
報

生
同

2 

素

材

の

生

産

構

造

|
|
北
海
道
の
実
態
を
中
心
と
し
て
|

|

態
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
研
究
会
で
の
小
論
は
そ
の
経

過
報
告
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
が
多
か
れ
少
か
れ
概
括
的
な
認
識
に
よ
っ
て
進
め
て

い
る
部
分
|
|
労
働
過
程
を
め
ぐ
る
諸
関
係
を
報
告
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一、

「組」

の
検
出

( 13 ) 

次

同
口

ま
え
が
き

て

「
組
」
の
検
出

三
、
「
組
」
と
「
組
」
と
の
関
係
、事
業
所
に
よ
る
作
業
管
理

三
、
生
産
規
模
の
拡
大

1

生
産
手
段

2

労
働
組
織

四

、

ま

と

め

後

記

ま

え

が

き

済

素
材
生
産
に
関
す
る
研
究
は
、
藤
本
武
氏
に
よ
る

「
林
業
労
働
賃
金
に
関
す
る
研
究
報
告
」
(
昭
和
二
六

年
)
、
農
村
問
題
調
査
会
「
素
材
の
生
産
構
造
」
(
同

年
)
以
来
停
滞
を
示
し
て
い
た
が
、
こ
こ
数
年
の
聞
に

ネ

幾
っ
か
論
文
も
表
わ
れ
、
実
態
調
査
も
十
指
に
達
す
る

程
に
な
り
、
昭
和
三
七
年
に
は
全
国
的
な
統
計
調
査
も

お
こ
な
わ
れ
た
。

ー
坂
本
一
一
敏

「素
材
の
生
産
構
造
」
倉
沢
博
編

「
林
業
生

産
の
構
造
」

(
昭
和
三
六
年
)
所
収
、
佐
野
宏
哉
「
素
材

生
産
の
経
済
的
構
造
」
林
業
経
済
二
ハ
六
・
二
ハ
七
・
一

六
八
号
(
昭
和
三
八
年
〉
、
村
尾
行
一
「
わ
が
国
の
素
材

福

区

民

コ

レ

回

目

同

一

一

=

日

大

学

般

学

部

)

例
示
に
よ
り
説
明
し
よ
う
。

東
大
北
海
道
演
習
林
(
北
海
道
空
知
郡
山
部
町
)
の

昭
和
三
九
年
九
月
は
じ
め
の
直
営
生
産
(
富
良
野
西
達

布
)
の
作
業
組
織
構
成
は
左
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
(
生

産
規
模
、
立
木
一
二
、

o
o
o
d、
出
材
八
、
四

O
o

d
。
変
則
で
、
三
分
の
二
は
伐
倒
し
た
だ
け
で
処
分
。

作
業
期
間
七
月
七
日

J
九
月
三

O
日)。

山
頭
|
一1
柏
夫
係

l
i柏
夫

一

一

人

下
人
夫
係
」
l
木
直
し
人
夫
、
二
組
・
一
四
人

一
(
二
人
〉

一
道

な

お

し

人

夫

二

人

一

「

土

場

捲

人

夫

三

人

ァ
I
l
l
i
-
-
馬

夫

九

人

他
に
、
こ
れ
ら
全
体
を
統
轄
す
る
吉
本
と
い
う
業
者

の
兄
弟
(
二
人
)
と
、
監
督
・
検
収
の
演
習
林
職
員
七

人
、
検
尺
補
助
五
人
、
炊
婦
一
人
、
と
い
う
構
成
で
あ

る。
右
図
の
山
頭
、
柚
夫
係
、
人
夫
係
ま
で
が
管
理
労
働

者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
中
核
に
な
り
作
業
組
織
が
形
成

さ
れ
る
理
だ
が
、
作
業
組
織
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
一
方

の
労
働
者
の
側
の
組
織
結
合
が
検
出
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
自
生
的
な
技
能
集
団
と
し
て
の
特
質
を
も

っ
。
そ
れ
が
企
業
の
側
の
組
織
と
結
合
し
補
完
さ
れ
、

程E雪量林

京島

業
に
つ

い
て
」
林
業
経
済
一
八
0
・
一
八

一
号
ハ
昭
和
三

八
年
〉
、
山
岡
亮
一
・
山
崎
武
雄
一
編
「
林
業
労
働
の
研
究
」

(
昭
和
三
八
年
〉
、
な
ど
。

}
*
農
林
省
統
計
調
査
部

「素
材
生
産
業
者
調
査
」
。

研
究
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
る
状
況
の
わ
け
だ

が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
ら
を
綜
覧
し
て
こ
こ
で
研
究

の
一
段
の
深
化
が
望
ま
れ
る
と
考
え
る
の
は
私
だ
け
だ

ろ
う
か
。

研
究
の
深
化
の
た
め
に
は
、
技
術
的
特
性
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
個
有
の
労
働
過
程
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
実

態
解
明
に
直
接
と
り
つ
く
の
が
最
も
て
っ
と
り
早
い
。

生
産
の
最
底
辺
に
ま
で
降
り
て
論
理
を
再
構
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
こ
う
い
う
観
点
か
ら
し
て
奥
地
正
「
伐
出
労
働
力
と

『
組
』
組
織
」
林
業
経
済
二

O
二
号
(
昭
和
四
O
年
)
は

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
記
し
た
農
村
問
題
調
査
会

「
構
造
」
の
尾
鷲
で
の
確
実
な
分
析
は
注
目
さ
れ
る
。
な

お
、
倉
沢
博
編
「
林
業
基
本
法
の
理
解
」
で
村
尾
行
一
氏

が
、
こ
の
問
題
に
大
筋
の
展
望
を
与
え
て
い
る
。

こ
う
い
う
観
点
に
よ
っ

て
、
私
は
東
大
北
海
道
演
習

林
勤
務
の
後
半
の
時
期
に
、
北
海
道
の
素
材
生
産
の
実



d寺

区
分
一
幸
一
議
直
嘩
唯
川

， 

身

経業林

全
体
と
し
て
生
産
の
技
術
的
組
織
と
し
て
実
現
さ
れ
て

L
V令
。

こ
こ
で
は
木
直
し
こ
み
ち
つ
け
作
業
が
集
団
作
業
で

あ
り
、
一
四
人
の
人
夫
は
、
八
人
と
六
人
の
組
を
作
っ

て
い
る
。
ま
ず
、

A
組
の
構
成
を
み
て
み
よ
う
。

こ
の
組
の
形
成
は
二
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
構
成
員

の
こ
の
数
年
の
聞
の
就
業
状
況
は
、
夏
に
は
、

N
ー
は

製
材
工
場
の
土
場
捲
、

N
2
は
一
度
澱
粉
工
場
で
働
い

た
ほ
か
は
演
習
林
の
造
林
、

N
3
は
農
業
日
雇
、

N
4

は
隣
村
の
奥
地
国
有
林
の
直
営
生
産
の
請
負
造
材
の
作

業
に
出
て
い
、
冬
は
、
全
部
が
こ
の
三
年
間
、
相
田
木

工
所
(
富
良
野
町
布
部
)
の
造
材
作
業
に
出
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
専
業
労
働
者
で
あ
る
し
、
住
所
も
遠
く
な

く
、
一
緒
に
働
い
た
経
歴
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
力
量
・
気

質
を
熟
知
し
、
普
段
ゆ
き
き
し
て
い
る
仲
で
も
あ
る
。

こ
の
場
合
、
盆
が
終
っ
て
、

N
ー
が
吉
本
氏
に
就
業

を
頼
み
に
き
て
意
向
を
き
き
、

N
2
・
N
3
・
N
4
に

通
知
し
集
会
し
た
。
そ
し
て
、
更
に
吉
本
氏
の
依
頼
に

済

が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

個
々
の
労
働
者
は
、
同
じ
組
内
の
仲
間
、
具
体
的
な

作
業
の
中
、
そ
れ
に
日
々
う
け
と
る
賃
金
の
中
に
労
働

条
件
を
み
る
。
さ
ら
に
組
の
仲
間
は
そ
れ
ぞ
れ
飯
場
で

の
主
た
る
生
活
環
境
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
個
々
の
労

ウ
し
ら

働
者
は
口
を
揃
え
て
事
務
所
の
側
の
頭
を
大
き
な
環
境

条
件
に
あ
げ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
総
体
を
主

観
的
に
判
断
し
、
気
に
い
ら
な
け
れ
ば
組
か
ら
離
れ
る

の
で
あ
る
。
組
を
変
わ
り
或
は
現
場
を
変
わ
る
だ
け
だ

が
、
最
終
的
に
は
柏
、
大
道
つ
け
、
道
修
理
な
ど
単
独

作
業
に
定
着
す
る
者
も
で
て
く
る
。
そ
の
聞
に
否
応
な

し
に
自
ら
の
力
能
、
性
格
を
評
価
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
に

