
寄
稿

維
新
後
、殖
産
興
業
が
日
の
目
を
見
る
ま
で
に
は
、多
く
の
試
練
と
時
間
を
必
要
と
し
た
。

そ
し
て
明
治
期
に
お
い
て
三
つ
の
段
階
を
経
て
、先
駆
的
な
近
代
企
業
が
立
ち
上
が
っ
て
い
く
。

今
号
で
は
、井
上
勝
、安
場
保
和
、團
琢
磨
の
産
業
近
代
化
を
牽
引
し
た

三
人
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
着
目
。彼
ら
を
一
大
事
業
に
駆
り
立
て
た
、

想
像
を
超
え
る
熱
き
情
熱
と
行
動
力
の
足
跡
を
た
ど
る
。

殖
産
興
業
に
見
る

段
階
的
発
展

さ
て
、殖
産
興
業
と
は
何
か
、そ
の
経

過
は
ど
の
よ
う
に
辿
っ
た
か
を
こ
こ
で

一
覧
し
て
お
き
た
い
。

ペ
リ
ー
来
航
以
来
、有
識
者
の
間
で

は「
富
国
強
兵
」と「
殖
産
興
業
」は
共
通

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
り
、と
く
に
開
明

派
の
藩
主
を
も
つ
雄
藩
に
お
い
て
は
現

実
に
そ
の
政
策
が
実
行
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
最
も
先
進
的
な
事
例
が
薩
摩
に
お

け
る
島
津
斉
彬
の
開
化
策
で
あ
り
、近

代
様
式
工
場
群
の「
集
成
館
事
業
」に
見

ら
れ
る
。ま
た
、佐
賀
藩
の 

な
べ
し
ま  

か
ん
そ
う 

鍋
島
閑
叟
に

よ
る
製
鉄
や
蒸
気
機
関
の
製
作
な
ど
の

諸
施
策
だ
っ
た
。ま
た
土
佐
や
越
前
な

ど
の
目
覚
め
た
藩
で
は
、輸
出
品
と
な

る
生
糸
や
茶
の
生
産
、石
炭
の
開
発
、樟

脳
や
海
産
物
な
ど
の
生
産
が
奨
励
さ
れ

た
。し
か
し
、新
政
府
の
基
本
方
針
と
し

て
明
確
に
な
っ
た
の
は
、廃
藩
置
県
後

の
そ
れ
も
使
節
団
の
帰
国
後
で
あ
り
、

そ
の
顕
著
な
例
が
大
久
保
利
通
の
殖
産

興
業
に
関
す
る
建
言
だ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、ま
だ
お
題
目
で
あ

り
断
片
的
で
あ
っ
た
も
の
が
、統
一
国
家

の
方
針
と
し
て
整
理
さ
れ
計
画
性
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
。し
か
し
、西
南
戦
争

ま
で
は
士
族
の
反
乱
や
農
民
一
揆
な
ど

も
頻
発
し
て
政
治
的
な
安
定
が
得
ら
れ

ず
、そ
れ
も
散
発
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

経
済
評
論
家
の
高
橋
亀
吉
は
そ
の
も

よ
う
を
、『
日
本
近
代
経
済
形
成
史
』

（
昭
和
43
年
刊
）に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
維
新
後
の
殖
産
興
業
は
大
約
三
つ
の

段
階
を
経
て
、明
治
16
〜
18
年
期
に
至
り

よ
う
や
く
近
代
企
業
条
件
を
一
応
具
備

す
る
に
至
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
段
階
が
す
な
わ
ち
明
治
１
〜
10
年
期

