
い
わ
ゆ
る

「
裏
日
本
」

の
形
成
に
つ
い
て

|

|

歴

史

地

理

的

試

論

|

|

千

徳

爾

葉

八
一

v

いわゆる「裏日本」の形成について

地
域
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
進
展
が
程
度
を
異
に
す
る
こ
と
は
、

は
や
く
か
ら
経
済
史
の
人
た
ち
が
、

い
わ
ゆ
る
先
進
地
域
と
後
進
地

域
と
し
て
注
目
し
た
と
こ
ろ
で
す
c

し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
な

そ
の
よ
う
な
差
が
、

る
と
、
あ
ま
り
目
新
ら
し
い
論
議
も
な
く
、

ま
し
て
、
方
向
を
異
に
し
た
地
域
経
済
の
進
み
か
た
、

と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

心
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
「
裏
日
本
」
な
ど
と
い
う
存
在
は
、
明
ら
か
に
明
治
以
前
に
は
な
か
っ
た
概
念
な
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
地
域
が
い
っ
、

ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、

な
ど
が
そ
の
一
つ
で
す
。

日
本
で
は
じ
め
て
「
裏
日
本
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
が
、
誰
だ
っ
た
か
、
そ
の
場
合
に
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
裏
」
と
い
わ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
ま
だ
審
ら
か
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
明
治
三
十
年
代
に
は
、
も
う
、
こ
の
言
葉
が
か
な
り
一
般
的
に
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使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

一
九

O
六
年
に
出
た
山
崎
直
方
・
佐
藤
伝
蔵
両
氏
共
著
の
「
大
日
本
地
誌
」
第
五
巻
の
北
陸
地
方
の
総
論
第

一
行
に
、
こ
の
地
方
を
「
裏
日
本
の
海
岸
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
も
明
か
ら
で
す
。
こ
の
当
時
の
「
裏
」
と
い
う
概
念
に
は
、
ま
ず
日
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本
列
島
の
弓
な
り
の
形
か
ら
、
太
平
洋
側
を
円
弧
の
外
側
と
み
な
し
、

(
1
)
 

日
本
海
側
を
内
と
し
て
、
内
側
す
な
わ
ち
裏
と
い
う
発
想
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
内
帯
日
本
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
用
例
か
ら
み
る
と
内
陸
と
の
混
同
を
さ
け
る
意
味
と
、
こ
の
地
方
の
海
岸
が

冬
の
北
西
風
に
さ
ら
さ
れ
、
深
雪
に
閉
じ
ら
れ
た
生
活
を
お
く
る
点
で
、
日
本
の
家
屋
が
一
般
に
南
を
表
、
北
を
裏
と
し
て
い
る
こ
と
に

(
2
)
 

類
推
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
す
く
な
く
と
も
、
こ
の
名
称
は
も
と
は
地
域
の
自
然
的
な
性
質
を
考
え
て
の
も
の
で
、
い

ま
の
用
例
の
よ
う
に
、
表
日
本
の
「
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
」
な
ど
と
対
比
し
て
の
、
経
済
的
に
お
く
れ
た
、
み
じ
め
な
生
活
を
お
く
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
地
域
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
っ
た
く
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
大
日
本
地
誌
」
第
五
巻
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。

蓋
し
、
木
巻
収
む
る
所
の
北
陸
地
方
は
、
其
の
面
積
の
点
に
於
て
は
奥
羽
・
中
部
(
静
岡
・
山
梨
・
長
野
・
愛
知
・
岐
阜
各
県
)
等
の
諸
地
方
に
如

か
ず
。
其
の
人
文
発
展
の
上
に
於
て
は
近
畿
地
方
に
如
か
ざ
る
も
(
中
略
)
、
豊
沃
な
る
平
野
の
一
方
に
幾
多
の
潟
湖
存
在
し
、
北
越
地
方
の
地
層

中
に
は
本
邦
随
一
の
石
油
を
包
蔵
し
、
其
の
他
佐
渡
の
鉱
脈
、
福
井
の
羽
二
重
等
の
如
き
、
其
の
産
業
の
性
質
、
歴
史
習
俗
の
点
に
於
て
、
謂
は
ゆ

る
北
国
固
有
の
特
性
を
発
揮
す
る
も
の
決
し
て
少
な
か
ら
ず
。
」

と
れ
は
、
地
域
と
し
て
の
特
殊
な
生
産
物
が
あ
り
、
生
活
上
の
慣
行
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
資
源
分
布
や
自
然

条
件
の
ち
が
い
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
表
日
本
に
対
す
る
経
済
的
な
低
開
発
性
と
は
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
六
ご
九

O
三
)
年
、

つ
ま
り
日
本
の
産
業
革
命
が
は
じ
ま
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
、
北
陸

四
県
の
面
積
と
人
口
お
よ
び
工
業
生
産
額
の
合
計
数
値
は
、
数
字
と
し
て
み
る
限
り
、
中
央
高
地
を
へ
だ
て
た
南
側
の
い
わ
ゆ
る
東
海
地

方
三
県
の
面
積
と
人
口
お
よ
び
産
業
の
そ
れ
と
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
状
態
を
示
し
て
い
ま
す
。
工
業
生
産
を
み
る
と
、
当
時
発
展
し
は
じ
め

た
製
糸
業
を
あ
ら
わ
ず
生
糸
の
生
産
量
に
つ
い
て
は
、
北
陸
は
東
海
に
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
か
}
利
用
加
工
す
る
絹
織
物
、
こ
と

に
羽
二
重
・
白
絹
・
明
石
な
ど
の
生
産
は
い
ち
じ
る
し
く
、
東
海
地
方
の
綿
織
物
・
陶
磁
器
・
和
紙
な
ど
、
北
陸
地
方
に
ま
ざ
る
生
産
額
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産業革命期の東海・北陸地方のヱ産比較

「1 | 紙而積(重量) 絹 織 物 綿 織 物 陶 磁 器 漆 器 I和 I洋 li (明36人口)

41判司 万36.円6 1万17円万円万円 2.4933km2I 
1131-;24帥 m

2

大 2 12. 6， -， 356. 7 
2日 3||吋l引i(3叫 7万人〉

611阿川陸 大10 274.8 749.31 2481 447，i 158人ikm21

東明36 伺 ~I ~~~I ~~~ 2， 3叫 2

大 2 119. 8 247 629 (381. 8万人)

