
事
あ
る
い
は
雇
用
が

生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
経
済
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い

う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
過
疎
地
域
の
自
治
体
ほ
ど
、
町
役
場

の
財
政
支
出
が
果
た
し
て
い
る
経
済
的
役
割
は
大
き
い
わ
け
で
す
。

　

自
治
体
は
、
資
本
蓄
積
論
で
言
え
ば
、
労
働
の
果
実
の
再
分
配
機

構
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
果
実
で
あ
る

税
金
の
使
い
方
を
め
ぐ
っ
て
、
大
規
模
地
域
開
発
を
推
進
す
る
と
い

う
力
が
加
わ
る
一
方
で
、
そ
れ
を
や
め
て
、
住
民
、
特
に
勤
労
者
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
回
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
運
動
も
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
自
治
体
の
財
政
支
出
を
め
ぐ
る
階
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級
闘
争
の
「
転
置
」
と
し
て
、
住
民
運
動
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
ま
す
。

Ⅲ　

地
域
形
成
史
論
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

〜
い
く
つ
か
の
例
証
〜

（
１
）　

産
業
革
命
都
市
と
農
村

  

や
や
抽
象
的
な
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
少
し
わ
か
り
や
す
い
イ

メ
ー
ジ
を
つ
く
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
例
証
を
示
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
産
業
革
命
の
捉
え
方
を
一
つ
の
例
に
し
て
、
ま
ず
話

を
始
め
ま
す
。
産
業
革
命
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

通
常
は
、
一
国
視
点
に
よ
っ
て
、
日
本
の
場
合
で
言
え
ば
、
山
田
盛

太
郎
説
に
よ
る
と
、
二
部
門
定
置
説
に
基
づ
い
て
、
一
九
〇
〇
年
か

ら
一
九
一
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
日
本
の
産
業
資
本
の
確
立
が
行
わ
れ

た
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
地
域
か
ら
見
た
場
合

に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
の
す
べ
て
の
地
域
で
、
こ
の
時
代
に
一
気
に
近
代
工
場
制
が

普
及
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
産
手

段
生
産
部
門
は
東
京
・
大
阪
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
。
消
費
手
段
生

産
部
門
の
近
代
工
場
制
の
典
型
で
あ
る
紡
績
工
場
や
製
糸
工
場
を
み

る
と
、
地
方
都
市
で
あ
る
岡
谷
、
四
日
市
、
倉
敷
な
ど
で
集
積
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
他
方
で
、
東
北
を
は
じ
め
と
す
る
農
村

で
は
、
大
都
市
の
消
費
市
場
向
け
の
米
生
産
に
特
化
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
地
主
制
が
発
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
表
３
は
、
一
九
一
〇
年
に
お
け
る
東
北
六
県
の
移
出
入

高
累
計
表
を
価
額
ベ
ー
ス
と
重
量
ベ
ー
ス
で
み
た
も
の
で
す
。
県
に

よ
っ
て
、
統
計
の
と
り
方
が
違
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
二
つ

を
合
わ
せ
て
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
ま
ず
米

を
大
量
に
移
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
畜
産
物
や

林
産
物
、
ワ
ラ
製
品
、
繭
、
糸
な
ど
、
食
糧
と
農
産
物
原
材
料
を
移

出
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
、
外
米
や
穀
類

な
ど
の
食
糧
や
紙
、
陶
器
、
肥
料
と
い
う
軽
工
業
品
で
さ
え
、
こ
の

時
点
で
は
移
入
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
鉄
道
が
開
通
い
た
し
ま
し
て
、
深
川
の
米
穀
市
場
へ
の

移
出
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
深
川
市
場
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
舟
運

に
よ
っ
て
九
州
米
な
ど
が
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
東
北
本
線
や
奥
羽

本
線
の
開
通
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
形
で
、
東
北
米
が
入
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
表
４
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
東
北
で
地
主
制
が

発
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
一
八
八
四
年
の
数
字
と
一
九
一

二
年
の
数
字
を
比
較
し
ま
す
と
、
青
森
で
い
き
ま
す
と
、
二
五
・
六

％
の
小
作
地
率
が
四
二
・
六
％
に
な
っ
て
き
ま
す
。
括
弧
内
の
数
字



2223

は
、
小
作
地
率
の
道
府
県
別
順
位
で
す
。
秋
田
県
で
は
三
八
・
〇
％

か
ら
五
一
・
六
％
へ
、
二
三
位
か
ら
一
一
位
へ
と
急
上
昇
し
て
い
き

ま
す
。
宮
城
県
で
も
二
五
・
五
％
が
四
六
・
〇
％
と
い
う
よ
う
に
小

作
地
率
が
高
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
千
町
歩
、
百
町
歩
地
主
と
い
う
も
の

が
出
現
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
東
北
地
方
全
体
が
、
日
本
資
本

主
義
の
な
か
で
後
進
的
な
位
置
、
あ
る
い
は
国
内
植
民
地
的
な
位
置

に
お
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
産
業
革
命
期
に
お
い
て
も
、

経
済
発
展
の
メ
ダ
ル
の
表
と
裏
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
、

先
ほ
ど
の
、
バ
ブ
ル
期
以
降
の
日
本
の
地
域
経
済
の
表
と
裏
と
の
関

係
と
、
実
は
よ
く
似
た
構
造
で
展
開
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
個
々
の
産
業
革
命
都
市
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
岡
谷
の
製
糸
工
場
と
町
の
形
成
の
仕
方
に
つ
い
て
見

て
み
る
と
、
当
初
は
、
近
隣
の
農
村
女
子
労
働
力
や
、
近
隣
で
生
産

さ
れ
る
繭
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
動
力
源
は
水
車
か
蒸
気
力
で
、
燃

料
は
近
隣
の
山
の
立
木
を
伐
採
し
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
木

