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わ
が
国
で
の
「
ド
イ
ツ
産
業
革
命
論
」
や
「
ド
イ
ツ
資
本
主
義
論
」

の
研
究
に
は
長
い
蓄
積
が
あ
り
、
先
人
の
研
究
業
績
は
わ
が
国
の
社

会
経
済
史
研
究
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
伝

統
を
踏
ま
え
て
上
梓
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ
ま
で

の
研
究
史
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
、
何
を
新
た
に
呈
示
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
最
初
に
、
本
書
の
概
要
を
で
き
る

限
り
著
者
の
言
葉
を
取
り
入
れ
つ
つ
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
、
序
論
「
ド
イ
ツ
工
業
化
論
と
鉄
道
・
再
考
」
に
お
い
て
、

冒
頭
の
「『
ド
イ
ツ
工
業
化
』
と
い
う
事
件
」
と
い
う
小
見
出
し
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、「
国
民
経
済
」、「
ド
イ
ツ
産
業
革
命
」、

「
工
業
化
」
に
つ
い
て
の
見
直
し
が
進
ん
だ
二
〇
世
紀
第
４
四
半
期

の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
事
件
と
し
て
『
ド
イ
ツ
工
業
化
』
と
呼
ぶ
べ

き
現
象
は
た
し
か
に
存
在
し
た
」
こ
と
を
確
認
し
、
研
究
史
の
整
理

に
移
る
。

研
究
史
の
整
理
は
二
つ
か
ら
成
る
。
ま
ず
「
ド
イ
ツ
工
業
化
論
の

系
譜（
１
）」
で
は
、
マ
ク
ロ
の
論
点
で
産
業
革
命
の
見
直
し
が
、
①

革
命
性
の
否
定
、
②
前
工
業
化
の
終
了
段
階
と
し
て
の
位
置
づ
け
、

③
地
域
性
の
重
視
、
④
資
本
蓄
積
の
重
要
性
の
見
直
し
、
と
い
う
四

つ
の
分
野
で
進
ん
だ
と
整
理
す
る
。
中
で
も
Ｈ
・
キ
ー
ゼ
ヴ
ェ
タ
ー

に
代
表
さ
れ
る
、
③
の
地
域
視
点
か
ら
の
産
業
革
命
の
見
直
し
に
注

〔
書

評
〕

鴋
澤
歩
著
『
ド
イ
ツ
工
業
化
に
お
け
る
鉄
道
業
』

幸

田

亮

一
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目
す
る
。
そ
の
上
で
、
工
場
制
度
や
労
働
、
産
業
組
織
な
ど
の
経
済

組
織
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
論
点
に
目
を
移
し
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
課
題
を
「『
組
織
の
経
済
学
』
や
新
制
度
学
派
的

に
洗
練
・
展
開
す
る
研
究
は
な
お
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
」
で
、
こ

れ
を
補
完
す
る
の
が
「
社
会
史
に
基
点
を
も
つ
（
企
業
史
・
企
業
者
史

な
ら
ぬ
）
経
営
史B

usiness
H
istory

研
究
」
で
あ
る
と
し
て
、
Ａ
・

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
に
刺
激
さ
れ
た
Ｊ
・
コ
ッ
カ
の
研
究
に
注
目
す
る
。

第
二
に
は
渡
邉
尚
の
研
究
を
独
自
に
取
り
上
げ
、
そ
の
門
下
生
を
含

め
「
地
域
派
」
と
名
付
け
、
工
業
化
の
地
域
性
を
踏
ま
え
た
上
で

「
産
業
革
命
」
論
を
提
示
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
工
業
化
論
の
視
点
、
こ
れ
ら
の
二
点
に
そ
の
方
法
的
優
位
性
が
あ

る
と
評
価
す
る
。
し
か
し
、「
地
域
工
業
化
＝
ド
イ
ツ
工
業
化
な
い

し
『
産
業
革
命
』
と
『
ド
イ
ツ
国
民
国
家
』
的
な
政
治
統
合
と
が
同

時
期
に
並
存
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
」
を
「
パ
ズ
ル
」
と
名
付
け
た
上
で
、「
地
域
派
」

に
は
「『
パ
ズ
ル
』
に
当
た
る
も
の
は
そ
も
そ
も
見
出
だ
さ
れ
な
い
」

と
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
史
の
整
理
の
上
で
、
著
者
は
二
つ
の
課
題
を
設