で
あ
っ
て
、封
建
制
度
変
革
に
伴
う
旧

秩
序
の
破
壊
と
新
秩
序
建
設
の
過
渡
的

摩
擦
、混
乱
、不
安
動
揺
の
た
め
、殖
産

興
業
意
欲
が
朝
野
と
も
に
い
ま
だ
本
格

的
に
な
ら
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。

第
二
段
階
は
お
よ
そ
明
治
11
〜
15
年

期
で
あ
っ
て
西
南
戦
争
の
鎮
定
を
画
期

に
朝
野
と
も
に
殖
産
興
業
に
い
よ
い
よ

本
腰
を
入
れ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
。

第
三
段
階
は
お
よ
そ
明
治
16
〜
18
年
期

で
あ
っ
て
、近
代
企
業
台
頭
の
条
件
が

何
と
か
一
応
具
備
し
、先
駆
的
近
代
企

業
が
わ
が
経
済
の
檜
舞
台
に
登
場
し

は
じ
め
、そ
の
モ
デ
ル
的
役
割
を
、企
業

的
に
よ
う
や
く
演
じ
は
じ
め
た
時
期
で

あ
る
」

そ
し
て
、具
体
的
な
形
と
し
て
は
、第

一
は
在
来
の
産
業
、つ
ま
り
農
業
と
鉱
業

の
近
代
化
で
あ
り
、第
二
に
は
政
府
主
導

の
紡
糸
、製
紙
、セ
メ
ン
ト
、ガ
ラ
ス
、肥

料
な
ど
の
工
業
化
で
あ
り
、第
三
に
は
鉄

道
、道
路
、港
湾
な
ど
運
輸
交
通
の
整
備

で
あ
り
、第
四
に
は
銀
行
、保
険
な
ど
の

金
融
制
度
の
整
備
だ
と
い
え
る
。以
下
、

各
分
野
に
お
け
る
使
節
団
メ
ン
バ
ー
の

関
与
と
活
躍
ぶ
り
を
見
て
い
き
た
い
。

「
鉄
道
の
父
」と

呼
ば
れ
し
男

岩
倉
具
視
は
欧
州
各
国
で

王
室
の
在
り
方
と

は
ん
ぺ
い

藩
屛
と
な

る
貴
族
社
会
の
あ
り
方
を
見

て
き
た
。そ
し
て
、い
わ
ば「
華

族
の
棟
梁
」と
し
て
華
族
の
資

産
保
護
と
授
産
の
方
法
を
考

え
、二
つ
の
こ
と
を
主
唱
し
た
。

一
つ
は
公
家
と
大
名
か
ら
な

る
華
族
は
秩
禄
処
分
に
よ
る
金
禄
公
債

を
原
資
と
す
る
銀
行
の
設
立
で
あ
り
、

明
治
10
年
に
有
力
大
名
を
主
に
16
名
が

発
起
人
に
な
り
毛
利
元
徳
を
頭
取
と
す

る
第
十
五
国
立
銀
行
を
設
立
し
た
。そ

し
て
明
治
14
年
に
は
、も
う
一
つ
の
事
業

と
し
て
日
本
鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
を

行
う
の
で
あ
る
。そ
れ
は
東
京
か
ら
青

森
ま
で
の
鉄
道
敷
設
を
め
ざ
す
も
の
で

あ
り
、ア
イ
デ
ア
と
し
て
は
高
島
嘉
右

衛
門（
高
島
易
断
本
家
、事
業
家
）の
構

想
で
あ
っ
た
が
、開
明
派
の
公
家
や
大

名
が
集
ま
っ
て
第
十
五
国
立
銀
行
の
投

資
先
と
し
て
立
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
企
画
に
は
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー

だ
っ
た
、工
部
省
の  

ひ 

だ  

た
め
よ
し

肥
田
為
良
、大
蔵
省

の
安
場
保
和
、左
院
の
高
崎
正
風
、左
院

の
安
川
繁
成
、そ
れ
に
留
学
生
だ
っ
た

大
久
保
利
通
の
長
男
・
利
和
ら
が
参
加

し
て
い
る
。そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ

い
て
、高
橋
亀
吉
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る（『
日
本
近
代
経
済
形
成
史
』）。