を
伐
採
し
過
ぎ
て
ハ
ゲ
山
に
な
り
、
水
害
が
頻
発
す
る
と
い
う
よ
う

な
問
題
も
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
工
場
は
木
造
で
、

交
通
手
段
は
舟
運
か
軽
便
鉄
道
で
し
た
。
し
か
し
、
生
産
を
拡
大
す

る
に
つ
れ
て
、
生
産
手
段
や
労
働
力
の
調
達
領
域
が
広
域
化
し
、
有

名
な
「
あ
あ
野
麦
峠
」

に
象
徴
さ
れ
ま
す
よ
う

に
、
飛
驒
地
方
な
ど
か

ら
多
く
の
女
工
が
出
稼

ぎ
に
き
て
、
寮
生
活
を

し
て
い
ま
し
た
。
人
口

は
増
え
ま
し
た
が
、
ほ

表3　東北各県移出入高累計表（1910年）
価額ベース（千円） 重量ベース（千ｔ）

移　出 移　入 移 出 移 入
米 14,302 6,117 △ 97 78 △

（うち外米） （̶） （2,433） （̶） （？）
穀 類 1,097 1,591 ▼ 21 32 ▼
その他農産物 443 426 △ 34 22 △
水 産 物 2,802 9,399 ▼ 86 54 △
畜 産 物 1,299 823 △ 2 1 △
林 産 物 8,337 250 △ 483 153 △
ワ ラ 製 品 1,338 336 △ 2 1 △
鉱 産 物 133 3,146 ▼ 989 176 △
油 類 114 2,804 ▼ 6 18 ▼

繭 2,769 289 △ 7 5 △
糸・ 綿 類 6,722 2,092 △ 3 3 ̶
織 物 類 5,536 4,870 △ 4 7 ▼
食 料 品 2,302 8,643 ▼ 52 77 ▼
紙 類 13 931 ▼ 1 5 ▼
陶 器 68 391 ▼ 5 4 △
セ メ ン ト ̶ 318 ▼ 2 4 ▼
肥 料 227 1,993 ▼ 25 47 ▼
金 属 製 品 3,738 1,095 △ 3 32 ▼
そ の 他 5,575 23,625 168 190
合 計 56,815 69,139 ▼ 1,990 909 △
（凡例）△印＝出超　　▼印＝入超を示す。
（資料）東北各県統計書（明治43年版）、ただし岩手県のみ、明治44

年版を用いた。

表4　東北各県の小作地率
（単位：％）

1884年 1912年
青　森 25.6（41） 42.6（34）
岩　手 18.4（44） 33.5（43）
宮　城 25.5（42） 46.0（19）
福　島 15.3（45） 31.9（44）
秋　田 38.0（23） 51.6（11）
山　形 36.3（27） 44.5（26）

（凡例）（　）内の数字は、北海道・
沖縄を除く45府県中の順
位。

（資料）加用信文『日本農業基礎統
計』（1958年）。
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と
ん
ど
が
寮
生
活
で
、
家
族
世
帯
の
増
加
は
緩
慢
で
し
た
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
大
規
模
な
商
店
街
の
形
成
も
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
一
九

三
〇
年
代
の
生
糸
不
況
の
結
果
、
岡
谷
の
場
合
、
人
口
が
五
万
人
か

ら
四
万
人
近
く
に
ま
で
減
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

四
日
市
に
お
い
て
は
、
伊
藤
伝
七
が
三
重
紡
績
を
設
立
し
ま
す
。

伊
藤
は
、
後
に
東
洋
紡
の
社
長
に
な
る
人
物
で
す
。
彼
は
、
政
府
の

払
い
下
げ
を
受
け
ま
し
て
、
最
初
の
紡
績
工
場
を
つ
く
り
ま
し
た
。

当
初
は
、
工
女
は
士
族
授
産
事
業
で
雇
い
、
地
元
の
綿
を
使
い
ま
し

た
。
動
力
は
、
河
川
水
を
利
用
し
た
水
車
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
生

産
性
が
上
が
ら
な
い
う
え
、
水
流
が
弱
く
動
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
う
ま

く
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
度
は
失
敗
し
ま
す
。
そ
の
後
、
渋

沢
栄
一
の
協
力
で
、
一
万
錘
紡
績
工
場
と
し
て
再
出
発
し
、
成
功
し

て
い
く
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
伊
藤
伝
七
は
三
重
紡
績
を
つ
く

っ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
伊
藤
伝
七
を

は
じ
め
と
す
る
当
時
の
四
日
市
の
有
力
者
た
ち

│
私
は
名
望
家
資

本
と
呼
ん
で
い
ま
す

│
が
、
共
同
で
い
ろ
い
ろ
と
会
社
を
つ
く
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
米
穀
取
引
所
、
四
日
市
倉
庫
、
四
日
市
銀
行
、

四
日
市
電
燈
、
四
日
市
鉄
道
、
つ
ま
り
個
々
の
事
業
者
が
生
産
を
維

持
、
拡
張
す
る
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
を
共
同
出

資
で
、
同
時
に
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
は
じ

め
て
三
重
紡
績
と
い
う
近
代
産
業
資
本
が
稼
動
で
き
る
わ
け
で
す
。

し
か
も
、
三
重
紡
績
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
金
属
と
か
機
械
と
か
煉
瓦

な
ど
の
業
種
、
会
社
が
ス
ピ
ン
ア
ウ
ト
し
、
社
会
的
分
業
が
地
域
の

な
か
で
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
同
時
に
、
伊
藤
は
、
四
日
市
商
業
会

議
所
の
副
会
頭
と
四
日
市
市
の
参
与
に
お
さ
ま
っ
た
う
え
、
県
会
議

員
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
、
国
や
県
市
の
行
財
政
を
活
用
し
て
い
き

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
四
日
市
港
修
築
事
業
を
提
案
し
、
国
や
県
・
市
費

を
投
入
す
る
こ
と
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
時
の
言
い
方
が
、

「
名
古
屋
港
と
の
競
争
に
う
ち
勝
つ
た
め
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

当
時
、
名
古
屋
港
が
整
備
さ
れ
ま
し
て
、
そ
こ
と
激
し
く
競
合
す
る

と
い
う
局
面
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
伊
藤
ら
は
、
四
日

市
港
で
の
ボ
ン
ベ
イ
航
路
の
開
設
を
要
求
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は