な
る
が
、
単
独
作
業
で
は
自
ら
の
力
量
が
と
も
か
く
も

直
接
的
に
評
価
さ
れ
る
か
ら
満
足
す
る
ほ
か
な
い
。

木
直
し
の
も
う
一
つ
の
六
人
の
組
は
、
何
れ
又
地
元

の
農
家
で
年
令
は
二
一
歳
か
ら
四

O
歳
(
頭
格
)
ま

で
、
経
験
は
足
か
け
年
数
で
六
年
か
ら
二

O
年
、
何
れ

も
技
能
力
量
の
揃
っ
た
者
だ
と
い
う
。
賃
金
は
平
等
分

配
で
、
昨
年
の
夏
と
今
年
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
当
事
業

所
に
就
労
し
て
い
る
。

更
に
集
団
で
作
業
を
し
て
い
る
者
に
、
柏
夫
の
二
人

の
組
、
が
三
組
あ
る
。
作
業
に
は
一
人
が
チ
エ
ン
ソ
ー
を

持
ち
、
一
人
が
手
伝
い
雑
作
業
を
や
る
(
テ
コ
)
。
チ
エ

ン
ソ
ー
を
交
代
で
使
う
の
と
、
一
方
の
み
が
使
う
の
と

両
方
あ
る
。
二
組
が
地
縁
(
秋
田
)
、
一
組
が
血
縁
関
係

で
あ
り
、
前
二
者
は
こ
の
現
場
で
は
じ
め
て
組
み
、
後

者
の
組
み
は
八
年
来
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
馬
夫

の
五
人
と
四
人
の
組
が
あ
る
。
馬
搬
は
単
独
作
業
で
あ

経業材

住

よ
り
、

N
1
の
従
弟
の

N
6
を
迎

し、

N
6
と
地
縁
で
知
り
合
い
の

N
5
・
N
7
・
N
8
の
計
四
人
が

そ
の
後
に
集
合
し
て
い
る
。

互
の
道
つ
け
木
直
し
作
業
は
、

柚
夫
が
伐
倒
し
た
丸
太
を
木
元
か

ら
大
道
(
馬
搬
道
)
ま
で
ト
ビ
で

せ
っ
て
山
山
す
作
業
で
あ
る
が
、
笹

か
り
・
ネ
キ
切
り
な
ど
雑
作
業
を

含
み
、
状
況
に
よ
り
二
人
・
四
人

と
随
時
組
み
に
な
り
、

多
様
な
条
件
に
対
応
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

N
ー
が
体
格
抜
群
で
気
も
強
く
力
量
に
す

ぐ
れ
、

N
2
・
N
3
も
豊
富
な
経
験
を
も
ち

(
N
4
は

作
業
能
力
が
劣
る
)
、
そ
れ
ら
が
中
核
と
な
り
こ
の
組

が
形
成
さ
れ
稼
働
し
て
い
る
。

N
5
・
N
6
・
N
7
・

N
8
の
中
に
は
未
経
験
の
も
の
を
含
む
が
、
何
れ
も
農

作
業
を
、
通
し
重
筋
作
業
・
雑
作
業
に
は
慣
れ
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
複
雑
な
環
境
の
中
で
多
様
な
分
業

協
業
に
よ
る
作
業
を
こ
の
よ
う
な
構
成
で
お
こ
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

事
業
所
事
務
所
に
よ
る

こ
れ
ら
の
総
体
の
管
理
の
日

常
直
接
的
な
も
の
は
、
こ
れ
ら
八
人
を
一
組
と
し
て
一

の
間
に
あ
る
中
断
、
が
お
こ
っ
て
い
る
。
労
働
手
段
も
個

別
労
働
者
が
所
有
し
て
い
る
。
で
は
作
業
管
理
は
ど
う

お
こ
な
わ
れ
る
か
。

こ
の
組
で
は
二
、

0
0
0円
を
前
後
し
て
最
高
か
ら

最
低
ま
で
一
五

O
円
の
差
を
も
っ
「
歩
」
が
決
め
ら

れ
、
そ
の
割
合
で
出
来
高
給
が
配
分
さ
れ
る
。
林
業
労

働
で
は
団
体
出
来
高
給
の
配
分
が
平
等
か
ほ
ぼ
平
等
で

あ
る
の
を
特
徴
と
す
る
と
い
わ
れ
、
事
実
そ
う
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
林
業
に
限
ら
ず
土
建
な
ど
重
筋
集
団
作
業

一
般
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
技
能
や

力
量
に
よ
る
貢
献
度
を
統
合
し
、
個
々
が
主
観
的
に
統

合
さ
れ
客
観
的
組
織
と
し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は

(
作
業
の
相
互
管
理
)
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す

る。
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右
の
作
業
で
、
ト
ビ
が
使
え
技
能
に
す
ぐ
れ
た
も

の
、
統
卒
に
秀
で
た
も
の
は
わ
か
い
人
山
下
仕
事
が
で

き
、
不
熟
練
の
も
の
は
笹
か
り
、
土
掘
り
な
ど
の
い
h
ゃ

な
作
業
を
や
ら
せ
ら
れ
、
ま
た
、
同
じ
作
業
を
や
る
に

し
て
も
著
し
く
労
働
の
強
度
を
増
す
。
こ
の
組
で
は
誰

が
み
て
も
劣
必
と
い
う
N
3
に
僅
か
な
差
を
ソ
け
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。

所

考

一
般
的
に
い
っ

て
、
平
宇
佐
は
組
作
業
の
必
須
条
件
で

は
な
い
。
ま
ず
誰
で
も
が
認
め
う
る
よ
う
な
「
歩
」
が
決

め
ら
れ
、
お
互
の
聞
に
公
表
さ
れ
公
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
経
過
に
よ
っ
て
技
能
や
力
量
に
よ
る
作
業
全
体
に
対

す
る
貢
献
度
が
統
合
さ
れ
る
の
だ
、
と
考
え
る
。
近
頃
は

「
唱
頭
」
(
後
述
)
の
め
'
佐
佐
が
弱
ま
り
、
品
集
団
が
白
日

主
的
に
形
成
さ
れ
る
と
と
が
多
い
た
め
、
「
平
等
」
の
組

的
な
例
を
み
る
が
、

全
く

一
時
的
な
も
の
ぞ
形
成

・
維

持
に
自
主
的
積
極
的
な
性
格
を
欠
く
も
の
は
組
と
は
言

え
な
い
。

組
は
あ
る
ば
あ
い
柿
充
さ
れ
ず
、
他
か
ら
臨
時
に
人

を
入
れ
作
業
を
し
て
い
る
例
も
み
る
。
そ
し
て
、
成
員

、
が
怪
我
で
一
時
期
脱
落
し
、
補
欠
さ
れ
た
者
が
そ
の
ま

ま
残
り
、
前
者
が
回
復
し
た
後
も
復
帰
で
き
ず
排
除
さ

れ
て
し
ま
う
例
も
あ
る
。

組
と
い
う
集
団
が
、
成
員
の
お
互
の
性
格
・
力
量
・

技
能
程
度
の
熟
知
、
分
業
・
協
業
上
の
技
術
的
合
理

性
、
分
配
上
の
合
理
性
と
い
う
条
件
を
満
し
て
い
る
限

り
客
観
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
生
的

な
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
に
統
御
さ
れ
る
が
故
に
様
々

の
組
合
せ
を
内
容
と
し
て
い
る
。
成
員
の
力
能
の
揃
っ

た
も
の
、
作
業
に
よ
っ
て
は
異
っ
た
年
令
・
力
能
・
性

格
を
も
っ
た
労
働
者
の
組
合
わ
せ
を
も
つ
も
の
等
々
。

ま
た
、
屈
強
の
壮
年
者
を
揃
え
た
異
常
に
生
産
力
の
高

い
組
か
ら
、
能
率
の
著
し
く
低
い
組
等
々
、
技
能
集
団

と
し
て
様
々
の
、
グ
レ
ー
ド
、
が
存
す
る
。
あ
る
グ
レ
ー
ド

か
ら
下
は
業
者
に
よ
り
排
除
さ
れ
、
集
団
は
解
消
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
成
員
は
、
最
終
的