山 1山町川海大10 243. 5; 794 1987， 152人Jkm2

第 1表

北陸ニ新潟・富山・石)11・福井の4県の区域，東海=静岡・愛知・

岐阜の 3県の区域

(註)

を
も
つ
も
の
の
総
計
を
以
て
し
て
も
、
な
お
及
ば
ぬ
生
産
額
を
誇
っ
て
い
た
の

で
す
。
そ
の
ほ
か
、
漆
器
・
鳥
の
子
紙
な
ど
独
特
の
工
産
物
が
あ
っ
て
、
化
学

(
3
)
 

製
品
や
機
械
金
属
類
の
生
産
が
乏
し
か
っ
た
時
代
に
は
、
む
し
ろ
東
海
地
方
に

ま
さ
る
工
業
地
を
も
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
大
日
本
地
誌
」
も
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
、

「
本
地
万
は
工
業
の
盛
な
る
、
近
畿
・
関
東
に
如
か
ず
と
雄
も
、
其
の
製
造
産
出
の

種
類
亦
た
少
な
か
ら
ず
。
殊
に
将
来
に
於
て
発
達
の
見
込
あ
る
も
の
多
く
し
て
、
往

々
木
邦
有
数
の
工
業
地
を
以
て
目
せ
ら
る
所
な
き
に
あ
ら
ず
c
」

と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
上
に
農
業
生
産
と
し
て
、
米
の
生
産
量
が
六
一
七
万
石
と
、
東
海
地
方

の
四
四
四
万
石
を
絶
対
的
に
引
は
な
し
、
反
収
も
新
潟
県
を
の
ぞ
く
と
二
石
内

外
と
、
当
時
の
日
本
と
し
て
は
最
高
の
収
量
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
愛
知

の
一
石
七
斗
、
静
岡
の
一
石
四
斗
な
ど
と
く
ら
べ
て
、

は
る
か
に
ゆ
た
か
な
生

産
力
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
優
位
が
、
都
市
の
分
布
や
人

口
密
度
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
年
の
人
口
密
度
が
北
陸
地
方
に

よ
り
高
く
、
名
古
屋
を
の
ぞ
け
ば
主
要
都
市
の
大
き
さ
や
機
能
に
お
い
て
も
、

北
陸
地
方
の
劣
っ
て
い
る
点
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
表
に
み
る
よ
う
に
、
昭
和
の
初
期
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
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ヤ
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リ
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業

植
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メ

人

小

縫

工
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97 

6 

1258 

9 

37 

1209 

10 

527 

894 

16382 

19 

146 

12 

992 

第 2表

計)

21 

織

織

紙

磁

、y

麦

ブ

(小

ガ

日寺

石

マ

生

京高

品市

F旬

漆

477 

12661 

万人
563 

第52回日本帝国統計年鑑による。

1694 

4134 

万人
411 口人

の
世
界
的
恐
慌
の
中
で
の
、
地
域
的
に
は
、
生
産
の
大
き
い
地
方
の
活
動
が
や
や
に
ぶ
っ
た
と
み
ら
れ
る
時
期
に
お
い
て
も
、
す
で
に
北
陸

料

)
 

計

地
方
の
立
ち
お
く
れ
は
か
な
り
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
ま
す
。
第
一
表
に
あ
げ
た
在
来
工
業
の
品
目
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
、
東
海
地
方
の

巴

(合

綿
織
物
の
地
位
が
か
つ
て
の
北
陸
地
方
の
絹
織
物
に
と
っ
て
代
り
、
陶
磁
器
・
紙
類
の
生
産
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、
在
来
工
業
品
の
伸
び

工
産
物
が
、

い
ず
れ
も
北
陸
地
方
の
そ
れ
と
比
較
し
て
は
る
か
に
多
い
と
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

だ
け
で
も
、
東
海
地
方
は
北
陸
地
方
の
二
倍
近
く
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
上
に
、
産
業
革
命
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
新
ら
し
く
加
わ
っ
た

ち
ょ
っ
と
こ
と
わ
っ
て
お
き

い
わ
ゆ
る
近
代
工
業
の
立
地
に
適
し
た
と
こ
ろ
が
東
海
地
方
に
多
く
、
北
陸
地
方
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ

た
い
の
は
、
こ
れ
を
、

た
説
明
で
は
、
解
、
決
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
は
、
化
学
薬
品
・
肥
料
な
ど
の
生
産
は
む
し
ろ
新
潟
・
富
山



な
ど
の
諸
県
に
多
く
、

し
か
も
満
州
事
変
が
お
と
る
前
で
す
か
ら
、

日
本
海
側
に
有
利
な
原
料
や
販
売
市
場
と
い
っ
た
条
件
も
加
わ
っ
て

い
な
い
時
期
で
し
た
。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
工
場
立
地
に
お
い
て
、
北
陸
が
東
海
地
方
に
劣
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、
両
地
域
の
経
済
的
差
異
の
形
成
は
、
明
治
年
代
の
後
半
か
ら
大
正
の
末
年
ま
で
の
、

日
本
の
産
業
革
命
の
進
行
期
に
あ
っ

た
と
い
う
点
は
、
ま
ず
妥
当
な
み
か
た
と
申
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
第
一
表
の
各
時
期
を
通
じ
て
の
生
産
額
の
動
き
を
対
応
さ
せ
て
み
れ

ば
、
と
の
格
差
は
急
激
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、

ジ
リ
ジ
リ
と
そ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
も
の
の
よ
う
で
す
。
た
と
え

ば
、
機
械
漉
き
の
洋
紙
類
の
生
産
は
、
明
治
三
十
六
年
に
は
両
者
共
に
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
大
正
二
年
に
は
'
東
海
地
方
に
あ
ら
わ

いわゆる「裏日本」の形成について

れ
、
大
正
十
年
に
な
っ
て
動
か
し
が
た
い
地
域
差
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
れ
は
主
と
し
て
富
士
山
麓
に
発
達
し
た
洋
紙
工
場
群
の
活
動
に
よ

(

4

)

(

5

)

 