イ
ン
ド
綿
の
輸
入
の
た
め
で
す
。
当
時
、
彼
は
紡
績
連
合
会
の
幹
部

で
し
た
。
自
ら
の
経
済
活
動
の
原
料
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
と
航
路
開
設
を
要
求
し
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
四
日
市
で
ペ
ス
ト
が
流
行
す
る
事
態
も
生
ま

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
綿
の
輸
送
船
に
乗
っ
て
い
た
ペ
ス
ト
菌

感
染
ネ
ズ
ミ
が
船
外
に
出
て
、
東
洋
紡
の
工
場
の
工
女
や
従
業
員
が
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多
数
ペ
ス
ト
で
亡
く
な
る
と
い
う
事
件
で
す
。
原
料
調
達
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
伴
い
、
病
気
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
問
題
も
、
あ
わ
せ

て
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
国
や
県
・
市
の
行
財
政
支
出
を

活
用
し
な
が
ら
、
自
ら
の
資
本
蓄
積
の
拡
大
を
果
た
す
た
め
に
、
港

湾
建
設
な
ど
四
日
市
の
都
市
形
成
の
骨
格
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

（
２
）　

独
占
体
の
形
成
と
地
域
形
成

　

と
こ
ろ
が
、
三
重
紡
績
が
さ
ら
な
る
蓄
積
を
す
す
め
て
、
大
阪
紡

績
と
合
併
し
て
、
東
洋
紡
と
い
う
独
占
体
に
な
る
な
か
で
、
地
域
側

か
ら
見
る
と
大
変
大
き
な
問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

本
社
が
、
四
日
市
か
ら
大
阪
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
す
。
こ
の
と
き
、
伊
藤
伝
七
と
東
洋
紡
本
社
の
移
転
反
対
運

動
が
四
日
市
市
内
で
広
が
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
結
局
、
四
日
市
市
は
、
三
重
紡
績
の
分
工
場
が
置
か
れ
る
だ
け

の
都
市
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
も
名
望
家
資
本
に
よ
る
地
域
共
同
会
社
も
、
電
力
会
社
、
鉄

道
会
社
も
Ｍ
＆
Ａ
や
国
有
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
間
に
、
本
社
機
能
を

失
い
支
店
が
置
か
れ
る
だ
け
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
支
店
経
済
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
社
機
能
が
一
挙
に
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
を
反
映
し
て
、
四
日
市
の
市
政
で
の
構
造
変
化
も
起
こ

り
ま
す
。
地
元
新
聞
は
、
か
つ
て
名
望
家
に
よ
る
市
政
支
配
を
元
老

政
治
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
名
望
家
に
よ
る
支
配
が
、
先
ほ
ど
の

東
洋
紡
の
本
社
移
転
に
象
徴
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
崩
れ
て
し
ま
う
わ

け
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
新
し
い
実
業
家
層
と
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

を
受
け
た
市
会
議
員
が
元
老
政
治
を
批
判
し
な
が
ら
台
頭
し
、
企
業

誘
致
政
策
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
を
進
め
て
い
っ
た
の
が
、
四
日
市
銀
行
頭
取
・
伊
勢
電
社

長
・
四
日
市
倉
庫
社
長
と
な
っ
た
熊
沢
一
衛
で
あ
り
、
彼
が
野
村
證

券
か
ら
ス
カ
ウ
ト
し
た
榎
並
赳
夫
で
し
た
。
彼
ら
が
中
心
に
な
っ
て
、

港
湾
築
港
事
業
で
造
成
さ
れ
た
埋
立
地
の
活
用
を
企
業
誘
致
に
よ
っ

て
行
お
う
と
し
ま
す
。
埋
立
事
業
は
、
三
重
県
事
業
で
行
わ
れ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
が
完
成
す
る
こ
ろ
に
金
融
恐
慌
が
お
こ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
な
か
な
か
分
譲
が
進
ま
ず
、
地
方
債
を
発
行
し
た
県
財
政

も
市
財
政
も
か
な
り
苦
し
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
、
四

日
市
倉
庫
も
、
客
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
、

「
顧
客
を
創
造
す
る
」
積
極
的
な
経
営
戦
略
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

倉
庫
事
業
の
顧
客
を
港
湾
埋
立
地
へ
の
企
業
誘
致
に
よ
っ
て
確
保
し

よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
こ
で
、
榎
並
ら
が
、
京
都
に
本
社
が

あ
る
第
一
工
業
製
薬
や
、
日
本
板
ガ
ラ
ス
の
分
工
場
な
ど
の
誘
致
を
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行
い
、
成
功
し
ま
す
。
こ
う
し
て
四
日
市
臨

海
工
業
地
帯
の
形
成
が
開
始
さ
れ
て
い
き
ま

す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
他
の

地
方
工
業
都
市
で
も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
産
業
資
本
と
し
て
確

立
し
な
が
ら
も
、
そ
の
後
、
資
本
の
集
積
・

集
中
の
な
か
で
独
占
化
が
進
み
ま
す
。
そ
れ

は
地
域
経
済
の
面
か
ら
み
る
と
、
東
京
や
大

阪
に
本
社
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
独
占
体
成
立
過
程
の

な
か
で
、
大
都
市
の
形
成
が
行
わ
れ
て
い
く

わ
け
で
す
。
大
都
市
の
な
か
で
は
、
中
枢
機

能
が
一
部
の
地
区
に
集
中
し
て
、
そ
こ
に
都

心
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
京
の
丸

の
内
と
か
、
大
阪
の
旧
東
区
で
す
。
都
心
形

成
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
さ
ら
に
中
心
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
周
辺