「
明
治
14
年
１
月
、安
場
保
和
、中
村
弘

毅（
旧
土
佐
藩
士
、太
政
官
書
記
官
長
な

ど
、佐
々
木
高
行
に
近
い
）、高
崎
正
風
、

安
川
繁
成
の
四
人
が
鉄
道
敷
設
を
企
図

し
、岩
倉
具
視
邸
で
、鉄
道
会
社
条
例

案
・
利
益
保
証
法
案
を
具
し
た
建
議
書

を
作
成
し
た
」と
あ
り
、株
式
会
社
方
式

を
と
り
、株
主
に
な
る
華
族
諸
家
を
招

集
し
て
、岩
倉
自
身
が
、企
画
、概
要
を

説
明
し
て
い
る
。「
上
皇
族
よ
り
朝
野
の

別
な
く
一
般
人
民
の
同
心
協
力
に
よ
っ
て
、

全
国
一
条
の
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
と
す

る
」遠
大
な
構
想
で
あ
っ
た
。

第
一
次
計
画
が
東
京
か
ら
青
森
ま
で

結
ぶ
路
線
で
あ
り
、実
際
の
工
事
や
運

営
に
つ
い
て
は
す
で
に
新
橋
・
横
浜
間

の
鉄
道
や
京
都
・
大
阪
・
神
戸
の
鉄
道
を

開
通
さ
せ
て
、当
時
す
で
に
工
部
省
の

鉄
道
局
長
に
な
っ
て
い
た
井
上
勝（
旧

長
州
藩
士
、幕
末
英
国
へ
密
航
し
た
留

学
生
）の
監
督
指
導
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
で
あ
っ
た
。幹
部
人
材
は
官
に
よ
り

現
場
の
作
業
は
地
元
の
人
員
に
任
さ
れ

る
、い
わ
ば
官
民
共
同
の
大
仕
事
と

な
っ
た
。着
工
は
明
治
15
年
６
月
、18
年

に
は
宇
都
宮
ま
で
、20
年
に
は
仙
台
ま
で
、

24
年
に
は
青
森
ま
で
全
線
を
開
通
し
た
。

鉄
道
工
事
に
つ
い
て
は
当
初
は
お
雇
い

外
国
人
の
力
に
依
存
し
た
が
、井
上
は

早
急
に
各
種
の
技
術
者
を
育
成
し
、こ

の
路
線
の
工
事
に
関
し
て
は
す
で
に
日

本
人
技
術
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
責

任
を
負
っ
て
完
成
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
全
通
式
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
盛
大

に
行
わ
れ
、皇
族
、各
大
臣
以
下
、百
官

に
及
び
、松
方
総
理
の
祝
辞
の
あ
と
、井

上
は「
岩
倉
公
ノ
心
霊
ニ
告
ク
ル
ノ
辞
」

（
岩
倉
は
明
治
16
年
に
逝
去
）を
述
べ
た
。

地
方
産
業
の

開
発
に
活
躍

安
場
保
和
は
旧
熊
本
藩
士
で
、横
井

小
楠
の
門
下
生
と
な
り
四
天
王
と
い
わ

れ
、実
学
党
に
属
し
藩
論
を
佐
幕
か
ら

王
政
復
古
へ
と
変
え
た
。明
治
２
年
に

は
徴
士
と
な
り
新
政
府
の
参
与
と
な
る
。

そ
の
後
、胆
沢
県（
水
沢
）の
大
参
事
、酒

田
藩
大
参
事
、熊
本
藩
小
参
事
を
経
て
、

大
蔵
省
に
転
じ
租
税
権
頭
に
な
る
。

使
節
団
に
参
加
し
ワ
シ
ン
ト
ン
ま
で

は
行
っ
た
が
、「
わ
し
の
よ
う
な
歳
と
っ

た
も
の（
37
歳
）が
、貴
重
な
金
を
使
っ
て

旅
を
す
る
の
は
忍
び
な
い
」と
い
っ
て
、

古
武
士
的
硬
骨
漢
ぶ
り
を
発
揮
し
単
身

帰
国
し
て
し
ま
う
。

帰
国
後
は
福
島
県
の
県
令
と
な
り
、

以
後
、愛
知
、福
岡
の
県
令
を
重
ね
、地

域
の
開
明
化
に
挺
身
す
る
。安
場
の
目

に
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
開
拓
状
況
を
見

た
だ
け
で
も
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。そ
こ
で
痛
感
し
た
こ
と
は
、日