る
も
の
で
、
東
海
道
線
や
富
士
身
延
鉄
道
の
開
通
が
、
新
ら
し
い
工
業
地
形
成
に
好
条
件
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
東

海
道
線
の
全
通
か
ら
わ
ず
か
五
年
お
く
れ
た
、
福
井
市
ま
で
の
北
陸
線
開
通
に
よ
っ
て
、
と
の
地
方
の
和
紙
生
産
に
あ
ま
り
影
響
が
及
ば

な
か
っ
た
理
由
は
、

ど
う
説
明
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

八
ご

V

い
ろ
ま
で
も
な
く
、

工
業
を
中
心
と
す
る
地
域
的
な
経
済
活
動
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
か
な
り
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
愛
知
県
の
毛
織
物
業
に
つ
い
て
は
、
先
進
的
な
他
地
域
の
綿
織
物
に
圧
迫
さ
れ
た
と
の
地
の
業
者
が
、
明
治
の
末
年
に
着
尺

(
6
)
 

セ
ル
の
商
品
化
に
成
功
し
た
こ
と
が
重
要
な
理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
そ
の
他
の
後
進
的
な
綿
織
物
業
地
、
た
と
え

169 

ば
、
北
陸
で
新
潟
県
の
亀
田
、
富
山
県
の
福
野
な
ど
に
は
、
こ
の
技
術
な
り
努
力
な
り
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

他
の
競
合
地
に
先
ん
じ
て
、
偶
然
尾
西
織
物
が
つ
か
ん
だ
幸
運
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
な
ど
は
、
む
し
ろ
と
の
地
の
機
業
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が
、
地
域
的
に
普
及
し
た
企
業
意
欲
の
上
に
立
ち
、
技
術
の
普
及
一
般
化
が
き
わ
め
て
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
発
展
の
基
盤
を
求
め
ら

れ
は
せ
ぬ
か
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
愛
知
県
の
陶
磁
器
工
業
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸
地
域
に
尾
張
藩
の
指
定
商
人
に
よ
る
販
売
体
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の

(
7
)
 

発
展
の
一
因
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
逆
に
多
治
見
地
方
の
陶
器
生
産
で
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
が
発
展
の
障
害
で
あ

(
8
)
 

り
、
そ
の
撤
廃
が
美
濃
焼
の
伸
び
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
も
あ
っ
た
の
で
す
。
私
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
方
面
に
知
識
の
な

い
も
の
に
は
、

ど
ち
ら
を
信
じ
て
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
地
域
ご
と
の
特
性
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
正
し
い
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く

な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
、
む
し
ろ
、
愛
知
県
内
の
陶
磁
器
生
産
額
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
在
来
産
地
で
あ
る
瀬
戸
に
お
い
て
よ
り

も
、
新
興
の
生
産
地
と
し
て
、
技
術
的
革
新
に
も
、
資
金
導
入
に
も
便
利
で
あ
っ
た
、
名
古
屋
地
域
の
発
展
が
、
大
き
な
影
響
を
も
っ
と

(
9
)
 

考
え
る
の
で
す
。
新
興
産
地
が
新
生
産
方
式
の
採
用
に
円
滑
な
過
程
を
示
す
と
い
う
指
摘
は
、
重
要
で
あ
り
、
追
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
で

し
よ
う
。
伝
統
を
も
っ
生
産
地
で
は
、
新
ら
し
い
方
式
を
忌
避
し
た
り
、
導
入
し
て
も
部
分
的
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
の
は
、
窯
の
よ

う
な
固
定
資
本
が
多
い
陶
磁
器
生
産
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
す
。
明
治
以
後
の
岐
阜
ち
り
め
ん
生
産
地
も
、
存
来
の
岐
阜
市
お
よ

(
叩
)

び
加
納
町
か
ら
、
西
方
の
鏡
島
村
に
移
る
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
も
類
似
の
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

北
陸
地
方
の
事
例
と
し
て
は
、
明
治
以
前
か
ら
越
前
地
方
に
漆
液
の
生
産
が
多
く
、
漆
器
製
作
地
が
各
地
に
み
ら
れ
た
の
で
す
が
、
明

治
中
期
以
後
に
資
源
と
し
て
の
漆
液
の
減
産
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
無
名
の
河
和
田
・
片
山
な
ど
の
漆
器
産
地
が
出
現
し
ま
し

(
日
)

た
。
こ
れ
も
輪
島
や
山
中
な
ど
他
地
方
の
技
術
を
進
ん
で
と
り
い
れ
た
た
め
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
地
域
の
羽
二
重
の
生
産
は
、
第

五
囲
内
国
博
覧
会
の
評
価
に
も
「
福
井
・
石
川
・
富
山
・
福
島
の
優
等
品
に
至
り
て
は
、
従
来
の
組
織
機
織
法
に
拠
り
て
は
最
早
極
度
に

達
し
た
る
が
如
し
」
と
ま
で
賞
讃
さ
れ
、
全
国
第
一
位
の
発
展
を
と
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
も
、
実
は
明
治
の
は
じ
め
士
族
の
手
内
職



(ロ)

か
ら
急
速
に
お
こ
っ
た
生
産
地
で
、
明
治
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
式
の
機
械
を
と
り
い
れ
、
新
ら
し
い
洋
傘
や
ハ
ン
カ
チ

l
フ
地
の
輸
出
向
生

産
を
ね
ら
っ
た
こ
と
が
、
盛
大
に
お
も
む
く
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
伝
統
に
し
ば
ら
れ
な
い
自
由
生
産

よ
り
具
体
的
、
直
接
的
な
事
情
と
し
て
、
私
が
推
測
し
て
い
る
の
は
、
福
井
羽
二
重
の
発
展
の
初
期
に
お
い
て
、
年

(
日
)

季
徒
弟
の
制
度
が
、
当
時
の
他
地
方
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
宅
通
勤
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
あ
ら
わ
れ
か

が
の
び
た
と
い
う
、

た
に
、
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

東
畑
精
一
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
明
治
以
後
の
農
業
に
つ
い
て
も
認
め
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
経
営
を
発

いわゆる「裏日本」の形成について

展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
生
業
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
継
続
維
持
し
よ
う
と
す
る
勤
勉
(
ロ