に
は
盛
り
場
が
で
き
て
、
電
鉄
網
が
広
が
っ

て
、
郊
外
住
宅
地
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と

表5　都市部産業別就業者の構成比と増加寄与率
構成比（％） 増加寄与率（％）

1920年 1930年 1940年 1920-30年 1930-40年
農　業 26.8 21.5 16.1 -2.5 -5.1
林　業 0.3 0.2 0.2 -0.3 0.4
水産業 0.9 0.8 0.5 0.1 -0.3
鉱　業 2.7 1.5 1.9 -3.9 3.5
建設業 3.5 4.4 3.8 8.7 1.5
製造業 27.1 25.0 35.6 15.5 77.2
　繊維工業 7.3 6.3 5.0 1.6 0.2
　重化学工業 7.6 7.2 19.8 5.3 69.0
　　化学工業 0.7 0.9 1.8 2.0 5.1
　　鉄鋼業 2.2 1.7 2.7 -0.6 6.7
　　金属製品 1.9 1.2 1.9 -2.0 4.9
　　一般機械 1.1 1.2 6.1 1.7 25.3
　　電気機械 0.4 0.6 2.0 1.2 7.4
　　輸送機械 1.0 1.3 4.4 2.6 16.3
　　精密機械 0.3 0.3 0.9 0.5 3.3
卸売・小売 15.5 22.2 19.5 52.2 9.3
金融・保険 0.9 1.3 1.9 3.0 4.2
運輸・通信 6.0 6.1 5.8 6.6 4.5
電気・ガス 0.6 0.7 0.7 0.9 0.5
サービス 10.9 12.5 10.8 19.8 4.1
公　務 3.1 3.4 2.6 4.7 -0.3
その他 1.7 0.5 0.5 -4.8 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
実数［増加数］ 7,105,901 8,695,604 10,919,983 1,589,703 2,224,379
対全国寄与率 67.4 77.7

（出所）総理府統計局『産業別就業者の時系列比較』同局、1973 年から作成。
（注）都市部とは、東京、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡の７府県を合わせ

たものである。また、増加寄与率とは、比較年次間の全国増加数に対する各産
業部門の増加数の比率を示している。対全国寄与率は、比較年次間の全国就業
人口増加数に対する都市部就業人口増加数の比率を示している。
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に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
大
阪
と
東
京
に
本
拠
を
お
く
銀
行
資
本
の
力
関
係
が

ど
う
だ
っ
た
の
か
を
示
す
た
め
に
、
図
７
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。

東
京
系
銀
行
と
大
阪
系
銀
行
の
支
店
の
展
開
を
道
府
県
別
に
見
る
と
、

下
段
の
大
阪
系
銀
行
は
西
日
本
中
心
に
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

東
京
系
銀
行
の
方
が
は
る
か
に
全
国
的
な
展
開
を
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
都
市
が
、
本
社
機
能
が
集
中
す
る

こ
と
で
形
成
さ
れ
て
い
く
一
方
、
全
国
的
に
都
市
の
増
加
、
拡
大
が

進
行
し
ま
し
た
。

　

図
８
を
見
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
都
市
の

表6　戦間期の東北地域商品流通構造（重量ベース）

区
分 貨　物　名

鉄　　　　道　　　　輸　　　　送１） 船　　　　舶　　　　輸　　　　送２）
移出（ｔ） 移入（ｔ） 主要移出先（％） 主要移入先（％） 移出（ｔ） 移入（ｔ） 主要移出先（％） 主要移入先（％）

Ⅰ

農　

産　

物

米 443,829 47,425 △ 関　 東（86.3） 関　東（66.5） 92,279 10,595 △ 北海道（100） 北 海 道（ 98.8）
雑 穀 3,049 18,421 ▼ 関　 東（79.3） 関　東（38.2） ̶ ｝46,853 ｝▼ ̶ ｝北 海 道（ 99.0）大 豆 1,967 19,933 ▼ 関　 東（88.6） 関　東（54.6） ̶ ̶
他農産物 53,211 110,464 ▼ 関　 東（51.9） 関   東（57.3） 4,778 19,479 ▼ 北海道（100） 北 海 道（ 95）
ワラ製品 28,297 10,158 △ 北海道（88.0） 関   東（65.3） 1,843 ̶ △ 北海道（100） 北 海 道（100）
（計） 530,353 206,401 △ 関   東（78.8） 関   東（68.5） 98,900 76,927 △

林 産 物 1,011,479 90,876 △ 関   東（93.3） 北海道（47.1） 130,928 170,263 ▼ 関   東（99.9） 北 海 道（ 65）
水 産 物 81,773 28,413 △ 関   東（81.2） 北海道（63.4） 26,688 103,042 ▼ 関   東（99.2） 北 海 道（100）
鉱 産 物 1,338,383 98,702 △ 関   東（82.5） 関   東（67.5） 121,043 480,623 ▼ 北海道（61.5） 北 海 道（ 88）
小 計 2,961,988 424,392 △ 関   東（85.5） 関   東（57.0） 377,559 830,855 ▼

Ⅱ

食 料 品 20,784 117,405 ▼ 関   東（79.4） 関   東（72.3） 8,392 67,524 ▼ 北海道（100） 中国地方（ 63）

繊
維
品

綿 類 563 8,158 ▼ 関   東（65.7） 近   畿（43.6） ｝2,030 ̶ ｝△ 北海道（100） ̶
綿 糸 1,701 2,364 ▼ 関   東（67.4） 関   東（66.6） ̶ 北海道（100） ̶
綿 織 物 574 10,647 ▼ 関   東（75.1） 関   東（44.1） 5,106 ̶ △ 北海道（100） ̶
（計） 2,838 21,169 ▼ 関   東（68.6） 関   東（37.6） 7,136 2,172 △ 北海道（100） 北 海 道（ 62）

紙 類 1,670 12,680 ▼ 関   東（94.0） 関   東（37.0） ̶ 5,799 ▼ ̶ 北 海 道（100）
陶 器 1,675 14,764 ▼ 関   東（73.0） 関   東（77.9） ̶ 1,737 ▼ ̶ 関   　東（100）
小 計 26,967 166,018 ▼ 関   東（78.8） 関   東（59.9） 15,528 77,232 ▼

Ⅲ

パ ル プ 295 1,073 ▼ 関   東（70.1） 関   東（46.6） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
セ メ ン ト 61,743 10,562 △ 関   東（78.5） 関   東（85.1） ̶ 54,360 ▼ ̶ ？