に
は
、
個
々
に
道
修
理
な
ど
の
雑
作
業
に
ま
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

と
も
あ
れ
、
組
の
結
合
の
強
度
は
、
前
記
の
よ
う
な

争
砂
吟
条
件
と
能
率
(
高
賃
金
)
に
よ
り
は
か
ら
れ
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
特
に
技
能
を
要
す
る
作
業
、
危
険

な
作
業
に
要
求
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
作
業
に
は
よ
り
緊

密
な
関
係
の
組
の
存
在
が
み
ら
れ
る
(
伐
り
出
し
、
木

( 15 ) 
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本
の
出
来
高
を
決
め
る
こ
と
に
一
義
的
に
集
約
さ
れ
て

し
ま
う
。
あ
る
採
面
が
指
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
散
在
す

る
丸
太
を
運
搬
し
移
動
さ
せ
る
と
い
う
労
働
の
過
程
に

直
接
関
与
せ
ず
、
そ
の
結
果
た
る
用
益
を
道
ば
た
に
並

べ
ら
れ
た
丸
太
の
石
数
に
単
純
に
比
例
さ
せ
、
既
に
決

め
ら
れ
た
単
価
で
買
い
と
る
。
こ
こ
で
企
業
と
弘
働
者

る
か
ら
作
業
上
の
分
業
協
業
関
係
は
な
い
が
、
地
形
と

か
道
の
配
置
上
共
同
し
て
同
一
採
函
に
何
頭
も
入
り
作

業
を
し
て
い
る
。
共
同
で
一
採
面
を
詰
け
出
来
高
を
分

配
す
る
。
五
人
の
組
が
山
部
町
の
農
家
で
地
縁
の
知
り

合
い
同
志
、
四
人
の
組
の
二
人
が
新
十
津
川
村
の
農

家
、
二
人
が
滝
川
町
の
専
業
労
働
者
で
四
人
は
お
互
に

知
り
合
い
。
こ
う
い
う
分
配
の
上
だ
け
の
組
も
あ
る
の

で
あ
る
。

そ
の
他
の
労
働
者
は
単
独
作
業
で
そ
れ
ぞ
れ
単
純
出

来
高
給
で
作
業
を
す
る
。
こ
れ
ら
単
独
作
業
の
労
働
者

と
集
団
の
組
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
業
の
単
位
と
し
て
、
既

記
の
よ
う
な
全
く
同
じ
関
係
で
事
務
所
と
対
し
て
い

る。
組
に
つ
い
て
の
説
明
を
も
う
少
し
続
け
て
み
よ
う
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
林
業
労
働
者
は
常
々
お
互
に
情

報
を
交
換
し
あ
い
、
業
者
の
動
向
や
条
件
、
近
隣
や
友

人
の
動
向
を
実
に
よ
く
知
っ
て
い
る
。
就
労
の
伝
手
と

し
て
友
人
を
あ
げ
る
者
が
多
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と

は
、
雇
用
の
不
規
則
さ
が
林
業
労
働
の
特
性
と
い
う
状

況
だ
か
ら
、
常
々
次
の
就
労
を
自
ら
探
す
必
要
が
あ

り
、
特
に
集
団
作
業
で
は
既
に
み
た
よ
う
な
作
業
条
件

を
就
労
の
前
提
に
お
い
て
い
る
事
情
を
反
映
す
る
も
の

で
あ
る
。

あ
る
ば
あ
い
に
は
、
作
業
集
団
の
形
成
が
全
部
的
あ

る
い
は
部
分
的
に
事
務
所
の
指
示
に
よ
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
組
形
成
の
一
つ
の
契
機
な
の
で

あ
っ
て
、
結
果
的
に
結
合
は
個
々
の
労
働
者
の
選
択
に

よ
り
維
持
さ
れ
る
。
各
所
で
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
経
過



経

直
し
、
架
線
、
集
材
機
特
に
大
型
集
材
機
作
業
な
ど
)
。

こ
の
集
団
は
自
生
的
な
る
が
ゆ
え
に
、
地
縁
と
か
血

縁
と
か
、
作
業
や
一
雇
用
以
前
の
類
縁
関
係
の
濃
か
る
べ

き
関
係
が
検
出
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
関

係
し
て
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
集
団
が
自
生
的
主
観
的
に
、
そ
れ
も
人
対
人
と

い
う
狭
障
な
関
係
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
競
争
が

不
完
全
に
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
か

ら
、
組
織
の
技
術
的
合
理
性
に
欠
け
た
り
分
配
の
公
正

を
欠
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
縁
・
血
縁
、
交
友
関
係
が
主
た
る
結
合
要
因
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
倒
錯
し
た
関
係
の
組
織
も
み
ら
れ
る
。