本
に
は
原
野
、荒
蕪
地
の
類
い
が
ま
だ

多
く
あ
り
、畑
作（
麦
、野
菜
、果
実
な

ど
）牧
畜（
馬
、牛
、羊
な
ど
）の
余
地
が

十
分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

福
島
県
に
は
す
で
に
猪
苗
代
湖
か
ら

水
を
ひ
き
灌
漑
設
備
を
整
備
し
て
農
地

化
し
よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
。

安
場
は
北
海
道
開
拓
に
情
熱
を
燃
や
し

て
い
た
中
條
正
恒（
米
沢
藩
士
、後
に
安

積
開
拓
の
父
と
よ
ば
れ
る
）を
県
の
典

事（
課
長
）に
据
え
、安
積
開
拓
事
業
を

具
体
化
す
る
よ
う
に
委
任
す
る
。安
場

と
中
條
は
す
で
に
地
元
で
進
め
ら
れ
て

い
た
大
槻
が
原
の
開
拓
を
本
格
化
し
、

福
島
の
二
本
松
藩
か
ら
の
開
拓
民
を
受

け
入
れ
、さ
ら
に
は
郡
山
の
富
商
の
出

資
を
仰
い
で
開
成
社
を
組
織
、県
と
共

同
で
の
事
業
を
始
め
る
。安
場
は
明
治

８
年
、愛
知
県
の
県
令
に
転
任
す
る
の

だ
が
、内
務
卿
の
大
久
保
利
通
が
、翌
年
、

明
治
天
皇
の
東
北
巡
行
の
下
見
に
こ
の

地
を
訪
れ
る
。中
條
は
こ
れ
を
好
機
と

大
久
保
の
宿
を
訪
ね
、県
の
事
業
と
し

て
大
槻
が
原
の
開
拓
が
成
功
し
た
こ
と

を
伝
え
、よ
り
大
規
模
な
安
積
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
熱
心
に
説
く
の
で
あ
る
。

大
久
保
は
猪
苗
代
湖
か
ら
水
を
ひ
く

壮
大
な
計
画
に
共
鳴
し
、そ
の
実
現
を
国

で
支
援
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。そ
し
て

明
治
11
年
３
月
、国
営
開
拓
第
一
号
と
し

て「
安
積
開
拓
」の
予
算
が
計
上
さ
れ
る

の
だ
。大
久
保
は
そ
の
２
か
月
後
に
凶

刃
に
倒
れ
る
が
、中
條
の
情
熱
と
大
久

保
の
遺
志
を
継
い
だ
内
務
卿
伊
藤
博
文

の
支
援
も
あ
っ
て
事
業
は
継
続
さ
れ
る
。

結
果
、オ
ラ
ン
ダ
か
ら
土
木
技
師

フ
ァ
ン・ド
ー
ル
ン
を
招
き
内
務
省
勧
農

局
の
土
木
技
師
山
田
寅
吉
や
南
一
郎
平

ら
の
尽
力
も
あ
り
、久
留
米
藩
を
は
じ
め

全
国
９
藩
か
ら
の
5
0
0
戸
2
0
0
0

人
の
入
植
、艱
難
辛
苦
の
末
に
、猪
苗
代

湖
か
ら
の
疎
水
1
2
7
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

が
３
年
で

か
い
さ
く

開
鑿
さ
れ
た
。そ
し
て
灌
漑

面
積
は
3
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ

広
大
な
農
地
が
誕
生
し
た
の
だ
。そ
の

所
要
労
働
力
は
85
万
人
だ
と
い
う
。

安
場
は
そ
の
後
、愛
知
県
さ
ら
に
は

福
岡
県
の
県
令
と
な
り
、九
州
鉄
道
、港

湾
施
設
な
ど
、公
共
施
設
や
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
。ま
た
、

根
室
〜
千
島
方
面
を
探
索
し
明
治
30
年
に

は
北
海
道
庁
の
長
官
に
も
な
っ
て
い
る
。

使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、安
場
の

他
に
も
七
つ
の
藩
の
県
令
を
務
め
た
内

海
忠
勝（
長
州
）や 

お
き 

も
り
か
た

沖
守
固（
鳥
取
）と
、

県
令
と
な
っ
て
地
方
の
開
発
に
尽
力
し

た
人
物
が
い
る
。当
時
は
と
く
に
公
共

イ
ン
フ
ラ
的
な
施
設
は
主
導
で
の
事
業

も
多
く
、半
官
半
民
の
経
営
が
多
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

石
炭
産
業
の

近
代
化
に
奮
闘

團
琢
磨
は
金
子
堅
太
郎
と
と
も
に
福

岡
藩
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
。明
治
４
年

当
時
14
歳
と
19
歳
だ
っ
た
。二
人
は
ボ
ス

ト
ン
へ
向
か
い
、英
語
を
習
う
う
ち
に

團
は
こ
れ
か
ら
は
産
業
が
大
事
で
あ
る

こ
と
を
知
り
鉱
山
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な

る
。金
子
は
法
律
が
大
事
だ
と
み
て

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
へ
進
む
。團
は
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
前
身
で
あ