肥　
　

料

人 造 599 68,865 ▼ 関   東（79.8） 関   東（73.6） ̶ 55,336 ▼ ̶
大 豆 粕 474 70,538 ▼ 関   東（97.0） 関   東（61.8） ̶ 47,889 ▼ ̶
魚 肥 26,745 16,470 △ 関   東（90.4） 北海道（91.1） ̶ 5,701 ▼ ̶
他 6,012 16,495 ▼ 関   東（83.5） 関   東（36.1） ̶ ̶ ̶ ̶

（計） 33,830 172,368 ▼ 関   東（90.8） 関   東（58.4） ̶ 108,926 ̶ 北 海 道（ 59）
金属・同製品 13,433 102,241 ▼ 関   東（65.6） 関   東（73.0） 47,193 15,956 △ 関    東（99.5） 関 　  東（ 67）
機 械 類 4,195 18,433 ▼ 関   東（66.7） 関   東（69.0） ̶ 1,124 ▼ ̶ 北 海 道（100）
小 計 113,496 304,677 ▼ 関   東（79.7) 関   東（64.8） 47,193 180,366 ▼

（凡例）表中の△印は出超、▼は入超を示す。
（資料）1）　鉄道省運輸局『大正 13 年中鉄道主要貨物数量』1925 年による。なおこの調査は、

1924 年における主要貨物 41 品目について、重量ベースでのみ調査したものであり、
全貨物量の 85％をカバーしている。

　　　　2）　内務省土木局『大正 13 年大日本帝国港湾統計』。
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食 料 品 20,784 117,405 ▼ 関   東（79.4） 関   東（72.3） 8,392 67,524 ▼ 北海道（100） 中国地方（ 63）
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品
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数
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
六
大
都
市
以
外

の
と
こ
ろ
で
、
人
口
増
加
率
が
高
い
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
一
九
二
五
年
か
ら
三
〇
年
の
間
に
、
は
じ
め
て
都
市
部

人
口
の
増
加
数
が
郡
部
人
口
の
増
加
数
を
上
回
る
と
い
う
構
造
転
換

が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
産
業
が
都
市
の
人
口
増
加
を
牽
引
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
表
５
に
あ
る
産
業
別
増
加
寄
与
率
を
見
て
く
だ
さ
い
。

一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
一
番
大
き
な
寄
与
率
を
占
め
て
い
る

の
は
、
卸
売
・
小
売
で
五
二
・
二
％
と
、
半
分
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
は
、
工
業
化
の
力
で
は
な
く
て
、
商
業
の
発
展
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
大
阪
も
そ
う

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
地
方
の
小
都
市
が
発
展
す
る
過
程
の
中
で
、

卸
問
屋
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
百
貨
店
や
商
店
街
も
こ
の
時
期
か
ら
形

成
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
産
業
で
の
就
業
人
口
の
増

大
が
二
〇
年
代
の
都
市
化
を
支
え
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。
大
阪
の

場
合
は
、
大
陸
と
の
貿
易
の
拠
点
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
面

で
も
大
き
な
雇
用
の
場
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
急
速
な
都
市
化
の
中
で
生
じ
た
食
糧
問
題
に
関
し
て

は
、
米
騒
動
の
あ
と
、
原
内
閣
が
植
民
地
で
の
産
米
増
殖
運
動
を
展

開
し
ま
す
。
朝
鮮
や
台
湾
か
ら
日
本
人
が
食
べ
る
米
を
輸
入
す
る
政

策
を
促
進
し
、
植
民
地
へ
の
食
糧
依
存
度
が
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

同
時
に
、
朝
鮮
半
島
を
併
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
人
の
日
本

へ
の
流
入
、
と
り
わ
け
定
期
航
路
が
あ
っ
た
大
阪
へ
の
定
着
が
進
ん

で
い
き
ま
す
。
彼
ら
は
、
建
設
労
働
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

製
造
業
に
も
従
事
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
京
都
で
は
、
西
陣
や
友

禅
と
い
う
繊
維
産
業
に
流
入
し
、
都
市
産
業
を
支
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

他
方
、
東
北
で
は
、
米
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
化
が
さ
ら
に
進
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。
冷
害
に
非
常
に
弱
い
産
業
構
造
に
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。
表
６
は
、
一
九
二
五
年
の
鉄
道
統
計
と
港
湾
統
計
を
基
に

し
な
が
ら
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
商
品
を
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
に
三
区
分
し

ま
し
た
。
Ⅰ
は
農
林
水
産
物
、
Ⅱ
は
生
活
手
段
、
Ⅲ
は
生
産
手
段
を

さ
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
移
出
入
構
造
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
▼

は
入
超
、
△
は
出
超
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
コ
メ
を
中

心
と
し
た
農
林
水
産
物
が
、
圧
倒
的
に
関
東
に
向
け
て
移
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
で
、
雑
穀
や
大
豆
は
、
移
入
に
依

存
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
が
植
民
地
の
安
価
な
農
産
物
で
し
た
。

い
わ
ば
飢
餓
輸
出
と
同
じ
構
造
で
す
。
林
産
物
、
水
産
物
、
鉱
産
物

は
鉄
道
で
移
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
船
舶
に
よ
っ
て
一
定
程
度
移
入
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さ
れ
て
い
ま
し
た
。
衣
料
品
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
手
段
も
、
魚
肥

を
除
く
生
産
手
段
も
、
移
入
超
過
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
植
民

地
と
本
国
と
の
間
の
貿
易
構
造
と
非
常
に
よ
く
似
た
国
内
植
民
地
的

な
移
出
入
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
東
北
地
方
に
、
一
九
三
〇

年
代
に
二
回
に
わ
た
っ
て
冷
害
が
襲
い
か
か
り
、
深
刻
な
社
会
問
題

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
契
機
に
、
国
が
東
北
振
興
事
業
と
い
う
国
策

的
な
地
域
開
発
政
策
を
開
始
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
日
本
資

本
主
義
が
帝
国
主
義
的
な
領
土
拡
張
を
図
る
な
か
で
、
国
内
に
お
け

る
都
市
と
農
村
の
関
係
が
、
植
民
地
と
の
関
係
の
な
か
で
複
雑
に
再

編
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
３
）　

重
化
学
工
業
化
と
「
国
土
計
画
」

　

さ
ら
に
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
、
重
化
学
工
業
化
と
い
う
段
階