定
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
経
済
統

合
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
間
の
統
合
が
地
域
経
済
単

位
の
工
業
化
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
」

と
い
う
の
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
第
二
の
課
題
は
、
鉄
道
業
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
関
し
、「
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
鉄
道
業
の
本
来
的

機
能
と
、
金
銭
的
・
実
物
的
な
連
関
効
果
以
外
の
外
部
経
済
の
再
検

討
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
、
本
書

は
「
鉄
道
業
の
工
業
化
に
お
い
て
も
っ
た
役
割
の
再
定
置
を
全
体
的

な
課
題
と
す
る
」
の
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
「
経
済
統
合
か
ら
み
た
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
工
業
化
─
国
民

経
済
の
復
位
は
あ
り
う
る
か（
１
）」
に
移
る
。
こ
の
第
Ⅰ
部
は
３
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
数
量
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
駆
使
し
て
、
地
域

の
自
立
性
と
超
地
域
的
な
動
き
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
第
１
章
「
工
業
化
期
ド
イ
ツ
地
域
経
済
の
編
成
と
収
束
」

に
お
い
て
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
経
済
が
定
常
的
な
成
長
率

（
成
長
率
の
長
期
的
ま
た
は
持
続
的
な
水
準
）
に
収
束
す
る
」
と
い
う
、

B
arro

and
Sala-i-M

artin

モ
デ
ル
に
よ
る
β
収
束
の
成
立
の
有
無

を
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
各
州
別
の
一
人
当
た
り
所
得
デ
ー
タ
を
素

材
に
、
一
八
二
一
～
八
三
年
の
時
系
列
で
観
察
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
各
州
に
つ
い
て
は
一
九
世
紀
前
半
に
は

地
域
経
済
間
で
の
収
束
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
、
一
八
六
〇
年
代
以

降
に
は
傾
向
が
逆
転
し
、
非
収
束
か
ら
発
散
が
み
ら
れ
た
」
と
な
る
。
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こ
れ
ら
を
踏
ま
え
「
収
束
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
か
ら
は
、
一
九
世

紀
ド
イ
ツ
語
圏
に
つ
い
て
地
域
間
格
差
は
固
着
的
で
あ
る
と
の
見
解

が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
象
と
し
て
顕
著
な
収
束
を
観
察
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
／
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
『
収
束
』
の
概
念
を

経
済
成
長
論
的
に
拡
充
し
て
分
析
し
た
結
果
は
、
固
着
的
な
地
域
経

済
構
造
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
要
す
る
に
、

プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
レ
ベ
ル
と
い
う
「『
ド
イ
ツ
国
民
経
済
』
に
相
当

す
る
大
き
な
地
理
的
規
模
で
の
『
収
束
』
が
緩
慢
に
せ
よ
、
工
業
化

期
に
生
じ
て
い
た
こ
と
」
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
第
２
章
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
市
場
統
合
の

一
局
面
─
金
融
市
場
」
は
、
地
域
ご
と
の
利
子
率
の
動
き
、
な
ら
び

に
地
域
ご
と
の
主
要
銀
行
に
お
け
る
〈
貸
出
額
の
増
分
〉
と
〈
預
金

の
増
分
〉
と
の
対
応
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
イ

セ
ン
債
と
バ
イ
エ
ル
ン
債
の
関
係
に
は
地
域
的
分
断
は
認
め
ら
れ
な

い
が
、
ザ
ク
セ
ン
債
と
バ
イ
エ
ル
ン
債
の
関
係
か
ら
は
地
理
的
分
断

が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
の
後
の
実
証
を
省
略
し
て
本
章
の
結
論

を
紹
介
す
る
と
、「
一
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
金
融
市
場
は
長

期
間
に
わ
た
り
地
域
的
に
分
断
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
資
本
や
労
働
の
移
動
の
制
限
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、「
地
域
間
に
お
い
て
収
束
の
速
度
を
規
定