*
恵
盛
木
材
株
式
会
社
白
糠
出
張
所
の
現
場
で
、
同
部
落

知
人
(
う
ち
に
血
縁
を
含
む
〉
の
八
人
が
一
絡
に
就
労

し
、
木
直
し
作
業
の
二
人
づ
っ
の
組
を
く
じ
び
き
で
決
め

て
い
る
例
が
あ
っ
た
。一

人
力
能
に
劣
る
も
の
が
い
る

が
、
作
業
の
必
要
と
一
緒
に
来
た
知
人
と
い
う
理
由
で
致

し
方
な
く
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

済業林

組
の
成
員
が
固
定
さ
れ
結
合
関
係
が
継
続
す
る
期
間

も
ま
ち
ま
ち
で
、
そ
の
現
場
限
り
の
も
の
か
ら
先
の
柚

の
例
の
如
く
小
組
だ
が
十
年
近
く
に
達
す
る
も
の
ま
で

あ
る
。
結
合
に
緊
密
さ
が
要
求
さ
れ
る
作
業
ほ
ど
長
い

よ
う
だ
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
、
二

J
一
ニ
年
続
く
も

の
は
長
い
方
で
、
む
し
ろ
結
合
は
経
過
的
な
も
の
で
さ

え
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
夏
の
出
稼
地
で
だ
け
組
を

作
り
、
地
一
五
で
は
分
散
し
て
ま
ち
ま
ち
の
就
労
を
一
不

す
、
と
い
っ
た
例
も
あ
る
(
坂
本
木
材
の
集
材
機
の
和

歌
山
県
労
働
者
の
組
)。

業
を
含
む
も
の
で
あ

っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。

先
に
素
材
生
産
者
に
よ
る
林
業
労
働
者
の
雇
用

・
使

用
が
、
資
本
に
よ
る
労
働
力
の
購
入
・
使
用
で
あ
る
よ

り
か
、
労
働
の
成
果
を
買
い
と
る
と
い
う
よ
う
な
商
行

為
に
類
す
る
内
容
の
労
働
組
織
の
自
主
的
形
成

・
相
互

管
理
に

つ
い
て
み
た
。
し
か
し
、
作
業
に
は
、
計
画
を

立
て
労
働
者
を
配
置
し、

更
に
架
線

・
索
道
な
ど
の
配

置
設
計
、
日
々

の
上
級
的
作
業
管
理

・
統
轄
等
の
管
理

作
業
が
あ
る
。

事
業
所
に
は
、
山
頭
・
人
夫
頭
・
仙
頭

と
い
っ
た
長
年
多
種
の
作
業
に
従
事
し
経
験
を
積
み
、

か
つ
統
卒
力
を
持
っ
た
管
理
労
働
者
が
い
る
。
そ
れ
ら

は
採
面
割
り
・
単
価
の
決
定
に
関
わ
り
、
作
業
の
進
行

を
管
理
し
必
要
に
応
じ
指
示
を
与
え
、
個
々
の
労
働
者

や
組
で
処
理
で
き
ぬ
技
術
的
な
困
難
な
問
題
を
解
決
す

る
。
そ
の
他
人
心
を
治
め
る
と
い
っ
た
配
慮
を
す
る
必

要
が
あ
る
。
林
業
作
業
は
あ
く
ま
で
人
的
構
成
が
基
軸

だ
か
ら
、
そ
の
面
の
管
理
が
能
率
に
も
著
し
い
影
響
を

与
え
る
。
し
か
し
、
労
務
管
理
の
主
要
部
分
は
既
述
の

よ
う
に
、
労
働
者
の
自
生
的
組
織
を
媒
介
と
す
る
と
い

う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

済

い
ま
ま
で
主
と
し
て
東
大
演
習
林
の
作
業
に

よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
が
、

更
に
小
規
模
の
作
業
と
な

る
と
柚
夫
が
一

J
二
人
、
出
し
の
組
が
一
組
で
足
り
る

と
い
う
状
況
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、

業

さ
て
、

経

者
は
、
立
木
を
買
い
、
労
働
者
を
山
に
送
り
こ
み
、
道

端
に
で
き
た
丸
太
を
測
り
、
約
束
の
単
価
を
か
け
た
賃

金
を
払
う
だ
け
と
い
う
よ
う
な
商
業
的
行
為
に
終
始
す

る
形
態
の
も
の
と
な
る
。

業品
柿

さ
て
、
一
方
の
素
材
生
産
業
者
の
側
と
し
て
は
、

雇

用
の
継
続
性
に
よ
り
自
ら
労
働
者
の
客
観
的
組
織
を
形

成
せ
し
め
え
ず
、
以
上
の
よ
う
な
労
働
者
の
自
生
的
な

結
合
を
維
持
し
利
用
す
る
と
い
う
形
で
労
働
過
程
に
関

わ
り
を
も
ち
、
間
接
に
労
働
の
生
産
力
を
確
保
し
自
ら

の
も
の
と
す
る
関
係
に
あ
る
か
ら
、
か
か
る
も
の
と
し

て
の
労
働
組
織

(
H
組
)
を
前
提
と
し
て
う
け
と
る
ほ

か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
組
の
存
在
は
林
業
技
術
の
低
位

性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
素
材
生
産
の
季
節
性
・
移

動
性
・
分
散
性
、
全
体
と
し
て
労
働
雇
用
の
断
続
性
・

不
規
則
性
と
い
っ
た
特
質
の
中
で
、
そ
の
存
在
に
よ
っ

て
林
業
技
術
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
逆
に
、
林
業
労
働
者
の
雇
用
が
な
お
臨
時
性
を
脱

し
て
い
な
い
で
い
る
と
い
う
事
情
の
技
術
的
な
根
拠
で

も
あ
る
。

以
上
で
自
生
的
な
「
組
」
組
織
の
性
格
、
機
能
、
再

生
産
の
問
題
は
ほ
ぼ
説
明
し
尽
し
た
と
思
う
が
、

念
の

た
め
、
個
々
の
労
働
者
の
技
能
の
習
得
に
つ
い
て
補
足

説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
機
械
を
扱
う
技
術
に
関
し
て

は
別
項
で
述
べ
る
。

素
材
生
産
業
者
の
労
働
力
管
理
が
一
義
的
間
接
に
単

純
出
来
高
給
制
で
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
集
団
作
業
に
は

様
々
の
力
能
の
も
の
が
含
ま
れ
る
と
い
う

事
実
に

よ

り
、
技
能
の
修
得
は
実
作
業
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ

る
。
昔
か
ら
柏
夫
の
父
親
の
弁
当
持
ち
か
ら
山
仕
事
を

は
じ
め
る
は
な
し
を
し
ば
し
ば
聞
く
が
、
自
ら
チ
エ
ン

ソ
l
持
ち
の
テ
コ
に
な
っ
て
チ
エ
ン
ソ

l
の
使
W
方
を

覚
え
よ
う
と
し
て
い
る
例
も
二
、
三
み
た
。
東
大
演
習

こ
の
形
態
の
も
の
か
ら
、
の
ち
に
み
る
よ
う
な
小
竹

組
・
矢
田
組
の
規
模
の
も
の
ま
で
、
生
産
規
模
の
拡
大

に
つ
れ
、

業
者
の
労
働
管
理
組
織
も
強
化
さ
れ
、
甚
だ

限
定
つ
き
な
が
ら
作
業
管
理
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

》。
。

三
、
生
産
規
模
の
拡
大

生
産
手
段

生

産

規

模

の

拡

大

の

た

め

に

は

、
ま
ず
既
述

の
よ
う
な
作
業
の
単
位
!
組
の
数
を
増
加
さ
せ
る
と
い

う
方
法
に
よ
る
か
、
一
組
の
就
業
期
聞
を
延
長
さ
せ
る

と
い
う
方
法
に
よ
る
。
私
は
嘗
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実

か
ら
直
接
的
に
「
大
規
税
作
業
と
小
規
模
作
業
の
相
違

は
、
既
述
の
よ
う
な
個
々
ば
ら
ば
ら
の
単
位
の
数
の
相

違
に
す
ぎ
ず
、
構
造
的
な
差
異
は
見
分
し
え
な
い
と
い

*
 

え
る
」
と
い
う
報
告
を
し
た
が
、
そ
れ
は
既
述
の
よ
う

な
組
の
存
在
を
大
規
模
作
業
も
前
提
と
し
て
い
る
と
い

う
意
味
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

素
材
生
産
は
全
体

と
し
て
既
述
の
よ
う
な
関
係
|
組
制
度
を
前
提
に
お
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
と
の
関
係
の
ほ
か
に
そ
れ

と
生
産
手
段
と
の
組
合
わ
せ
の
差
異
(
作
業
仕
組
)
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ヰ
福
島
康
記
「
素
材
生
産
の
労
働
組
織
に
つ
い
て
」
日
本

林
学
会
北
海
道
支
部
大
会
講
演
集
，釘
二
二
号
(
昭
和
三
九

年
)
。

(
九
回
一
)

私
の
み
た
実
例
で
は
、
主
作
業
の
過
程
で
生
産
規
模

一、

o
o
o
d台
で
は
機
械
は
用
い
ら
れ
ず
、
二

O、

0
0
0
1
三

O、
o
o
o
d台
で
夏
作
業
に
集
材
機
を

林
の
木
直
し
作
業
で
例
示
し
た
今
年
は
じ
め
て
山
に
出

た
農
民
も
、
い
ず
れ
経
験
を
積
む
だ
ろ
う
。
馬
夫
は
単

独
作
業
で
あ
る
が
、
北
海
道
の
農
民
は
子
供
の
時
分
か

ら
農
作
業
や
た
き
ぎ
運
搬
な
ど
を
し
て
い
、
馬
に
よ
る

大
径
丸
太
の
運
搬
技
術
の
基
礎
は
充
分
す
ぎ
る
程
持
っ

て
い
る
。
道
つ
け
・

道
な
お
し
作
業
に
至
っ
て
は
力
以

外
何
の
技
能
も
要
し
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
は
望
む
仕

事
が
な
い
場
合
、
他
の
職
種
に
流
動
就
労
し
、
さ
ら
に

ま
た
、
老
令
化
と
共
に
柚
、
土
場
捲
、
木
直
し
等
緊
張

と
力
を
要
す
る
作
業
か
ら
離
れ
、
単
独
の
雑
作
業
に
就

労
す
る
こ
と
も
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ

o
 

h
hノ一一、

「
組
」
と
「
組
」
と
の
関
係
、
事
業
所
に
よ
る
作

業
管
理
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最
初
に
例
示
し
た
東
大
演
習
林
の
直
営
生
産
で
は
五

人
の
柚
夫
の
単
独
作
業
、
二
人
づ
っ
三
組
の
柚
夫
の
作

業
、
八
人
と
六
人
の
木
直
し
人
夫
の
組
作
業
、
五
人
と

四
人
の
馬
夫
に
よ
る
馬
搬
作
業
、
二
人
の
道
つ
け
人
夫

の
単
独
作
業
、
三
人
の
土
場
捲
人
夫
の
単
独
作
業
が
作

業
の
単
位
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
併
行
的
分
散
的
に
稼
動

し
て
い
る
。
相
互
の
連
繋
は
技
術
的
に
必
要
で
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
が
単
純
出
来
高
制
を
媒
介
と
し
て
事
業
所
に