E
m
o
E
U
)
な
態
度
よ
り
も
、
新
ら
し
い

(
日
)

生
活
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
才
覚

(
F門
吉
田
仲
片
山
知
)
の
精
神
を
も
っ
人
聞
が
よ
り
適
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
ま
す
。
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
の
成
立
に
は
地
域
の
自
然
的
条
件
や
販
売
市
場
へ
の
距
離
と
な
ら
ん
で
、
経
営
の
た
め
の
技
術
や
能
力
の
状
態

が
重
要
な
要
素
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
地
理
学
で
は
、
多
く
の
場
合
に
そ
の
検
討
が
あ
ま
り
充
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
単
一
の
経
営
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
功
は
偶
然
に
支
配
さ
れ
、
環
境
の
力
が
よ
り
大
き
く
作
用
す
る
場
合
も
多
い

わ
け
で
す
が
、
技
術
や
信
用
が
、
教
育
の
普
及
指
導
に
よ
っ
て
住
民
全
体
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
組
織
さ
れ
た

社
会
的
条
件
と
し
て
、
環
境
に
対
応
し
、
進
ん
で
そ
れ
を
処
理
改
変
す
る
力
(
切
岳
山
正
ozご
と
も
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
存
在

は
す
で
に
偶
然
的
な
性
格
を
失
な
い
、
地
域
的
な
作
用
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
見
解
に
は
、
二
つ
の
反
対
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
人
聞
の
力
に
差
異
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
差
別
観
念
を
植
え
つ
け
る
と

171 

と
に
な
る
と
い
う
、
も
っ
と
も
ら
し
い
意
見
で
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ス
ク
ー
ル

ジ
ェ
オ
グ
ラ
フ
ィ
を
教
壇
で
説
い
て
お
ら
れ
る
方
か
ら

出
る
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
教
材
と
し
て
扱
う
の
は
、

心
す
べ
き
こ
と
で
す
が
、
地
理
的
研
究
は
教
育
手
段
と
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し
て
の
み
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
表
事
象
に
地
域
に
よ
る
ち
が
い
を
み
と
め
る
限
り
、
地
域
の
住
民
の
活
動
の
あ
る
面

に
お
い
て
、
あ
る
時
期
の
、

一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
何
か
の
技
衛
や
知
識
、
あ
る
い
は
信
念
な
ど
の
理
解
や
実
践
行
動
が
ち
が
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
方
が
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
一
つ
の
反
対
は
、
主
と
し
て
方
法
論
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
差
異
を
み
と
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
実

体
と
し
て
と
ら
え
う
る
の
か
。
解
釈
し
だ
い
で
ど
の
よ
う
に
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
で
は
、
科
学
的
研
究
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
意
見
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
住
民
の
能
力
の
ち
が
い
と
い
っ
て
は
、
き
こ
え
も
よ
く
な
い
し
、

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も

の
の
よ
う
で
す
が
、
実
は
、
と
れ
は
具
体
的
な
形
と
し
て
は
地
域
社
会
に
お
げ
る
生
活
目
標
あ
る
い
は
規
範
と
し
て
、
住
民
が
そ
の
態
度

を
選
択
す
る
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

居
住
地
域
に
工
業
の
発
達
が
い
ち
じ
る
し
い
と
と
を
指
摘
す
る
と
き
、

そ
れ
は
資
本
主
義
的
企
業
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
が
、

カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
の
住
民
と
は
態
度
に
お
い
て
ち
が
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
い
っ
た
の
で
し
た
。

一
つ
の
時
代
の
変
動
期
に
お
い
て
、
新
ら
し
い

生
活
方
式
を
進
ん
で
と
り
入
れ
る
が
、
反
対
に
、
拒
否
し
て
伝
統
を
保
持
し
よ
う
と
努
力
す
る
か
に
よ
っ
て
、
地
域
の
住
民
は
そ
の
生
活

方
向
を
選
択
し
、
判
断
し
、
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
か
な
り
の
程
度
に
ま
で
、
住
民

の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
と
ら
え
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
も
地
域
社
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
と
、
指
導
を
う
げ
る
住
民
と
の
力
関
係
と
い
っ

た
も
の
、

つ
ま
り
社
会
の
組
織
や
構
造
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
研
究
は

複
雑
で
あ
り
、
困
難
な
も
の
で
し
ょ
う
が
、
不
可
能
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

結
論
か
ら
先
に
申
し
ま
す
と
、
産
業
革
命
期
の
日
本
海
沿
岸
地
域
が
、
自
然
的
な
意
味
ば
か
り
で
な
く
経
済
的
に
も
裏
に
な
っ
て
い
く



過
程
を
調
べ
て
い
く
場
合
に
、
自
然
的
な
気
候
や
資
源
に
お
け
る
不
利
、
交
通
の
お
く
れ
な
ど
と
な
ら
ん
で
、
地
域
社
会
の
近
代
化
へ
の

志
向
が
、
東
海
地
方
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
を
加
え
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
い
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
次
に

述
べ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
点
で
私
は
、
歴
史
地
理
学
に
き
わ
め
て
接
近
し
た
方
法
を
と
っ
て
い
た
、
初
期
の
民
俗
学
開
拓
者
柳
田
園
男
先

(
日
)

生
の
考
え
か
た
が
、
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

八一一一

v

ま
ず
と
り
あ
げ
た
い
こ
と
は
、
北
陸
地
方
の
最
大
の
生
産
物
と
し
て
住
民
の
志
向
し
た
米
作
が
、
社
会
制
度
と
し
て
は
お
く
れ
た
形
態

いわゆる」裏日本」の形成について

で
あ
る
、
寄
生
地
主
制
と
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
大
き
な
経
済
的
弱
点
と
し
て
作
用
し
ま
し
た
。
表
面
上
の
生

産
量
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
含
む
制
度
は
、
や
が
て
生
産
の
障
害
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
す
で
に
明
治
四
十

(
時
)

年
代
に
柳
田
先
生
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。

「
全
体
、
地
主
が
人
に
農
業
を
さ
せ
て
置
き
な
が
ら
、
改
良
の
必
要
を
唱
へ
る
の
は
手
前
勝
手
の
話
で
、
小
作
人
と
休
戚
を
共
に
す
る
や
う
な
昔