す
る
な
ん
ら
か
の
追
加
的
な
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し

て
、
鉄
道
の
役
割
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

第
３
章
「
農
村
工
業
の
再
編
と
超
地
域
的
連
関
─
東
部
ド
イ
ツ
火

酒
工
業
の
発
達
」
は
、
ユ
ン
カ
ー
経
営
と
の
関
わ
り
で
地
域
的
特
性

が
強
い
火
酒
工
業
を
と
り
あ
げ
、
一
九
世
紀
半
ば
の
変
化
と
し
て
都

市
か
ら
農
村
へ
の
転
換
な
ら
び
に
中
小
経
営
か
ら
大
経
営
へ
の
転
換

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
こ
の
転
換
を
促
し
た
要
因
が
鉄
道
で
あ
っ

た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
火
酒
製
造
業
者
協
会
が
技
術
改
良
に

貢
献
し
た
こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
、「
も
っ
と
も
地
域
的
な
産
業
に
お

い
て
も
超
地
域
的
な
連
関
が
そ
の
発
達
に
本
質
的
に
関
与
し
て
い
た

こ
と
を
類
推
で
き
た
」
と
し
、
鉄
道
や
プ
レ
ス
、
業
界
団
体
の
役
割

を
考
察
す
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
第
Ⅰ
部
の
ま
と
め
で
、

「
鉄
道
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
統
合
を
も
た
ら
す
側
面
に

『
ド
イ
ツ
国
民
国
家
』
や
『
ド
イ
ツ
国
民
経
済
』
へ
の
指
向
が
要
素
と

し
て
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。『
第
Ⅱ
部
』
の
作
業
課
題
は
こ
こ
に
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
第
Ⅱ
部
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
工
業
化
の
な
か
の
鉄
道

─
国
民
経
済
の
復
位
は
あ
り
う
る
か（
２
）」
で
よ
う
や
く
鉄
道
業
の

研
究
へ
と
入
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
鉄
道
史
に
関
す
る
研
究
史

サ
ー
ベ
イ
が
行
わ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
に
復
興
し
た
鉄
道
史
研
究
を
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鉄
道
政
策
・
地
域
工
業
化
・
鉄
道
組
織
の
三
つ
に
大
き
く
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
研
究
成
果
を
整
理
す
る
が
、
著
者
の
関
心
は
第

三
番
目
の
鉄
道
組
織
に
あ
る
。
そ
の
関
心
を
惹
起
し
た
の
は
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
官
僚
制
が
初
期
の
鉄
道
業
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
問
題
に

有
益
な
解
決
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
と
す
る
コ
ッ
カ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
上
で
、
第
４
章
「
鉄
道
に
よ
る
市
場
統

合
の
再
検
証
─
穀
物
市
場
の
展
開
」
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
と
バ

イ
エ
ル
ン
王
国
の
穀
物
市
場
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
先
行
研

究
が
示
す
よ
う
に
「
少
な
く
と
も
領
邦
規
模
の
地
域
に
お
い
て
穀
物

価
格
の
平
準
化
は
一
九
世
紀
初
期
以
前
か
ら
相
当
の
水
準
で
達
成
を

み
て
お
り
、
鉄
道
の
出
現
が
そ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
」
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
─
バ
イ
エ
ル
ン
間

の
穀
物
価
格
の
相
関
か
ら
は
「
領
邦
の
枠
組
み
を
越
え
た
市
場
統
合

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
第
５
章
「
初
期
鉄
道
業
に
お
け
る
統
一
の
試
み
─
プ
ロ

イ
セ
ン
王
国
鉄
道
業
の
位
置
づ
け
」
で
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
鉄
道

業
の
地
域
的
多
様
性
を
重
視
す
る
山
田
徹
雄
ら
の
見
解
に
対
し
、
ド

イ
ツ
鉄
道
管
理
協
会
と
ド
イ
ツ
鉄
道
技
術
者
同
盟
と
い
う
二
つ
の
技

術
者
組
織
が
鉄
道
業
の
技
術
標
準
化
に
果
た
し
た
役
割
を
評
価
し
、

「
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
鉄
道
業
に
お
け
る
技
術
・
規
格
面
で
の
統

一
や
標
準
化
は
、
そ
の
最
初
期
に
お
け
る
『
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
業
』

の
大
き
な
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
展
開
も
ほ
ぼ
規
定
さ
れ
た
」

と
結
論
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
、「
ド
イ
ツ
語
圏

に
お
け
る
長
期
間
に
わ
た
る
経
済
成
長
の
駆
動
は
、
そ
れ
ら
経
済
主

体
の
経
済
的
期
待
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
」
あ
り
、「
そ
う
し
た
期