を
迎
え
る
と
、
地
域
経
済
も
大
き
く
変
貌
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
表
１
で
い
う
と
、
人
口
減
少
県
数
が
増
え
る
時
期
に
相
当

し
ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
を
考
え
る
と
、
私

は
重
化
学
工
業
の
工
場
の
物
質
代
謝
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

一
つ
は
、
工
場
敷
地
面
積
が
極
め
て
大
規
模
に
な
り
、
桁
が
一
つ

上
が
り
ま
す
。
紡
績
工
場
で
す
と
、
大
体
一
〇
万
坪
ぐ
ら
い
で
す
が
、

当
時
の
重
化
学
工
業
の
標
準
的
な
工
場
に
な
る
と 

一
〇
〇
万
坪
を

超
え
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
大
規
模
工
場
が
農
地
を
転
用
し
な
が
ら
、

あ
る
い
は
公
有
水
面
を
埋
め
立
て
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
建
設
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

  

こ
こ
で
紹
介
し
ま
す
の
は
、
姫
路
に
あ
り
ま
す
広
畑
製
鉄
所
で
す
。

当
時
、
日
本
製
鉄
が
造
営
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
一
四
〇
万
坪

の
銑
鋼
一
貫
の
工
場
で
す
が
、
工
場
を
稼
動
さ
せ
る
た
め
に
大
量
の

水
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
一
秒
当
り
で
八
〇
㎥
の
水
が
必
要
で
し
た
。

ま
た
、
大
量
の
電
力
も
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
近
場

の
小
河
川
で
は
足
り
ず
に
、
揖
保
川
と
い
う
一
級
河
川
で
、
戦
前
版

の
河
川
総
合
開
発
で
あ
る
河
水
統
制
事
業
を
行
い
、
大
規
模
な
水
利

再
編
を
や
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。

  

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
物
流
の
た
め
に
、
鉄
道
や
道
路
の
建
設
、

そ
し
て
通
勤
用
の
電
車
の
敷
設
が
必
要
と
な
り
、
兵
庫
県
や
山
陽
電

鉄
が
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
一
万
人
を
超
え
る
労

働
力
の
多
く
は
、
な
に
よ
り
も
男
子
の
成
年
労
働
力
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
西
播
磨
一
帯
の
農
村
で
、
兼
業
農
家

化
が
進
行
し
、
農
業
の
粗
放
化
が
進
み
ま
す
。

  

以
上
の
よ
う
に
製
鉄
所
ひ
と
つ
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
土
地
利

用
、
水
利
体
系
、
そ
し
て
就
業
構
造
が
広
域
的
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
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に
な
り
ま
し
た
。
西
播
磨
一
帯
に
そ
の
影
響
が
及
ん
だ
と
み
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
広
畑
製
鉄
所
を
経
営
し
て
い
る
日
本

製
鉄
だ
け
で
は
と
て
も
対
応
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
県

が
地
域
開
発
計
画
を
つ
く
り
、
土
地
の
買
収
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、

先
ほ
ど
の
よ
う
な
河
水
統
制
事
業
、
さ
ら
に
土
地
の
確
保
の
た
め
の

土
地
区
画
整
理
事
業
も
や
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
、
は
じ

め
て
重
化
学
工
業
化
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

  

四
日
市
で
は
、
先
ほ
ど
の
工
場
誘
致
政
策
が
重
化
学
工
場
に
タ
ー

ゲ
ッ
ト
を
設
定
し
て
進
み
ま
す
。
四
日
市
に
は
、
大
き
な
開
発
用
地

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
名
望
家
の
二
人
の
地
主
が
共
同
所
有
し

て
い
た
小
作
地
で
す
。
恐
慌
で
家
産
が
傾
き
、
こ
れ
を
売
却
し
よ
う

と
い
う
話
に
な
り
、
県
と
市
を
巻
き
込
み
な
が
ら
工
場
誘
致
活
動
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
石
原
産
業
と
第
二
海
軍
燃
料
廠
の

誘
致
に
成
功
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
内
務
省
の
官
僚

出
身
で
あ
っ
た
吉
田
市
長
が
、
積
極
的
な
誘
致
政
策
を
取
っ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

彼
は
、『
伊
勢
新
聞
』
と
い
う
地
方
紙
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し

て
、「
繊
維
工
業
は
主
と
し
て
女
工
さ
ん
相
手
で
す
か
ら
、
勢
ひ
寄

宿
舎
生
活
と
な
り
、
人
口
の
増
加
は
大
し
た
効
果
を
な
し
ま
せ
ん
。

重
工
業
で
す
と
、
相
手
は
男
工
で
す
か
ら
、
男
工
が
来
れ
ば
家
族
が

引
っ
越
し
て
き
ま
す
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

人
口
一
〇
万
人
の
「
グ
レ
ー
ト
四
日
市
」
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と

強
調
し
、
周
辺
自
治
体
の
合
併
を
進
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
実
は
、

こ
の
吉
田
市
長
は
戦
後
、
も
う
一
度
市
長
に
復
帰
し
ま
し
て
、
四
日

市
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
形
成
に
力
を
尽
く
し
ま
す
。
第
二
海
軍
燃
料
廠
の

跡
地
に
、
三
菱
が
中
心
と
な
っ
て
四
日
市
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
建
設
す

る
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
、
四
日
市

で
は
公
害
問
題
が
既
に
発
生
し
て
い
ま
し
た
。
誘
致
し
た
羊
毛
工
場

か
ら
廃
液
が
流
れ
出
て
、
川
の
魚
、
港
湾
の
魚
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と

が
起
こ
り
ま
し
た
。
姫
路
の
広
畑
製
鉄
所
で
も
、
戦
前
段
階
で
、
粉

塵
公
害
や
大
気
汚
染
、
そ
し
て
振
動
公
害
、
水
質
汚
染
が
起
き
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
当
時
の
解
決
の
仕
方
は
、
補
償
金
方
式
で
し
た
。

漁
業
組
合
の
関
係
者
と
企
業
と
市
が
話
し
合
っ
て
、
お
金
で
ケ
リ
を

つ
け
る
と
い
う
や
り
方
を
し
、
四
日
市
で
は
そ
の
方
式
が
ほ
ぼ
定
着

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
発
生
源
対
策
は
、
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