風
の
地
主
な
ら
ば
兎
J
h

角
も
、
所
謂
不
在
主
義
の
地
主
が
之
を
説
く
に
至
つ
て
は
、
不
条
理
の
言
た
る
を
免
れ
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
小
作
料
米
納
の

慣
習
の
下
に
、
米
質
改
良
策
が
効
を
奏
ぜ
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
故
に
恐
ろ
し
い
法
令
の
力
を
借
り
る
の
で
す
。
」

(
げ
)

明
治
四
十
二
年
に
、
先
生
は
石
川
県
の
石
灰
施
用
状
況
に
つ
い
て
、
旅
行
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
紫
雲
英
は
大
分
作
る
。
是
と
石
灰
施
用
と
の
良
好
な
る
関
係
は
注
意
に
値
ひ
す
。
従
っ
て
石
灰
を
使
っ
た
ば
か
り
に
牢
に
入
れ
ら
れ
て
居
た
天
草

の
農
夫
を
愈
々
気
の
毒
に
思
ふ
」

173 

(
同
)

耕
地
に
石
灰
を
使
用
す
る
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
農
民
の
非
常
な
不
満
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
三
十
年
代
の
各
県
で
し
ば
し
ば
制

(
四
)

定
さ
れ
た
所
で
、
そ
の
理
由
は
地
盤
を
固
く
し
、
米
質
を
も
ろ
く
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
石
川
県
で
も
県
令
で
こ
れ
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を
禁
じ
、
違
反
に
は
拘
留
も
し
く
は
科
料
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
む
し
ろ
生
産
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
生
が
岡
県

農
試
の
成
績
を
引
用
し
て
、

「
酸
性
土
壌
に
石
灰
施
用
の
有
効
な
る
こ
と
は
も
う
き
ま
っ
た
と
見
て
可
な
り
。
無
差
別
な
る
禁
止
罰
則
は
、
農
民
に
対
し
申
し
わ
け
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ

と
記
し
て
い
る
通
り
で
し
た
、
小
作
米
を
売
っ
て
利
潤
を
あ
げ
る
地
主
に
よ
っ
て
、
生
産
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
実
例
で
す
。

こ
の
よ
う
な
生
産
を
選
択
し
た
北
陸
地
方
の
住
民
指
導
者
層
は
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
動
力
採
用
傾
向
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
保
守

的
な
志
向
を
示
し
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
両
地
域
の
経
済
的
な
発
展
こ
と
に
工
業
化
の
ち
が
い
を
決
定
的
に
し
た
も
の
は
、
さ
き
の
第
一
表
か
ら
も
、
第
一
次
世
界
大

戦
当
時
の
増
産
態
勢
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
の
当
時
の
北
陸
地
方
四
県
と
東
海
地
方
三
県
と
の
、
工
場
企
業
の
新
設

(
却
)

お
よ
び
拡
張
状
況
を
、
農
商
務
省
商
務
局
の
調
査
か
ら
う
か
が
っ
た
の
が
第
三
表
で
す
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
新
設
、
拡
張
共
に
、

東
海
地
方
が
断
然
北
陸
を
ひ
き
は
な
し
て
多
い
事
実
で
す
。
こ
と
に
そ
の
一
工
場
当
り
投
資
額
や
工
員
数
の
多
い
点
は
、
企
業
者
の
意
気

ご
み
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
、
基
礎
が
不
充
分
で
戦
後
の
調
整
期
に
つ
ぶ
れ
た
も
の
も
多
い
で

し
よ
う
。
ま
た
、
資
金
一
や
労
働
力
の
点
も
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
両
地
域
の
企
業
者
の
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
援
助
す
る
住

民
中
の
有
力
者
層
の
志
向
や
意
欲
が
、

ち
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
る
資
料
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
空
前
の
好
景
気
の
時
代
に
、
工
業
へ
の
意
欲
が
北
陸
地
方
で
意
外
に
低
調
だ
っ
た
一
因
は
、
米
作
農
業
の
相
対
的
高
成
長
の
予
想

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
時
代
は
ち
ょ
う
ど
米
騒
動
の
前
夜
で
あ
り
、
ま
だ
小
作
争
議
は
さ
ほ
ど
高
潮
期
に
達
せ
ず
、
米
価
の
高
騰

が
こ
の
地
方
の
指
導
的
階
層
、
す
な
わ
ち
有
力
地
主
層
の
関
心
を
ひ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
農
業
に
つ
い
て
は
資

料
不
足
で
も
あ
り
、
別
稿
に
ゆ
ず
っ
て
、
こ
と
で
は
や
は
り
工
業
生
産
の
面
か
ら
な
が
め
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
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第 1次世界大戦中の工場増加

I工場数|工員数i投資額工場数|工員数|投資8万田1額82円1 1矧In | 
新 i潟 1万12円.81I1lli!1349!|i 2，7bJ 11  

富 山 2，377 131. 8'; 19i 623 

石 )11 3，656 叶訂鴻
福 井 2，037 13.61! 481 2，763i 50，9 

l日h 84l 11，693' 570.8 238 6，868 315.5 

愛 知| 16，6521 8E1| 
450.0 

静 岡 346 1009.6 135 6，621 203.4 

岐 阜 56， 2，810 124.2'1 247 1，443 61. 5 

メ口斗 計| 953 26，617j 2618.6 7101 16，305， 714.9 

場工張主主場工

第 3表

三月ユ
員又新

張
ノ

拡
ノ

ハ
モ

又
ノ

設
後

新

張
ニ
拡

迄
ハ

月

額
叩

資

年

投
6
ビ

正

及

大

員
後
工

以
ノ

月

場
3
工

年

張
3
拡

正大
ノ

。
モ

'
レ
?
レ

一
四
O
O馬
力
の
水
力
を

ヨ

セ

(
担
)

十
踏
利
用
す
る
機
械
製
紙
工
場
で
、
年
産
は
五

O
万
円
で
し
た
o

こ
れ

調

キ

。

局
ツ
ル
に
対
し
て
美
濃
和
紙
は
全
体
で
約
一
五

O
万
円
の
生
産
が
あ
り
、

工

ニ

ア

商
場
一
ァ
上
有
知
か
ら
上
流
、
こ
と
に
牧
谷
を
中
心
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