待
を
支
え
た
要
素
の
ひ
と
つ
は
市
場
（
成
長
の
源
泉
と
し
て
の
『
環

境
』）
の
拡
大
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
超
地
域
的
な
統
合
の
進
展
な
い
し

そ
れ
を
予
想
さ
せ
る
事
態
の
推
移
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、

こ
の
統
合
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
想
像
の
共
同
体
」
で
あ
る

国
家
で
あ
り
、「
こ
の
意
味
で
『
国
民
経
済
』
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ

語
圏
の
工
業
化
を
対
象
と
す
る
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、
占
め
る
べ

き
相
応
の
地
位
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
展
開
す
る
。

第
Ⅲ
部
「
官
僚
制
と
経
済
組
織
─
鉄
道
職
員
の
社
会
経
済
史
」
に

移
る
。
は
じ
め
に
「
人
的
資
本
論
へ
の
社
会
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
「
人
的
資
本
」
を
も
取
り
入
れ

た
成
長
論
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
工
業
化
の
歴
史
分
析
に
適
用

す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
社
会
史
の
問
題
関
心
・
手
法
を
継
承
し
つ
つ

「
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
お
け
る
鉄
道
業
の
組
織
、
技
術
者
、
お
よ
び

そ
の
雇
用
に
つ
い
て
精
査
を
試
み
る
」
の
が
こ
の
第
Ⅲ
部
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。

ま
ず
、
第
６
章
「
初
期
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
業
概
観
─
一
八
三
〇
年

代
～
五
〇
年
代
に
お
け
る
組
織
と
人
員
」
で
組
織
概
略
や
雇
用
規
模
、

配
置
、
組
織
運
営
を
確
認
し
た
上
で
統
計
的
概
観
に
よ
り
「
一
八
五

〇
年
代
に
お
い
て
労
働
生
産
性
が
上
昇
し
、
あ
る
程
度
以
上
、
効
率

的
な
労
働
組
織
の
出
現
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
不
況
期
に
先
立
つ

六
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
組
織
の
効
率
性
低
下
を
も
た
ら
す
よ
う

な
経
営
組
織
上
の
問
題
が
発
生
し
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
」
と

述
べ
る
。

第
７
章
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鉄
道
技
術
者
集
団
の
生
成
─
雇
用
市

場
と
技
術
教
育
制
度
か
ら
み
た
社
会
集
団
」
で
は
、
ド
イ
ツ
技
師
協

会
（
Ｖ
Ｄ
Ｉ
）
に
結
実
す
る
技
術
者
集
団
に
先
行
す
る
存
在
と
し
て

鉄
道
技
術
者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
生
成
過
程
を
量
的
・
質
的
に
検
証

し
、
初
期
鉄
道
技
術
者
の
関
心
が
主
と
し
て
技
術
向
上
に
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
技
術
者
の

供
給
過
少
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
一
方
で
の
技
術
教
育
制
度
の

整
備
と
他
方
で
の
国
家
官
僚
制
に
よ
る
対
応
の
二
つ
の
方
策
を
と
っ

た
と
し
て
、
次
章
へ
の
橋
渡
し
を
行
う
。

第
８
章
「
官
僚
制
と
鉄
道
業
組
織（
１
）─
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
業
に

お
け
る
労
働
調
達
、
内
部
労
働
市
場
と
『
例
外
的
雇
用
』」
で
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
の
は
「
文
官
任
用
制
度
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
イ

セ
ン
軍
で
一
定
年
数
勤
務
し
た
下
士
官
に
文
官
任
用
証
を
与
え
、
除

隊
後
、
各
種
官
庁
の
文
官
職
を
特
権
的
に
斡
旋
す
る
制
度
を
さ
す
。

ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
鉄
に
お
い
て
長
期
雇
用
と
一
定
の
昇
進
プ
ロ

セ
ス
を
伴
っ
た
階
層
分
化
的
な
内
部
労
働
市
場
的
雇
用
形
態
が
す
で

に
一
八
五
〇
年
代
初
頭
に
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
で
、
文

官
任
用
の
実
態
を
検
証
し
、
そ
れ
が
「
軍
隊
と
鉄
道
業
な
ど
官
庁
的

組
織
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
連
続
性
（
制
度
的
連
結
）
を
確
保
し
た
」