個
別
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
の
上
で
の
組
合
わ
せ
は
作
業
の
仕

組
、
現
地
の
状
況
、
業
者
の
側
の
条
件
で
異
る
だ
ろ
う

が
、
全
体
が
有
機
的
関
連
の
下
に
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
集
材
機
の
よ
う
な
機
械
作

本
*

一
J
二
台
使
用
し
て
い
た
。
そ
し
て
よ
り
大
規
模
の
も

の
で
は
小
規
模
の
作
業
場
に
も
集
材
機
が
使
用
さ
れ
て

し
た
。

つ
ま
り
作
業
場
の
規
模
よ
り
企
業
の
規
模
が
機

械
使
用
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

白
東
大
演
習
林
関
係
業
者
六
例
、
生
産
量
は
そ
れ

ぞ
れ

五
、
0
0
0
1
一
O、
o
o
o
d。
現
場
は
そ
れ
ぞ
れ
一

l
三
ケ
所
。

平
井
上
芦
別
町
矢
田
組
、
小
竹
組
、
生
産
量
何
れ
も
二
六
、

o
o
ot二
七
、

o
o
od。
集
材
機
使
用
は
国
有
林
直

営
生
産
請
負
作
業
の
約

一
O
、
0
0
0
3m
の
現
場
υ

集
材

機
は
国
有
林
よ
り
借
入
れ
。

争
ド品"

坂
本
木
材
株
式
会
社
旦
口
向
出
張
所
は
七
O
、

c
o

o
l八
O、
o
o
o
dの
生
産
を
お
こ
な

って
い
る
が
、

一
、
九

Oodと
八

Oodの
現
場
で
集
材
機
を
使
用
し

て
い
た
。

北
海
道
で
は
、
機
械
使
用
の
制
約
条
件
は
甚
だ
大
き

い
。
だ
い
い
ち
、
未
だ
作
業
の
季
節
性
が
克
服
さ
れ
て

い
な
い
。
日
高
営
林
署
の
機
械
履
歴
簿
に
よ
れ
ば
、
集

材
機
の
年
間
使
用
日
数
は
六

O
J
一

O
O日
程
度
(
営

林
署
直
営
と
請
負
業
者
貸
付
分
を
含
め
て
)
、
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
で
一

ムハ

O
日
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
農
作

業
の
季
節
性
が
著
し
く
、

冬
期
作
業
は
農
民
の
農
閑
労

働
に
依
存
し
て
い
る
。
前
記
の
坂
本
木
材
の
集
材
機
作

業
に
従
事
す
る
紀
州
の
出
稼
労
働
者
も
冬
は
帰
郷
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
北
海
道
の
素
材
生
産
の
機

械
使
用
は
、
国
有
林
の
直
営
生
産
は
別
と
し
て
全
く
遅

れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
も
右
に
例
示
し
た
よ
う
に
少

し
づ
っ
機
械
が
使
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

機
械
の
使
用
の
条
件
は
甚
だ
限
定
さ
れ
、
必
ず
し
も
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作
業
過
程
で
の
採
算
を
有
利
と
す
る
も
の
で
な
い
が
、

労
働
生
産
性
は
著
し
く
高
ま
り
労
務
管
理
費
を
安
あ
が

り
に
し
て
い
る
。
坂
本
木
材
十
勝
出
張
所
に
よ
る
本
別

営
林
署
糠
南
製
品
事
業
所
一

O
、

o
o
o
dの
請
負
生

産
は
、
三
八
年
に
は
一

O
O
J
一
二

O
人
の
労
働
者
に

よ
る
人
畜
力
作
業
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
帳
場
も
常
時
五

J
六
人
い
た
の
で
あ
る
が
、
三
九
年
に
は
ト
ラ
ク
タ
ー

運
材
へ
の
切
り
換
え
に
よ
り
三

O
人
の
労
働
者
と
一
人

の
帳
場
と
で
可
能
と
な
っ
た
。
不
慣
れ
の
た
め
直
接
作

業
費
は
安
く
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

事
務
所
費
、
飯
場

経
費
は
著
し
く
減
少
し
払
。

ヰ
坂
本
木
材
で
は
、
労
務
管
理
費
と
し
て
、
労
働
者
の
総

稼一両
の
三
t
四
%
に
及
ぶ
組
頭
貨
を
支
払
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

経業林

林
業
機
械
の
現
状
は
、
経
か
に
全
体
と
し
て
労
働
強

度
を
低
め
、
労
働
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
機

械
使
用
に
随
伴
す
る
一
般
的
効
用
を
も
た
ら
し
た
。
し

か
し
、

機
械
使
用
に
伴
う
最
も
基
本
的
な
変
革
で
あ
る

労
働
組
織
体
系
の
変
革
(
工
場
制
作
業
)
に
ま
で
及
ん

で
い
な
い
。

例
え
ば
集
材
機
作
業
で
は
、
荷
か
け
二
人
、
荷
お
ろ

し
一

J
二
人
、

運
転
手
と
い
う
組
合
わ
せ
に
な
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
聞
の
緊
密
な
関
係
を
作
業
の
基
礎
と
し
て

い
る
。
ぷ
術
的
に
も
す
ぐ
れ
た
人
を
統
ト
卒
す
る
能
力
の

あ
る
者
が
組
織
を
統
制
し

一
体
と
な

っ
て
動
く
必
要
が

あ
る
。
運
転
手
も
頭
と
な
る
者
の
指
示
に
し
た
が
い
機

械
の
運
行
を
統
御
す
る
。
そ
し
て
依
然
荷
お
ろ
し
作
業

に
は
ト
ビ
を
達
者
に
使
う
者
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

測
員
(
帳
場
、
検
尺
)
と
い
う
職
員
構
成
で
あ
る
。
直

接
労
働
者
は
、
職
員
の
伝
手
や
労
働
者
の
伝
手
、
及
び

門
前
雇
用
に
よ
り
集
合
し
た
者
で
あ
り
、

総
体
と
し
て

既
述
の
よ
う
な
構
造
で
生
産
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
主
と
し
て
引
用
し
た
東
大

演
習
林
の
直
営
生
産
の
規
模
は
一

O
、

o
o
odで
あ

る
が
、
小
竹
組
、

矢
田
組
は
二
六
、

O
O
O
J二
七
、

0
0
0ば
で
あ
る
。
そ
の
差
は
、
一

方
が
夏
季
の
み
の

作
業
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
通
年
的
に
作
業
を
お
こ

な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
両
組
と
も
仕
事
を
き
ら
さ

ぬ
よ
う
労
働
者
に
与
え
る
結
果
、
組
織
が
相
対
的
に
安

定
し
、
ま
た
、
相
対
的
に
安
い
賃
金
で
労
働
者
を
使
用

*
 

で
き
る
と
い
う
有
利
性
を
得
て
い
る
。

「
現
在
で
は
林
業
労
働
者
の
就
労
が
甚
だ
不
規
則
な
た

め
、
継
続
的
な
就
労
が
あ
る
て
い
ど
約
束
さ
れ
る
こ
と
は

労
働
者
に
と
り
恩
恵
と
う
つ
る
。
労
働
者
は
働
け
な
い
日

で
も
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
も
労
働
者
は
日
々
の
賃
金
が
幾
分
安
い
と
認
め
な
が
ら