年
工
ケ

6
也
市
げ
原
料
は
主
と
し
て
高
知
県
や
中
国
山
地
の
も
の
を
使
用
し
、
岐
阜

旬
、
一
一
γ

(

お
)

コ
ー
が
そ
の
取
引
集
散
の
場
所
で
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、
柳
田
先
生
は
美
濃
か
ら
越
前
へ
、
山
間
地
の
産
業

(
幻
)

と
し
て
の
和
紙
生
産
を
視
察
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
利

用
し
て
、
東
海
地
方
に
お
け
る
美
濃
紙
と
、
北
陸
地
方
に
お
け
る

越
前
和
紙
と
の
、
生
産
者
の
意
識
あ
る
い
は
志
向
す
る
と
こ
ろ
を

対
比
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
中
央
製
紙
株
式
会
社
と
い
ふ
は
恵
那
郡
に
工
場
あ
り
。
御
料
林
と
其

附
近
の
針
葉
樹
を
利
用
し
て
自
ら
パ
ル
プ
を
作
る
(
中
略
)

0

此
会
社

の
主
た
る
製
品
は
所
謂
ロ

l
ル
半
紙
、
原
料
は
木
材
。
ツ
ガ
・
マ
ツ
な

ど
。
ボ
ロ
は
新
聞
紙
以
外
に
は
あ
ま
り
使
は
ず
。
書
院
紙
に
も
パ
ル
プ

を
使
ふ
。
此
の
パ
ル
プ
は
独
逸
か
ら
の
輸
入
品
な
り
。
最
上
品
で
も
一

割
は
こ
の
パ
ル
プ
を
入
れ
、
粗
な
る
も
の
は
半
分
も
入
れ
る
と
い
ふ
。

其
の
理
由
は
競
争
に
在
り
。
つ
ま
り
他
府
県
よ
り
安
い
も
の
を
出
さ
う

と
し
て
此
の
如
し
。
」

つ
い
で
に
記
す
と
、
こ
の
会
社
は
中
津
川
市
に
現
存
し
、
当
時

資
本
金
五

O
万
円
、

工
員
二

O
O名、
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「
県
内
の
原
料
は
甚
だ
足
ら
ず
、
他
府
県
の
移
入
多
し
(
中
略
)
。
労
力
多
く
し
て
材
料
乏
し
き
為
、
材
料
費
を
節
約
し
て
労
力
を
以
て
之
に
代
へ

ん
と
す
る
傾
き
あ
り
。
た
と
へ
ば
蛇
目
傘
は
粗
薄
の
紙
に
墨
を
塗
り
糊
を
付
け
、
一
見
丈
夫
に
見
す
る
故
に
、
色
漉
き
の
紙
を
用
ゐ
て
労
力
を
省
か

し
め
ん
と
す
る
も
事
行
は
れ
ず
。
粗
製
濫
造
は
、
要
す
る
に
競
争
の
激
し
い
時
代
に
は
、
之
を
生
産
者
に
責
む
る
こ
と
能
は
ず
。
」

和
洋
紙
を
と
わ
、
ず
、
激
し
い
競
争
に
直
面
し
て
、
原
始
的
粗
製
濫
造
で
対
応
し
て
い
る
の
が
、
東
海
に
向
っ
た
企
業
地
と
し
て
の
岐
阜

県
の
現
実
で
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
が
和
紙
原
料
の
緒
・
三
極
の
栽
培
は
、
養
蚕
に
く
ら
べ
る
と
利
益
が
少
な
く
、
こ
の
地
方
で
は
自
家

附
近
の
山
畑
に
桑
を
植
え
て
養
蚕
の
便
を
は
か
り
、
椿
・
三
極
の
畑
は
し
だ
い
に
消
失
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
地
方
の
住
民
が

利
害
の
金
銭
計
算
に
か
な
り
熟
達
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
、
上
記
の
資
料
か
ら
推
定
し
て
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に

く
ら
べ
て
、
北
陸
側
の
住
民
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
で
し
ょ
う
か
。

柳
田
先
生
は
郡
上
八
幡
、
白
鳥
を
過
ぎ
、
油
坂
峠
を
こ
え
て
九
頭
竜
川
の
流
に
沿
い
、
大
野
郡
の
山
聞
の
製
紙
地
を
み
て
歩
き
ま
し

た。

「
(
下
穴
馬
)
此
村
昔
か
ら
の
帳
面
紙
を
今
も
製
し
て
居
る
。
火
事
の
危
急
に
井
戸
の
中
へ
投
込
ん
で
立
退
き
、
暫
く
た
っ
て
か
ら
引
上
げ
て
も
少

し
も
損
せ
ず
に
居
る
と
い
ふ
紙
で
、
京
大
阪
の
商
家
の
大
福
帳
は
多
く
愛
へ
注
文
す
る
。
下
山
及
び
山
大
納
の
部
落
に
て
冬
中
之
を
製
す
。
他
の
大

字
に
も
始
め
た
者
は
あ
る
が
永
続
せ
ず
。
三
極
の
栽
培
も
起
り
た
れ
ど
も
、
土
地
の
者
は
絡
を
大
事
に
し
、
路
傍
の
畑
に
も
ま
だ
緒
多
し
。
大
よ
そ

は
村
限
り
の
原
料
に
供
し
て
昔
風
な
漉
き
方
を
守
り
、
新
種
を
作
ら
う
と
す
る
考
へ
は
ま
だ
起
ら
ず
。
」

こ
れ
だ
け
の
資
料
で
は
、
こ
の
土
地
が
大
野
の
町
か
ら
九
里
も
奥
で
、
交
通
が
不
便
な
た
め
に
新
ら
し
い
変
動
の
波
が
お
し
ょ
せ
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
野
町
か
ら
四
呈
し
か
な
い
上
庄
村
下
若
生
子
な
ど
で
は
、

や
や
交
通
の
便
が

あ
り
、

「
山
中
な
が
ら
あ
ま
り
雑
穀
を
食
は
ず
。
そ
れ
と
い
う
の
が
冬
季
の
生
業
と
し
て
紙
漉
き
が
あ
る
為
に
て
、
此
辺
に
も
少
々
の
格
は
あ
れ
ど
も
、
多