と
述
べ
る
。
こ
の
後
、
さ
ら
に
、
文
官
任
用
証
を
有
し
な
い
人
材
を

国
王
の
裁
可
に
よ
り
例
外
的
に
雇
用
す
る
と
い
う
「
例
外
的
任
官
」

制
度
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
そ
れ
は
「
必
要
な
人
的
資
源
を
国
有

鉄
道
に
導
入
な
い
し
定
着
化
す
る
装
置
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
本
章

の
結
論
と
し
て
、
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
業
の
内
部
労
働
市
場
の

源
泉
と
し
て
国
家
官
僚
制
と
鉄
道
業
組
織
そ
の
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、

後
者
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
。

第
９
章
「
官
僚
制
と
鉄
道
業
組
織（
２
）─
一
八
四
八
・
四
九
年
革

命
後
の
鉄
道
職
員
」
は
、
鉄
道
が
自
律
的
な
地
域
経
済
の
再
編
成
を

も
た
ら
す
方
向
に
作
用
し
た
と
い
う
近
年
の
通
説
に
対
し
、
下
級
職

員
の
政
治
思
想
・
心
性
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
批
判
を
加

え
て
い
る
。
そ
の
素
材
と
な
る
「
民
主
主
義
者
」
に
関
す
る
分
析
の
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結
果
、
彼
ら
は
主
に
車
掌
や
駅
長
、
機
関
士
な
ど
現
業
部
門
に
従
事

し
て
お
り
、「
職
業
身
分
や
階
層
に
よ
る
垂
直
的
な
分
断
と
は
異

な
っ
た
組
織
内
交
流
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
社

会
階
層
や
教
育
水
準
・
資
格
の
懸
隔
に
よ
っ
て
日
常
的
に
交
流
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
メ
ン
バ
ー
と
組
織
内
で
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
正

の
外
部
効
果
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
す
る
。
要
す
る
に

協
会
や
ク
ラ
ブ
の
活
動
が
、
地
域
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
国
民
経
済
」

的
な
政
治
意
識
を
も
た
ら
す
方
向
に
作
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

第

章
「
一
九
世
紀
後
半
の
鉄
道
職
員
の
世
界
」
で
は
、
雇
用
関

１０

係
な
ら
び
に
出
自
・
学
歴
の
二
面
か
ら
鉄
道
技
術
者
の
集
団
が
分
析

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
初
期
に
は
官
僚
集
団
の
中
で
優
位
性
を
持
っ

た
鉄
道
技
術
者
集
団
が
一
九
世
紀
の
第
４
四
半
期
に
な
る
と
優
位
性

を
喪
失
し
た
と
し
て
、
中
・
下
級
鉄
道
技
術
官
吏
の
事
例
と
し
て
保

線
区
長
の
結
社
を
と
り
あ
げ
、
エ
リ
ー
ト
集
団
と
し
て
の
優
位
性
を

失
っ
た
彼
ら
が
ド
イ
ツ
鉄
道
保
線
区
長
連
盟
を
結
成
し
、
待
遇
改
善

要
求
の
運
動
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
拾
い
上
げ
て
い
る
。

同
様
に
、
非
技
術
系
職
員
の
組
織
化
に
も
目
を
向
け
、
プ
ロ
イ
セ
ン

駅
助
役
協
会
の
機
関
誌
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
「
官
吏
」
志
向
性
と
い

う
集
団
心
性
に
注
目
を
促
し
て
い
る
。

こ
の
後
、
第
Ⅲ
部
の
ま
と
め
「
鉄
道
業
に
お
け
る
人
的
資
本
の
社

会
的
形
成
」
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
実
証
研
究
の
成
果
を
、
従
来
の

「
ド
イ
ツ
鉄
道
業
＝
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
セ
ク
タ
ー
」
論
に
、「
人
的
資

源
の
移
行
に
介
在
す
る
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
工
業
化
の
展
開

期
に
果
た
し
た
」
部
門
と
し
て
鉄
道
業
の
意
義
を
付
け
加
え
た
こ
と

だ
と
強
調
す
る
。

最
後
の
結
語
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
鉄
道
業
の
新
し
い
位
置
づ
け

へ
」
に
お
い
て
、
本
書
の
成
果
を
、
①
「
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
圏