戦
後
の
四
日
市
で
、
な
ぜ
あ
れ
だ
け
の
悲
惨
な
公
害
問
題
が
起
き
た

の
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
戦
前
期
の
解
決
形
態
の
あ
り
方
が
尾
を
引
い

て
い
る
よ
う
に
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
も
は
ら
み
な
が
ら
、
地
方
に
お
い
て
重
化
学
工
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業
の
工
場
を
中
心
と
し
た
新
興
工
業
都
市
が
次
々
と
生
ま
れ
て
い
き

ま
す
。
表
７
に
よ
る
と
、
一
九
三
五
年
か
ら
四
二
年
ま
で
の
人
口
増

加
率
の
大
き
い
都
市
は
、
順
に
、
室
蘭
、
川
崎
、
玉
野
、
日
立
、
尼

崎
、
布
施
と
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
新
興
工
業
都
市
と
し
て
重
化
学

工
業
、
い
わ
ゆ
る
軍
需
工
業
が
立
地
し
て
急
激
に
拡
張
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

　

そ
れ
ら
の
都
市
で
人
口
が
増
え
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
周
辺
の
農

家
か
ら
職
工
が
働
き
に
出
る
と
い
う
こ
と
で
、「
職
工
農
家
」
と
い

う
言
葉
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
兼
業
農
家
を
調
査
し
た
当
時
の

調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
農
業
生
産
力
が
落
ち
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
、
工
場
が
立
地
し
や
す
い
平
場
農
村

で
急
速
に
広
が
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
一
九
三
〇
年
代
の
都
市
人
口
増
加
の
内
容
を
、
先

ほ
ど
の
表
５
で
見
る
と
、
製
造
業
が
七
七
・
二
％
、
と
く
に
重
化
学

工
業
が
六
九
％
と
、
実
に
七
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
三
〇
年
代
の
都

市
化
を
進
め
た
の
は
、
重
化
学
工
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ

き
り
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
て
一
気
に
大
都
市
地
域
や
新
興
工
業

都
市
で
の
重
化
学
工
業
化
と
都
市
化
が
進
行
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
戦
争
に
突
入
し
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
、

大
変
な
問
題
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九
三
九
年
に
食
糧
危
機
が
起

こ
り
ま
す
。
西
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
旱
魃
の
た
め
に
、
朝
鮮
か
ら
お

米
が
入
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
産
米
増

殖
計
画
で
朝
鮮
米
へ
の
依
存
を
高
め
て
き
た
こ
と
が
裏
目
に
出
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
構
造
的
な
問
題
と
し
て
、
朝
鮮
半
島

で
の
工
業
化
と
都
市
化
も
急
速
に
進
行
し
、
日
本
へ
の
移
出
余
力
が

低
下
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

  
こ
う
な
り
ま
す
と
、
戦
争
を
遂
行
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、

戦
略
的
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、
国
土
計
画
や
農
工
調
整

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
政
府
中
枢
部
で
出
て
き

表7　人口増加率（1935～42年）が大きい都市
順位 都市名 増加率（％） 階級
1 室 蘭 65.3　 Ⅱ
2 川 崎 56.9　 Ⅰ
3 玉 野 47.1　 Ⅳ
4 日 立 45.3　 Ⅲ
5 尼 崎 44.2　 Ⅱ
6 布 施 40.5　 Ⅱ
7 東舞鶴 34.4　 Ⅳ
8 小 倉 34.4　 Ⅱ
9 新居浜 34.1　 Ⅳ
10 飾 磨 33.5　 Ⅳ
11 宇 部 31.4　 Ⅱ
12 川 口 27.2　 Ⅲ
13 市 川 24.3　 Ⅲ
14 戸 畑 24.3　 Ⅲ

（資料）上田正夫「工場規制地域人口現象概要
（一）」『人工問題研究』第３巻第12号、
1942年12月、16ページ。

（注）階級記号Ⅰ（25万人以上）、Ⅱ（10万～
25万）、Ⅲ（５万～10万）、Ⅳ（５万未満）。
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ま
す
。
一
九
四
〇
年
に
、
近
衛
新
体
制
に
な
り
、
そ
の
方
向
が
一
斉

に
強
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
物
資
動
員
計
画
を
見
直
し
な
が
ら
、

「
日
満
支
」
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
で
の
分
業
と
協
業
の
関
係
を
ど
う
す
る

か
を
考
え
る
と
同
時
に
、
日
本
本
土
の
中
で
の
土
地
や
労
働
力
、
生

産
手
段
、
と
り
わ
け
鉄
の
分
配
の
農
工
間
調
整
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

  

そ
の
た
め
に
国
土
計
画
を
策
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
帝
国
内
で
の
国
土
計
画
で
あ
っ

た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
の
日
本
の
範
域

で
は
な
く
て
、「
日
満
支
」
ブ
ロ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
「
大
東
亜
共

栄
圏
」
に
近
い
範
囲
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
戦
況
が
ど
ん
ど

ん
変
化
す
る
中
で
、
国
土
計
画
そ
の
も
の
が
公
的
に
決
定
さ
れ
る
こ

と
に
は
至
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
国
土
計
画
に
近
い
手
段
と
し
て
、

戦
時
農
地
立
法
と
か
、
国
土
計
画
的
手
法
を
取
り
入
れ
た
諸
政
策
が

個
別
に
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
当
時
の
国
土
計
画
行

政
を
担
当
し
た
官
僚
た
ち
は
、
戦
後
も
生
き
延
び
ま
し
て
、
一
九
五

〇
年
の
国
土
総
合
開
発
法
づ
く
り
に
参
画
し
、
戦
時
国
土
計
画
は
、

戦
後
の
国
土
計
画
、
全
総
（
全
国
総
合
開
発
計
画
）
と
い
わ
れ
る
も

の
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
こ
こ
で
断
絶
が
あ
る
わ
け
で
す

ね
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
の
手
本
と
な
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的

な
国
土
計
画
を
つ
く
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
戦
後
、
空
間
整
備
計