分
は
隣
里
よ
り
買
ひ
来
り
て
之
に
加
工
す
。
所
謂
帳
紙
な
り
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
原
料
購
入
の
形
態
が
で
て
く
る
の
で
す
。



「
西
ノ
谷
村
は
大
字
十
一
あ
り
。
其
う
ち
ご
を
除
く
の
外
は
皆
紙
を
作
る
。
純
然
た
る
昔
風
の
帳
紙
な
り
。
大
野
町
の
商
人
の
言
に
三
万
円
な
け
れ

ば
西
ノ
谷
の
紙
を
買
占
む
る
能
は
ず
と
言
ひ
し
も
、
今
は
是
よ
り
少
し
減
じ
た
る
や
う
也
。
(
中
略
)
一
戸
五
百
貨
の
里
山
皮
を
演
す
と
号
一
口
は
ば
、
紙

百
貫
目
余
を
産
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
貫
の
相
場
今
年
は
二
円
八
十
銭
伎
と
い
ふ
。
黒
皮
の
大
野
町
か
ら
運
賃
は
、
雪
の
時
な
れ
ば
十
貫
三
十
銭
ば

か
り
、
紙
の
製
品
を
送
り
出
す
の
は
プ
丸
(
一
貫
三
百
日
位
よ
り
-
貫
五
百
目
ま
で
)
ご
銭
か
ら
三
銭
か
か
る
。
車
道
が
通
ず
れ
ば
こ
の
費
用
半
減

す
べ
し
と
い
へ
り
o
」

西
ノ
谷
は
大
野
か
ら
一

O
里
、
交
通
の
不
利
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
料
を
大
野
か
ら
運
び
入
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

いわゆる「裏日本」の形成について

そ
れ
は
出
稼
と
関
係
す
る
よ
う
で
す
。

「
(
上
庄
村
)
壮
丁
の
一
半
は
今
も
鉱
夫
と
し
て
出
稼
ぎ
し
〔
土
日
鉱
山
が
あ
っ
た
時
代
に
遠
く
か
ら
移
住
し
て
来
た
者
が
定
着
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
】

毎
年
郷
里
に
送
金
し
来
る
o

其
行
先
は
、
面
谷
そ
の
他
近
郷
の
山
だ
け
に
限
ら
ず
、
足
尾
に
も
行
き
又
台
湾
に
も
行
き
、
弟
や
次
三
男
の
如
き
は
め

っ
た
に
還
っ
て
来
ず
。
」

「
西
谷
村
の
下
笹
文
と
い
ふ
処
ま
で
来
て
憩
ふ
。
此
家
の
亭
主
は
、
今
、
足
尾
鉱
山
に
行
き
飯
場
頭
を
し
て
居
る
由
。
此
村
も
上
下
若
生
子
と
同
じ

く
鉱
夫
出
稼
ぎ
多
く
、
村
に
現
金
が
入
り
女
子
供
の
み
多
い
処
。
」

う
か
。

つ
ま
り
、
東
海
地
方
の
山
村
が
桑
を
植
え
、
養
蚕
に
た
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
ょ
う
と
努
力
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
地
域
で
は
出
稼
で

現
金
収
入
が
あ
る
た
め
に
、
養
蚕
は
さ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
次
の
記
載
で
す
。

「
此
村
の
紙
、
三
極
な
ど
を
入
れ
て
色
を
白
く
し
改
良
さ
せ
ん
と
し
た
り
し
に
、
従
来
の
消
費
者
之
を
承
認
せ
ず
、
仲
買
等
大
失
敗
を
為
し
、
そ
れ

に
懲
り
て
再
び
昔
風
の
丈
夫
な
紙
を
作
る
に
至
れ
り
よ

こ
れ
は
つ
ま
り
、
京
大
阪
の
商
人
の
実
力
が
ま
だ
極
め
て
強
力
で
あ
り
、
そ
れ
の
需
要
に
依
存
し
た
こ
の
地
域
の
生
産
組
織
が
、
古
い

技
術
や
道
具
で
は
能
率
の
低
い
女
子
や
老
人
の
労
力
を
主
と
し
た
た
め
に
、
大
規
模
専
業
に
進
み
得
な
か
っ
た
の
で
、
消
費
市
場
を
新
ら

し
く
開
拓
す
る
ほ
ど
の
実
力
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ
た
結
果
の
よ
う
で
す
。
こ
の
調
査
の
二
年
前
に
、
同
じ
く
先
生
が
見
た
越
前
奉
書
の

(
民
)

産
地
岡
本
に
つ
い
て
も
、

177 

「
古
〈
よ
り
の
工
人
村
に
住
む
。
近
頃
大
い
に
機
械
を
入
る
。
手
漉
き
な
れ
ど
も
他
の
準
備
作
業
は
す
べ
て
機
械
な
れ
ば
、
容
易
な
ら
ぬ
固
定
資
本

な
り
〔
こ
の
機
械
は
蒸
気
機
関
を
原
動
力
と
し
た
も
の
〕
o

堅
い
鳥
の
子
の
や
う
な
紙
、
昔
風
の
檀
紙
奉
書
の
類
は
今
も
な
ほ
家
々
に
て
作
る
と
見



178 

ゅ
。
僅
か
の
産
額
の
よ
し
な
れ
ど
も
、
実
に
美
麗
な
る
日
本
紙
を
見
た
り
o

色
は
外
国
に
て
は
少
し
つ
い
て
居
る
の
を
好
む
よ
し
。
耳
な
ど
も
断
た

ず
し
て
送
る
。
A
量
的
に
ハ
ン
ド
メ
l
ド
主
且
盲
ぶ
也
。
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
と
は
鉄
道
に
近
い
の
で
原
料
は
パ
ル
プ
と
三
極
を
主
と
し
、
静
岡
・
若
狭
・
美
作
あ
た
り
か
ら
も
三
極
を
買
う
よ
う
に

な
っ
て
き
て
、
そ
の
点
で
は
東
海
地
方
の
形
態
に
近
づ
い
て
い
ま
す
。
動
力
利
用
そ
の
ほ
か
の
近
代
化
に
は
、
由
利
公
正
氏
の
よ
う
な
有

(
お
)