に
お
い
て
は
、
地
域
的
な
経
済
成
長
と
国
民
経
済
の
成
立
と
は
機
能

的
に
リ
ン
ク
し
て
い
た
」（
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
）、
②
「
鉄
道
業
の
成
立

に
よ
っ
て
人
的
資
本
の
蓄
積
が
促
進
さ
れ
た
」（
第
Ⅲ
部
）
と
ま
と
め

る
。
そ
し
て
、
本
書
の
結
論
と
し
て
、「
一
九
世
紀
経
済
成
長
期
ド

イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
、
人
的
資
本
（
蓄
積
）、
国
民
経
済
（
成
立
）、

経
済
成
長
（
加
速
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
現
象
が
主
に
鉄
道

業
と
い
う
経
済
セ
ク
タ
ー
を
媒
介
と
し
て
正
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
関

係
に
あ
っ
た
」
と
ま
と
め
る
。

以
上
、
で
き
る
だ
け
著
者
の
言
葉
を
用
い
て
、
本
書
の
概
要
を
紹

介
し
た
。
正
直
言
っ
て
、
本
書
の
内
容
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は

な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
鉄
道
業
に
つ
い
て
の
新
し
い
知
識
を
得
よ

う
と
思
う
読
者
は
失
望
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

具
体
的
な
鉄
道
路
線
の
建
設
や
そ
れ
ら
の
役
割
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
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ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
で
、
鉄
道
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
穀
物

や
火
酒
の
輸
送
に
関
し
て
そ
れ
が
均
質
化
の
作
用
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
こ
と
と
、
鉄
道
職
員
の
分
析
を
通
じ
国
家
官
僚
制
と
の
関
連
や

内
部
労
働
市
場
が
早
期
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
留
ま
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
実
証
の
進
め
方
や
そ
の
帰
結
の
ま
と
め
方
も
、

難
渋
な
表
現
も
加
わ
っ
て
、
文
意
を
汲
み
取
る
の
に
苦
労
さ
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
も
多
い
。

さ
ら
に
、
先
に
論
文
と
し
て
発
表
し
た
時
に
指
摘
さ
れ
た
疑
問
点

に
つ
い
て
、
本
書
に
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
考
慮
を
払
っ
て
し
か
る

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、

先
に
紹
介
し
た
第
２
章
の
「
一
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
金
融
市

場
は
長
期
間
に
わ
た
り
地
域
的
に
分
断
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
」

と
の
結
論
に
対
し
て
は
、
す
で
に
「
確
か
に
ド
イ
ツ
内
の
金
融
市
場

間
に
利
子
率
均
衡
化
が
実
現
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
国
境
を
越
え
て

そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

『
中
世
の
世
界
経
済
』（R

oerig

）
に
相
当
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成

立
し
て
い
る
可
能
性
さ
え
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」（
山
田
徹
雄

『
ド
イ
ツ
資
本
主
義
と
鉄
道
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九

頁
）
と
の
疑
問
に
答
え
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
最
初
の
課
題
設
定
に
お
い
て
五
頁
に
わ
た
っ
て
論
じ
た

「
地
域
派
」
へ
の
批
判
は
本
書
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
深
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、「
パ
ズ
ル
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
解
は
妥
当

な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
お
き
た
い
。

産
業
革
命
期
に
複
数
の
原
経
済
圏
が
生
ま
れ
、
強
固
な
経
済
基
盤

を
形
成
し
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
と
す
る
「
地
域
派
」
を
批
判
す

る
た
め
に
は
、
人
的
資
本
の
形
成
に
焦
点
を
あ
て
た
鉄
道
に
よ
る
統

合
化
作
用
の
検
証
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
や
は
り
主
要
工
業
の
発
展

を
地
域
間
で
比
較
す
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
著
者

は
、
第
１
章
の
β
収
束
の
検
証
後
、「
工
業
化
の
地
域
的
編
成
と
い

う
点
か
ら
、
こ
こ
で
の
分
析
結
果
を
振
り
返
」
り
、
一
九
世
紀
後
半

に
「
非
収
束
な
い
し
発
散
へ
の
逆
転
が
み
ら
れ
た
。
…
…
こ
の
こ
と

は
何
ら
か
の
経
済
構
造
の
変
化
を
示
唆
す
る
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
…
…
工
業
化
の
進
展
が
地
域
経
済
の
格
差
拡
大
を
生
ん
だ