一一
l
三
年
続
い
て
働
い
て
い
る
者
が
多
い
。

し
か
し
、
こ
の
あ
た
り
を
限
度
と
し
て
そ
れ
以
上
の

生
産
規
模
を
も
つ
た
め
に
は
「
組
頭」

の
介
在
を
必
要

と
す
る
。

林 業経済

河
東
郡
上
士
幌
町
の
畑
中
林
業
株
式
会
社
は
、
生
産

量
六

O
、

o
o
o
dで
あ
る
が
、
四
人
の
組
頭
が
約
一

0
0人
の
労
働
者
を
集
め、

事
務
所
が
直
接
集
め
た
労

働
者
と
併
せ
て
い
る
。
最
盛
期
に
は
二

O
O、
0
0
0

3m
に
達
し
た
帯
広
の
恵
盛
木
材
株
式
会
社
も
同
様
で
あ

り
、
生
産
量
二
四

O
、

o
o
o
dの
坂
本
木
材
株
式
会

な
い
。
い
わ
ば
築
材
機
作
業
は
、
作
業
機
、
動
力
機
が

在
来
の
人
力
集
材
の
組
織
の
中
に
部
分
的
に
入
り
こ
み

代
位
し
た
と
い
う
域
を
、
組
織
の
関
係
と
し
て
は
出
な

い
。
こ
の
関
係
を
直
接
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、

集
材
機
作
業
に
も
既
述
の
よ
う
な
組
が
存
在
し
て
い

る
。伝

統
卒
者
が

ニ
カ
ケ
か
ニ
オ
ロ
シ
運
転
子
か
は
、
実
例
と

し
て
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

ヰ
ヰ
坂
本
木
材
日
高
出
張
所
で
は
和
歌
山
県
の
出
稼
労
働

者
の
組
が
集
材
機
作
業
を
担
っ

て
い
る
。

集
材
機
と
な
ら
ん
で
ト
ラ
ク
タ
ー
が
わ
朴
貯
な

「
林

業
」
機
械
だ
が
、
そ
れ
も
人
間
と
機
械
と
の
関
係
を
変

え
て
は
い
な
い
。
但
し
、
こ
の
作
業
を
め
ぐ
っ
て
の
組

は
存
在
し
て
い
な
い
。
現
状
で
は
運
転
手
を
事
業
所
で

固
定
的
に
確
保
す
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
こ
の
事
実
と
集
材
機
作
業
に
お
け
る
事
情
と
の
関

連
は
示
唆
的
で
あ
る
。

坂
本
木
材
株
式
会
社
十
勝
出
張
所
で
は
、
昭
和
三
九

年
よ
り
は
じ
め
て
国
有
林
の
直
営
生
産
の
請
負
事
業
を

全
幹
ト
ラ
ク
タ
ー
集
運
材
作
業
に
よ
り
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
出
張
所
は
前
年
ま
で
ト
ラ
ク
タ
ー
集
運
材
の
経
験

が
な
く
、
自
動
車
や
一
般
土
木
ト
ラ
ク
タ
ー
運
転
の
経

験
の
あ
る
者
を
通
年
雇
用
の
「
備
員
」
と

し
て

確

保

し、

講
習
に
ゆ
か
せ
技
術
の
習
得
に
つ
と
め
さ
せ
、
作

業
の
円
滑
化
を
は
か
つ
て
い
る
。
積
つ
け
作
業
の
人
夫

ま
で
を
全
部
確
保
す
る
方
策
は
と
り
え
な
い
が
、
そ
の

二
人
を
傭
員
に
し
、
企
業

へ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
運
材
技
術

の
定
着
を
は
か
つ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ

て
い
る
ト
ラ
ク
タ
ー
は
五
台
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

坂
本
木
材
の
日
高
出
張
所
で
は
、
一
二

八
年
ま
で
集
材
機

・
ト
ラ
ク
タ
ー
作
業
と
も
運
転
手
は

常
備
と
し
て
確
保
し
月
給
払
に
よ
っ
て
い
た
の

で
あ
る

が
、
三
九
年
よ
り
運
転
ま
で
も
組
労
働
力
に
依
存
し
、

組
に
対
し
功
程
払
で
賃
金
を
支
払
う
方
式
に
改
め
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
り
能
率
は
上
っ
た
と
い
う
。

こ
の
坂
本
木
材
の
十
勝
と
日
高
の
対
照
的
な

事

例

は
、
素
材
生
産
業
者
が
新
し
い
技
術
に
対
し
て
、

労
働

者
を
固
定
し
技
術
の
習
得
に
つ
と
め
さ
せ
技
術
の
自
ら

へ
の
定
着
の
力
を
致
す
が
、
技
術
が
一

般
化
し
和
秘
か

に
(
自
生
的
組
織
的
に
)
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
再
び
自
ら
か
ら
組
織
を
切
離
す
に
至
る
、
と
い
う

事
情
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
事
情
は
機

械
し
い
人
間
労
働
力
の
関
係
が
逆
転
す
る
ま
で
は
続
く
だ

ろ
う
。

叶
新
し
い
技
術
の
定
着
に

つ
い
て
は
国
有
林
が
大
き
な
役

割
を
果
し
て
い
る
。
チ
エ
ン
ソ
l
は
国
有
林
の
使
用
に
よ

り
普
及
し
た
。
集
材
機
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
上
芦
別
の

二
業
者
の
築
材
機
作
業
は
国
有
林
作
業
員
出
身
の
も
の
が

お
こ
な
っ
て
い
る
。

労
働
組
織

上
芦
別
の
小
竹
組
の
代
表
者
は
何
れ
も

国

有

林

の

「
組
頭
」
を
し
て
い
た
経
歴
を
持
ち
、
作
業
及
び
作
業

管
理
に
精
進
し
、

自
ら
精
力
的
に
か
け
ま
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
元
の
配
下
(
旧
国
有
林
職
員
)
な
ど
作

業
に
通
じ
統
卒
の
才
も
あ
る
補
助
者
を
三

J
四
人
常
備

的
に
雇
用
し
、
そ
れ
に
加
え
四
J
五
人
の
事
務
員
、
計

2 
的
質
的
に
出
る
労
働
力
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

更
に
、
も
う
一
つ
の
網
の
自
に
速
っ
た
人
格
を
求
め
る

よ
り
外
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
を
企
業
に
固
定
す
る
た

め
に
募
集
す
る
の
で
な
く
、
依
然
労
働
者
の
細
分
状
態

を
変
え
る

こ
と
な
く
労
働
組
織
を
編
成
す

る

の

だ

か

ら
、
そ
の
人
格
は
組
織
の
形
成
さ
れ
る
地
域
(
作
業
地

で
な
い
)
に
住
み
根
源
の
状
況
に
通
じ
、

調
整
を
お
こ

な
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

組
頭
は
こ
の
よ
う
な
組
織
形
成
に
お
け
る
役
割
の
ほ

か
に
、
作
業
の
期
間
中
組
織
を
維
持
す
る

役

割

を

果

す
。
組
頭
は
当
初
か
ら
自
ら
に
よ
る
に
せ
よ
事
業
所
に

よ
る
に
せ
よ
管
理
可
能
の
労
働
者
を
集
め
て
い
る
こ
と

は
明
か
だ
が
、
日
常
、労
働
者
は
何
々
組
の
労
働
者
と
し

て
扱
わ
れ
、
組
頭
の
同
組
内
の
も
の
と
人
格
的
な
結
合

関
係
の
下
に
お
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
上
に
事

業
所
に
よ
る
日
常
の
作
業
と
生
活
の
管
理
が
た
や
す
く

行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
業
所
の
管
理
が
作
業
面
で
む

し
ろ
組
労
働
者
に
よ
り
強
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
例
も

み
る
。
組
頭
は
以
上
の
よ
う
な
年
々
の
実
績
に
よ
り
組

頭
の
地
位
を
確
保
し
、
そ
し
て
組
頭
賃
を
う
け
と
る
。

i

坂
本
木
材
で
は
、
組
頭
に
組
労
働
者
個
々

の
稼
高
の
三

l
四
%
の
「歩
合
」
を
支
払
っ

て
い
る
。
こ
の

「
歩
」
は

他
の
業
者
も
同
様
の
額
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
組
頭
の
介
在
と
、
最
初
に
み
た
自
生
的