力
者
の
奨
励
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
た
だ
一
つ
、
東
海
地
方
と
ち
が
っ
て
い
た
ら
し
い
の
は
、
さ
き
の
帳
紙
に
し
て
も
、
奉
書

や
局
紙
に
し
て
も
、
す
べ
て
特
定
の
需
要
と
結
び
つ
い
て
、
細
い
な
が
ら
安
定
し
た
生
産
形
態
を
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
し
た
。
と
れ

さ
ら
に
輪
島
の
漆
器
、
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
富
山
の
薬
品
な
ど
ま
で
も
、
行
商
を

(
部
)

通
じ
た
ト
ク
イ
先
と
の
結
び
つ
き
な
ど
の
、
固
定
市
場
へ
の
販
売
と
い
う
形
式
を
と
り
、
工
芸
品
化
の
傾
向
を
も
っ
と
い
う
、
北
陸
地
方

が
、
高
岡
の
銅
器
、
金
沢
の
ま
さ
絵
や
箔
の
製
造
、

の
工
業
生
産
の
志
向
を
示
す
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
北
陸
地
方
の
大
多
数
の
在
来
工
業
の
企
画
者
た
ち
は
、
不
特
定
多

数
の
販
売
市
場
を
予
想
す
る
近
代
的
な
工
業
生
産
と
は
、
こ
の
点
で
は
っ
き
り
ち
が
っ
た
企
業
精
神
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

「
北
国
紀
行
」
の
中
で
柳
田
先
生
は
驚
い
て
い
ま

(
幻
)

す
。
こ
れ
と
、
「
例
え
ば
愛
知
県
の
如
き
、
交
通
の
便
利
な
、
小
農
の
金
勘
定
に
鋭
敏
な
村
落
」
と
が
、
産
業
革
命
の
進
行
中
に
お
け
る
日
本

ご
体
に
此
地
方
は
肥
料
計
算
の
胸
算
用
が
ち
っ
と
も
発
達
し
て
居
ら
ず
」
と
、

の
中
に
、
同
時
に
併
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
地
理
的
な
研
究
に
お
い
て
は
無
視
し
え
な
い
要
素
と
い
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

地
域
住
民
の
時
勢
に
対
応
す
る
し
か
た
の
ち
が
い
が
、
数
十
年
後
の
両
地
域
の
変
貌
に
全
く
無
関
係
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
し
か

も
、
こ
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
、

は
っ
き
り
し
た
差
異
が
実
現
し
た
時
期
に
は
、
既
に
そ
の
起
因
を
つ
く
っ
た
人
々
は
他
界
し
、

た
ず

ね
る
に
あ
と
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
c

と
の
種
の
要
因
を
、
何
か
は
っ
き
り
し
た
形
で
と
ら
え
る
方
、
法
は
な
い
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の
で
し
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う
か
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小
川
琢
治
υ

「
第
二
十
世
紀
の
初
に
於
け
る
日
本
」
を
読
む
地
学
雑
誌
一
六
年
一
八
七
号
こ
九
O
四
)

谷
津
昌
永
日
日
本
之
雪
地
学
雑
誌
二
二
年
二
五
五
号
(
一
九
一

O
)

小
西
正
二
一
戦
時
中
に
於
け
る
我
工
業
の
発
達
状
況
地
学
雑
誌
三
一
年
三
六
九
|
二
七
一
号
、
(
一
九
一
九
)

太
田
勇
日
岳
南
地
方
の
工
業
化
地
理
学
評
論
三
五
巻
九
号
(
一
九
六
二
)

鉄
道
院
日
本
邦
鉄
道
の
社
会
及
経
済
に
及
ぼ
せ
る
影
響
中
巻
(
一
九
一
六
)

伊
藤
喜
栄
u

わ
が
国
に
お
け
る
羊
毛
紡
織
業
の
立
地
に
つ
い
て
人
文
地
理
-
二
巻
四
号
(
一
九
六
O
)

コ
一
浦
総
子
日
名
古
屋
の
陶
磁
器
工
業
に
つ
い
て
人
文
地
理
三
一
巻
一
号
(
一
九
六
O
)

農
商
務
省
商
務
局
日
各
府
県
重
要
商
品
調
査
報
告
(
一
九
一
二
)

前
掲
三
浦
論
文
例

藤
森
勉
日
岐
阜
縮
緬
の
展
開
と
立
地
条
件
人
文
地
理
八
巻
四
号
こ
九
五
六
)

大
西
青
二
日
越
前
漆
器
工
業
人
文
地
理
五
巻
一
号
(
一
九
五
三
)

農
商
務
省
前
掲
報
告
刷

横
山
源
之
助
日
日
本
之
下
層
社
会
(
一
八
九
八
)
農
商
務
省
商
工
局
日
織
物
職
工
事
情
こ
九
O
三
)

東
畑
精
一
日
日
本
農
業
の
担
い
手
日
本
農
業
発
達
史
第
九
巻
(
一
九
五
六
)

千
葉
徳
爾
υ

地
理
学
と
日
本
民
俗
学
と
の
接
点
人
文
地
理
一
五
巻
三
号
(
一
九
六
三
)

柳
田
国
男
二
時
代
ト
農
政
こ
九
一

O
)

柳
田
国
男
一
北
国
紀
行
こ
九
四
八
)

横
山
前
掲
著
書
問
小
倉
倉
-
日
米
作
-
一
関
ス
ル
府
県
令
解
題
日
本
農
業
発
達
史
第
四
巻
ご
九
五
四
)

日
本
農
業
発
達
史
第
九
巻
こ
九
五
六
)

農
商
務
省
商
務
局
時
局
ノ
工
場
及
ビ
職
工
ニ
及
ボ
シ
タ
ル
影
響
(
一
九
一
九
)

柳
田
前
掲
著
書
間

農
商
務
省
前
掲
報
告
同

鉄
道
院
前
掲
報
告
同

柳
田
前
掲
著
書
問

鉄
道
院
前
掲
報
告
同
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(
部
)

(
幻
)

植
村
元
覚
一
行
商
圏
と
領
域
経
済
二
九
五
九
)

柳
田
国
男
一
旅
行
の
話
二
九
一
六
)
柳
田
前
掲
著
書
間