と
い
う
結
論
が
可
能
に
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
著

者
の
別
稿
で
の
成
果
を
も
と
に
、
製
鉄
業
と
建
設
業
に
比
し
て
繊
維

業
で
は
大
き
な
地
理
的
規
模
で
の
β
収
束
が
成
立
し
て
い
る
理
由
と

し
て
技
術
革
新
の
格
差
が
小
さ
い
こ
と
を
あ
げ
、
製
鉄
業
を
金
属
工

業
と
読
み
替
え
つ
つ
、
金
属
工
業
の
成
長
の
地
域
的
分
立
の
理
由
と

し
て
地
域
間
の
技
術
伝
播
の
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
こ
そ
、

「
地
域
派
」
と
正
面
か
ら
切
り
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
分
野
で
あ
り
、
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さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
展
開
し
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
「
パ
ズ
ル
」
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
地
域
派
」
に
は
政
治

統
合
へ
の
関
心
が
な
い
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
り
、
渡

邉
尚
は
「
領
域
空
間
」
と
「
非
領
域
空
間
」
の
双
方
で
多
様
な
空
間

が
重
層
的
に
展
開
し
て
き
た
場
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
捉
え
て
お

り
、
領
邦
分
立
か
ら
関
税
同
盟
の
成
立
、
ラ
イ
ヒ
成
立
、
第
二
次
大

戦
後
の
東
西
ド
イ
ツ
分
割
、
さ
ら
に
一
九
九
一
年
の
「
再
統
合
」
に

至
る
ま
で
の
政
治
的
統
合
と
工
業
化
の
関
係
に
つ
と
に
注
意
を
払
っ

て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
民
経
済
を
相
対
化
す
る
「
地
域
派
」
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
空
間
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
へ
の
強
固
な
関
心
を
持
っ
て

い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
国
民
経
済
を
重
視
す
る
著
者
の
経
済
空
間

認
識
は
「
ド
イ
ツ
語
圏
」
を
ど
の
よ
う
に
越
え
て
い
く
も
の
か
定
か

で
は
な
い
。

や
や
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
き
た
が
、
評
者
は
著
者
の
学

問
的
姿
勢
と
地
道
な
理
論
・
実
証
研
究
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
東

西
ド
イ
ツ
の
統
合
後
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
旧
東
ド
イ
ツ
の
ア
ル

ヒ
ー
フ
に
あ
る
一
次
資
料
を
丹
念
に
発
掘
し
、
そ
れ
ら
を
新
古
典
派

や
制
度
学
派
か
ら
社
会
史
、
経
営
史
の
新
し
い
動
向
を
駆
使
し
て
分

析
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
ス
タ
イ
ル
は
他
者
の
追
随
を
許

さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
が
よ
く
練
ら
れ
、
各
部
・
章

は
相
互
に
連
関
し
あ
い
、
叙
述
に
統
一
性
が
あ
り
、
議
論
が
論
理
的

に
展
開
し
て
い
る
本
書
の
学
術
的
水
準
は
高
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も

わ
が
国
に
お
け
る
長
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
資
本
主
義
研
究
の
成
果
を

踏
ま
え
、「
地
域
派
」
へ
の
批
判
を
通
じ
、「
ド
イ
ツ
国
民
経
済
」
の

形
成
問
題
を
再
び
正
面
か
ら
論
じ
た
本
書
が
、
ド
イ
ツ
経
済
史
・
社

会
史
・
経
営
史
研
究
者
に
投
げ
か
け
た
波
紋
は
大
き
い
。
今
後
、
ど

の
よ
う
に
研
究
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
刺
激
的
で
挑
発

的
な
著
者
の
研
究
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
心
よ
り
願
っ
て
い
る
。

鴋
澤
歩
著
『
ド
イ
ツ
工
業
化
に
お
け
る
鉄
道
業
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六

年
刊
、
Ａ
５
判
、
三
六
三
頁
、
本
体
価
格
五
、
〇
〇
〇
円
）

二
〇
〇
七
年
度
・
第
五
〇
回
「
日
経
・
経
済
図
書
文
化
賞
」
受
賞

（
こ
う
だ

り
ょ
う
い
ち
・
熊
本
学
園
大
学
商
学
部
教
授
）