作
業
集
団
の
存
在
と
を
ひ
っ
く
る
め
て
林
業
の
組
制
度

ま
た
は
組
頭
制
度
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、
ま

と

め
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社
(
本
社
札
幌
)
に
主

つ
て
は
、
組
頭
の
集
め
た
労
働

者
を
主
体
と
し
て
い

る。

こ
の
坂
本
木
材
日
高
出
張
所

の
例
に
よ
り
説
明
し
て
み
よ
う
。
日
高
出
張
所
は
昭
和

三
九
年
度
に
は
、

素
材
生
産
請
負
三
八
、
四

o
od、

直
営
二
七
、
九

0
0
3
m
、
チ
ッ
プ
生
産
二
一
、
九

O
o

d
、

国
有
林
造
林
請
負
五
二

o
hの
事
業
量
を
も

つ

が
、
工
場
を
別
に
し
て
約
三
五

O
人
の
労
働
者
を
雇
用

し
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
一

O
人
の
組
頭
の
募
集

に
依
存
し
て
い
る
。
組
労
働
者
は
、
道
内
で
は
古
く
か

ら
生
産
の
お

こ
な
わ
れ
た
白
糠
地
区
の
専

・
兼
業
労
働

者
、
積
丹
地
区
の
漁
民
、
東
北
地
方
青
森
、
秋
田
、
岩

手
、
宮
城
の
零
細
農
民
、
そ
れ
に
特
に
集
材
機
使
用
の

た
め
の
近
畿
和
歌
山
の
専
業
労
働
者
で
あ
る
。

事
務
所
で
は
長
年
専
属
す
る
組
頭
に
作
業
内
容
を
説

明
し、

職
種
別
に
一
定
人
数
の
労
働
者
の
募
集
を
依
頼

し
、
旅
費
と
支
度
金
一

J
二
万
円
を
組
頭

宛

送

付

す

る
。
組
頭
は
注
文
に
応
じ、

既
に
特
定
の
作
業
を
遂
行

す
る
に
必
要
な
技
能
と
組
織
構
成
を
も
っ
た
労
働
者
と

共
に
作
業
地
に
来
、
自
ら
も
他
の
労
働
者
と
同
様
一
般

作
業
に
従
事
す
る
。
単
価
決
定
や
配
置
に
は
組
頭
が
介

在
接
街
が
お

こ
な
わ
れ
る
が
、
作
業
管
理
に
は
一
切
タ

ッ
チ
し
な
い
。
作
業
管
理
に
直
接
加
わ
ら
な
い
と
い
っ

て
も
、
既
に
組
頭
に
よ
る
募
集
の
段
階
で
そ
の
基
礎
的

な
多
く
の
部
分
が
片
附
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

日

高
出
張
所
長
の
菅
崎
氏
は
、
道
内
労
務
者
は
技
能
と
労

働
意
欲
の
点
で
劣
る
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
既
に
み
た

よ
う
な
事
業
所
の
も
つ
人
対
人
の
関
係
の
ラ
チ
外
に
量
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済

以
上
み
た
よ
う
に
、

素
材
生
産
は
、
低
次
の
労
働
手

段
を
所
持
し
た
労
働
者
の
自
生
的
な
作
業
集
団
H

「組」

の
存
在
を
基
盤
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
労
働
が
可
能
と

な
り
、
素
材
生
産
業
者
は
、
労
働
者
の
細
分
状
態
の
中

で
労
働
の
生
産
力
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る。
規
模
の
拡
大
は
、
ま
ず
、
「
組
」
の
数
の
増
加
と
い

う
方
法
に
よ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
業
者
は
、
就
労
の
間

隙
を
解
消
し
た
り
、
限
定
的
な
が
ら
作
業
管
理
を
強
化

し
た
り
し
て
有
利
性
を
獲
得
す
る
。

し
か
し
、
或
る
規

模
に
達
す
る
と
逆
転
が
お
き
る
。
作
業
組
織
の
統
御
が

人
格
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
上
労
働
者
の
細
分
状
態

に
改
変
が
全
く
及
ば
な
い
た
め
、
規
模
の
拡
大
が
中
央

集
権
的
な
管
理
の
強
化
に
直
ち
に
結
び
つ
か
な
い
で
分

散
(
組
頭
の
介
在
)
が
お
き
る
。
そ
の
極
限
状
況
が
下

請
制
だ
が
、
そ
の
中
で
よ
り
高
次
の
生
産
手
段
の
使
用

と
い
う
生
産
力
的
契
機
が
直
営
主
義
を
支
え
る
。
北
海

道
の
現
状
で
は
、

集
材
機
や
ト
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
よ
う

な
甚
だ
低
次
の
機
械
の
使
用
も
大
き
な
生
産
量
規
模
を

基
盤
に
お
い
て
い
る
。

機
械
の
使
用
に
つ
い

て
は
一

時
的
に
労
働
者
を
自
ら

の
下
に
固
定
し
技
術
の
定
着
に
つ
と
め
る
と
い
う
よ
う

に
、
業
者
は
資
本
家
的
役
割
を
果
す
が
あ
る
段
階
に
至

る
と
再
び
労
働
者
を
細
分
状
態
の
中
に
戻
す
。
こ
こ
で

も
分
散
化
が
行
わ
れ
る
。
更
に
ま
た
、
そ
の
上
の
規
模

の
拡
大
は
出
張
所
の
数
の
拡
大
併
置
と
い
う
よ
う
に
常

に
集
積
は
分
散
化
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
基
本
的
に
は
、
林
業
が
「
労

経業林

、。、U
こ
の
よ
う
な
視
座
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
素

材
生
産
の
展
開
の
基
本
的
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。

明
治
以
降
の
素
材
生
産
の
技
術
的
展
開
の
推
移
を
た

ど
る
と
l
l
k
そ
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
生
産
技
術
の

発
展
は
一
貫
し
て
土
木
的
展
開
を
示
し

(
流
送
路
の
改

修
、
道
路
の
改
良
)、

第
二
に
、
著
し
い
技
術
的
発
達

は
山
林
内
か
ら
部
分
過
程
を
お
し
だ
し
た
と
こ
ろ
、
お

し
だ
せ
る
部
面
で
な
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
明
治
三

0
年
代
後
期
の
製
材
工
場
の
発
達
。
道
路
及
び
ト
ラ
ッ

ク
の
発
達
に
よ
る
長
距
離
運
材
の
一
般
的
運
輸
業
の
中

へ
の
解
消
。

製
材
工
場
の
発
達
は
職
人
的
な
木
撹
労
働
を
不
要
に

し
、
林
業
労
働
を
全
体
に
単
純
化
す
る
。
こ

こ
に
農
民

が
広
汎
に
林
業
に
参
加
す
る
技
術
的
根
拠
が
生
れ
る
。

土
木
的
発
達
と
人
海
的
拡
大
、
こ
れ
が
林
業
の
展
開
の

基
礎
で
あ
る
。

後
林
業
へ
の
農
民
の
参
加
、
技
術
の
単
純
化
の
基
礎
は
、

人
工
造
林
の
成
立
・
展
開
に
基
く
多
種
目
少
量
生
産
の
展

開
に
あ
る
、
と
京
都
大
学
の
森
田
学
氏
か
ら
指
摘
が
あ

る
。
検
討
し
て
み
た
い
。

土
木
的
展
開
は
主
と
し
て
公
共
的
投
資
に
よ
り
、

一

部
の
山
林
所
有
者
の
投
資
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は

全
体
と
し
て
土
地
に
合
体
す
る
投
資
と
し
て
の
性
質
を

有
し、

素
材
生
産
資
本
は
常
に
零
細
分
断
さ
れ
た
存
在

と
し
て
約
束
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
林
業
展
開
の
一
つ

の
型
と
い
え
よ
う
。

済経;t4 林

働
粗
放
」
と
い
う
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

事
柄
に
帰
着
す
る
。
素
材
生
産
が
大
面
積
の
山
地
に
散

在
す
る
立
木
の
伐
倒
・
運
搬
を
生
産
内
容
と
し
、
し
か

も
、

そ
の
よ
う
な
生
産
条
件
を
素
材
生
産
資
本
は
自
ら

創
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
規
模
化
は
労
働
手
段

の
集
中
に
よ
り
達
成
す
る
の
で
な
く
、
労
働
対
象
の
集

積
に
よ
り
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
限
定

的
な
条
件
の
中
で
な
が
ら
よ
り
高
次
の
生
産
子
段
の
使

用
を
可
能
に
し
と
も
か
く
も
大
規
模
生
産
の
有
利
性
を

得
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
よ
り
そ
れ

が
全
部
的
に
大
業
者
の
有
利
性
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と

は
明
か
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
い
っ
て
坂
本
・
恵
盛
と
い
う
日
本
の
素
材

生
産
業
者
で
は
ケ
タ
外
れ
の
大
業
者
の
生
産
規
模
は
、

国
有
林
と
パ
ル
プ
会
社
の
立
木
の
伐
出
事
業
を
請
負
う

こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
大
規
模
生
産
は
立
木
の
所
有

と
か
特
売
制
度
と
い
う
森
林
の
支
配
関
係
に
よ
り
保
た

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
一
般
産
業
の
請

負
関
係
と
異
る
こ
と
は
既
に
明
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
州
の
事
情
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
前
掲
奥
地
氏
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
産
の

異
常
な
零
細
さ
(
北
海
道
に
比
し
)
の
た
め
に
、
北
海

道
で
は
必
ず
し
も
明
確
な
形
を
と
っ
て
い
な
い
単
位
労

働
集
団
が
、
技
術
的
必
然
に
よ
り
、
よ
り
明
確
な
形
を

と
っ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
(
単
細
胞
の
自
立
化
)
と

い
う
こ
と
だ
け
ふ
れ
て
お
く
。

後

lic. 