画
へ
と
改
革
し
ま
す
。
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
計
画
に
変
え
る
わ
け
で

す
が
、
日
本
の
場
合
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
計
画
行
政
体
制
が
、

そ
の
ま
ま
戦
後
も
続
く
わ
け
で
す
。

お
わ
り
に
〜
戦
後
へ
の
断
章
〜

　

以
上
の
よ
う
な
戦
前
の
都
市
形
成
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
し
た

農
村
の
変
化
、
そ
し
て
都
市
・
農
村
関
係
全
体
の
地
域
構
造
の
形
成

と
、
そ
の
矛
盾
の
展
開
過
程
が
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
し
て
、
戦
後
に
つ

な
が
っ
て
き
ま
す
。
し
か
も
、
重
化
学
工
業
を
基
調
と
し
た
工
業
化

は
、
戦
後
も
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
四
日
市
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
企
業
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
石
油
化
学
技
術
を
技
術
輸
入
と
い
う
形
で
導
入
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
硫
黄
分
が
多
い
ア
ラ
ビ
ア
原
油
を
輸
入
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
燃
焼
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
量
の
亜
硫
酸
ガ
ス
が
発
生

し
、
そ
れ
が
四
日
市
喘
息
を
集
中
的
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
一
番
の
中
核
に
な
っ
た
の
が
、
海
軍
燃

料
廠
の
跡
地
に
立
地
し
た
シ
ェ
ル
石
油
と
連
携
し
た
三
菱
系
の
プ
ラ

ン
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
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け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
現
段
階
に
き
ま
し
て
、
生
産
の
海
外
シ
フ
ト

に
よ
っ
て
三
菱
の
エ
チ
レ
ン
プ
ラ
ン
ト
が
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。
昔
、

第
一
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
と
よ
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
遊
休
地
の
売
却
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
空
洞
化
が
進
行
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
海

外
へ
の
生
産
シ
フ
ト
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
、
四

日
市
で
も
進
行
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

九
〇
年
代
の
初
頭
を
ピ
ー
ク
に
し
て
日
本
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

ん
で
す
ね
。
生
産
機
能
を
海
外
に
移
し
な
が
ら
、
世
界
本
社
機
能
を

東
京
の
ほ
う
に
集
中
さ
せ
て
い
く
動
き
で
す
。

　

こ
の
結
果
、
大
阪
の
地
位
は
さ
ら
に
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
四
大
金
融
資
本
グ
ル
ー
プ
に
再
編

さ
れ
る
な
か
で
、
大
阪
に
あ
る
程
度
本
社
機
能
を
残
し
て
い
た
住
友

や
三
和
グ
ル
ー
プ
の
本
社
機
能
が
著
し
く
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
年
次
別
の
推
移
を
見
ま
す
と
、
東
京
に
本
拠
を
置
く
上
場

企
業
の
本
社
数
が
増
え
て
い
く
の
に
対
し
て
、
大
阪
の
そ
れ
は
減
っ

て
き
て
い
ま
す
。
日
本
の
地
域
経
済
に
占
め
る
大
阪
の
経
済
的
地
位

が
大
き
く
低
落
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
国
土
全
体
の
形
成
に
関
わ
る
法
律
体
系
も
今
年
、
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
七
月
の
郵
政
解
散
国
会
の
直
前
に
、
国
土

形
成
計
画
法
と
い
う
も
の
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
土
総
合

開
発
法
を
大
幅
改
正
し
た
も
の
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す

る
と
い
う
こ
と
と
、
地
方
分
権
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
二
層

の
広
域
圏
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一

つ
は
道
州
制
単
位
の
広
域
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
例
え
ば
関
西
規
模
の

広
が
り
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
市
町
村
合
併
を
し
た
大
き
な
自
治
体

の
規
模
に
合
わ
せ
た
、
人
口
三
〇
万
人
ぐ
ら
い
の
括
り
で
す
。
そ
の

上
で
、
国
と
し
て
公
共
投
資
の
面
倒
を
み
る
の
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
圏
の

方
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
の
国
際
化
拠
点
の
形
成
、
国

際
空
港
の
整
備
と
か
国
際
港
湾
の
整
備
、
こ
こ
に
対
し
て
は
、「
選

択
と
集
中
」
で
投
資
を
行
う
。
残
り
の
地
域
は
、
内
発
的
に
地
域
形

成
を
や
る
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
の
地
方
分
権
で
す
。

　

地
方
自
治
体
に
財
源
を
あ
ま
り
渡
さ
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
資
本
に
よ
る
地
域
把
握
が
、
現
在
、
こ
こ
ま
で
立
ち
至

っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
は
、
多
国
籍
企
業
資
本
段
階
に
対
応

し
た
、
地
方
制
度
の
再
編
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
資
本
の
蓄
積
要
求
に
対
応
し
た
地
域
形
成
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
小
泉
「
構
造
改
革
」
は
、
国
の

か
た
ち
を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
、
と
く
に
「
多
国
籍
企
業
に
選
ん
で

も
ら
え
る
国
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
」
を
標
榜
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
他
方
で
住
民
の
生
活
領
域
は
狭
く
、
し
か
も
高
齢
化
が
進
行
す
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る
に
つ
れ
て
狭
域
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、「
資
本
の
活
動
領
域
」
と

「
人
間
の
生
活
領
域
」
は
矛
盾
を
帯
び
た
状
況
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
い
た
る
、
明
治
以
来
の

日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
過
程
を
、
地
域
形
成
史
と
い
う
一
貫
し
た

方
法
と
視
点
で
、
ど
の
よ
う
に
再
把
握
し
、
い
か
に
未
来
を
展
望
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
私
は
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
地

域
経
済
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
重
い
社
会
的
使
命
を
感
じ
な
が
ら
、

今
後
の
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
私
の
話
を
終
え
た
い
と
思

い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
お
か
だ　

と
も
ひ
ろ
・
京
都
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）

〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
一
二
月
三
日
、
大
阪
経
済

大
学
で
行
わ
れ
た
第
四
二
回
経
済
史
研
究
会
の
講
演
内
容
で
あ
る
。