以
上
は
林
業
経
済
研
究
会
会
報
六
八
号
に
掲
載
さ
れ

た
「
大
会
報
告
要
旨
」
だ
が
、
研
究
会
で
こ
の
ほ
か

に
、

補
足
的
概
括
的
に
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
当

日
の
討
論
に
も
触
れ
な
が
ら
、
以
下
に
要
約
し
て
記
し

て
み
よ
う
。

ま
ず
方
法
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
。
在
来
の
理
論

が
、
一
般
的
な
産
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
と

か
、
林
業
以
外
の
産
業
を
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
理

論
を
武
器
と
し
、
対
比
を
す
る
、
こ
う
い
う
論
理
構
成

を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
林
業
の
実
態
の
多
く
の
側
面

を
摘
出
し
整
理
し
た
点
大
き
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
外
的
規
定
・
一
般
的
規
定
で
あ
る

と
い
う
制
約
に
よ
り
、
や
は
り
残
る
側
面
が
あ
る
の
じ

ゃ
な
い
か
、
論
理
の
内
的
発
展
性
に
欠
け
る
の
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
生
産
構
造
の
最
底
辺
に
あ

る
も
の
、
最
も
基
礎
的
な
も
の
と
し
て
の
労
働
過
程
の

実
態
分
析
に
か
か
っ
た
。

そ
し
て
、
労
働
過
程
を
形
成
せ
し
め
る
生
産
関
係
を

「
組
一
胡
制
度
」
ま
た
は
「
組
制
度
」
の
中
に
集
約
し
て

み
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
「
組
頭
制
度
」
は
、
更
に
、

私
の
「
素
材
生
産
」
分
析
の
中
心
的
な
視
点
と
し
て
の

位
置
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

研
究
会
で
単
に
労
働
組
蜘
朴
に
す
ぎ
ぬ
も
の
を
「
素

材
の
生
産
構
造
」
と
銘
う
つ
こ
と
の
不
卦
佐
に
つ
い
て

指
摘
が
あ
っ
た
が
、
私
は
こ
の
報
告
を
単
な
る
労
働
組

織
論
と
は
考
え
て

い
な
い

O
L
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形

で
し
か
報
告
で
き
な
か
っ
た
不
あ
必
は
認
め
て
、
機
会

を
改
め
て
「
素
材
の
生
産
構
造
」
を
総
括
し
て
述
べ
た

同
時
に
甚
だ
生
産
的
で
は
な
か
っ
た
か
。
資
本
主
義
の
剣

熟
期
に
入
り
、
既
記
の
よ
う
な
事
情
と
森
林
資
源
の
溺
渇

の
進
行
に
よ
り
資
本
と
土
地
所
有
の
関
係
が
逆
転
し
、
こ

の
よ
う
な
事
実
が
生
み
出
さ
れ
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
生
産
構
造
の
特
質
は
当

然
育
林
生
産
の
部
面
に
も
及
ぶ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
時
期
に
素
材
生
産
資
本
家
が
育
林
生
産
資
本
家

に
転
じ
て
い
る
例
を
し
ば
し
ば
み
る
。

最
後
に
、
簡
単
に
で
も
在
来
の
「
組
頭
制
度
」
に

つ

い
て
の
理
解
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
在
来
の

研
究
成
果
を
集
約
す
る
と
、
組
頭
制
度
の
特
徴
と

し

て
、
一
雇
用
形
態
と
し
て
の
非
直
傭
性
・
間
接
性
、
そ
れ

ら
を
め
ぐ
る
非
近
代
的
な
社
会
関
係
が
あ
げ
ら
れ
よ
う

が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
う
で
な
い
形
態
の
も
の
は
何
な
の

か
、
と
い
う
疑
問
は
解
答
を
与
え
な
い
。
た
と
え
組
頭

の
「
相
対
的
独
自
性
」
が
弱
ま
り
、
ま
た
組
頭
の
介
在

が
な
く
な
っ
て
も
依
然
問
題
が
片
附
か
な
い
。
こ
の
よ

う
な
意
識
に
よ
り
私
は
既
記
の
よ
う
な
「
組
制
度
」
を

考
え
る
の
で
あ
る
。
在
来
の

い
わ
ゆ
る
「
組
頭
制
度
」

に
は
そ
れ
に
加
え
て
、
賃
金
の
前
貸
し、

日
用
物
資
の

供
給
に
よ
る
前
期
的
な
労
働
力
支
配
の
関
係
が
指
摘
で

き
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
理
解

し

て
い
る
。
も
と
よ

り
、
そ
れ
に
、
素
材
生
産
資
本
や
社
会
的
諸
関
係
の
変

質
の
問
題
が
織
り

こ
ま
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

、o
t
v
 以

上
で
私
の
報
告
を
終
る
が
、
こ

の
よ
う
な
未
整
理

・
断
片
的
な
形
で
し
か
報
告
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
最

後
に
お
詫
び
し
、
再
説
を
期
し
た
い
。
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再
言
す
れ
ば
、
我
が
国
で
は
山
閣
の
村
落
を
連
結
す

る
も
の
と
し
て
、
国
・
公
の
補
助
の
下
に
、
一
部
山
林

所
有
者
の
出
資
に
よ
り
道
路
が
作
ら
れ
て
き
た
。
林
業

の
生
産
過
程
に
あ
る
べ
き
生
産
手
段
の
う
ち
最
も
後
段

の
部
分
過
程
た
る
長
距
離
運
輸
の
資
本
投
資
が
最
も
集

中
的
・
高
額
に
達
す
る
理
で
あ
る
が
、
そ
の
投
資
は
素

材
生
産
資
本
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
生
産
資
本
は
後
段
の
大
規
模
投
資
を
資
本
内
で
有

機
的
に
連
結
せ
し
め
え
ず
、
い
つ
ま
で
も
自
ら
の
構
成

を
高
度
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
局
前
段
の
技
術

行
程
も
改
善
さ
れ
な
い
。
生
産
手
段
と
し
て
の
林
業
機

械
の
発
達
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
お
き
、
一

般
的
(
土
木
)
機
械
を
む
し
ろ
小
規
模
化
し
て
林
内
作

業
に
迎
合
せ
し
め
る
と
い
う
機
械
の
一
般
的
発
達
と
は

逆
と
も
い
え
る
順
序
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
素
材
生
産
資
本
家
の

機
能
と
し
て
は
、

労
働
対
象
た
る
森
林
を
購
入
し
、

「
組
」
を
集
合
さ
せ
管
理
す
る
(
組
内
の
管
理
に
は
至

ら
ず
組
問
の
管
理
)
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
も
の
と
な

る
。
森
林
は
天
然
の
形
成
物
、
「
組
」
は
自
生
的
に
形

成
さ
れ
再
生
産
す
る
。
素
材
生
産
資
本
は
甚
だ
限
定
的

な
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

つ
ま
で
も
自
ら
を
独
自
化
・
純
化
し
え
ず
、
従
属
的
・

本

付
加
的
(
兼
業
的
)
で
よ
り
商
人
的
で
あ
る
。

ド
も
と
よ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
歴
史
的
に
更
に
詳
街

に
分
析
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
期
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
資
本
主
義
の
生

成
期
に
は
系
材
生
産
資
本
は
著
し
く
商
人
的
で
あ
っ
た
と
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