る
鉱
山
専
門
学
校
へ
入
学
す
る
。ま
だ

小
規
模
で
後
に
鉱
山
学
の
第
一
人
者
に

な
る
リ
チ
ャ
ー
ド
教
授
か
ら
親
身
に
教

え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

帰
国
後
は
一
時
職
が
な
く
大
阪
専
門

学
校
や
東
京
帝
大
で
天
文
学
の
教
鞭
を

と
る
な
ど
し
て
い
た
が
、鉱
山
技
術
を

生
か
す
べ
く
工
部
省
に
志
願
し
、時
の

工
部
卿
の
佐
々
木
高
行
や
金
子
堅
太
郎

（
当
時
佐
々
木
の
秘
書
で
も
あ
っ
た
）の

配
慮
も
あ
り
入
省
、官
営
だ
っ
た
三
池

炭
鉱
へ
赴
任
す
る
。三
池
炭
鉱
は
埋
蔵

量
も
多
く
品
質
も
い
い
の
で
外
貨
稼
ぎ

の
花
形
だ
っ
た
が
、主
力
坑
が
湧
水
問

題
で
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
。

当
時
の
大
蔵
卿
松
方
正
義
は
外
貨
獲
得

の
た
め
に
も
石
炭
の
開
発
が
必
須
だ
と

み
て
そ
の
解
決
策
を
探
す
た
め
團
に
米

欧
へ
の
出
張
を
命
じ
る
の
だ
。明
治
20
年
、

團
は
勇
躍
し
て
渡
航
、米
英
欧
の
丹
念

な
調
査
の
結
果
、強
大
な
排
水
ポ
ン
プ
の

導
入
し
か
な
い
と
確
信
し
て
帰
国
す
る
。

し
か
し
、当
時
の
政
策
で
炭
鉱
は
三
井

へ
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

て
團
は
窮
地
に
陥
っ
た
。

し
か
し
、三
池
の
石
炭
を
一
手
に
販

売
し
て
い
た
三
井
物
産
の
益
田
孝
と
出

会
い
、話
を
す
る
う
ち
に
意
気
投
合
し
、

益
田
の
英
断
も
あ
っ
て
團
は
三
井
に
移

る
こ
と
を
条
件
に
巨
大
な
投
資
に
踏
み

切
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
と
き
二
人
は

失
敗
す
れ
ば
切
腹
覚
悟
だ
っ
た
と
の
決

心
を
披
歴
し
て
い
る
。そ
し
て
幾
多
の

難
関
を
乗
り
越
え
、「
士
魂
」で
切
り
抜

け
て
よ
う
や
く
成
功
に
導
く
の
だ
。こ
れ

を
契
機
に
、三
池
炭
鉱
は
三
井
の
ド
ル

箱
的
存
在
と
な
り
、事
業
は
鉄
道
や
港

湾
へ
の
投
資
と
な
り
、輸
出
産
業
と
し

て
も
重
要
な
担
い
手
と
な
る
。

そ
の
後
、團
は
三
井
鉱
山
の
社
長
か

ら
三
井
合
名
の
総
帥
と
な
り
、三
井
グ

ル
ー
プ
の
三
井
金
属
、石
炭
化
学
へ
と

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
化
を
推
進
す
る
。そ
し

て
日
本
工
業
倶
楽
部
を
創
立
し
て
会
長

と
な
り
、日
本
の
産
業
近
代
化
の
ト
ッ
プ

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
活
躍
す
る
の
で
あ

る
。し
か
し
、１
９
３
２（
昭
和
７
）年
３
月

５
日
、財
閥
の
横
行
が
民
を
苦
し
め
る

元
凶
だ
と
す
る
青
年
に
暗
殺
さ
れ
て
し

ま
う
。ま
こ
と
に
惜
し
ん
で
も
余
り
あ

る
こ
と
だ
が
、こ
の
種
の
事
件
は
歴
史

上
ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
人
間
の
業

の
深
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

岩
倉
使
節
団
が
遺
し
た
も
の

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家

泉 

三
郎

日
本
近
代
化
へ
の
懸
け
橋
5

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
壮
大
な
る
計
画

〜
産
業
近
代
化
を
牽
引
し
た
井
上
勝
＊

、安
場
保
和
、團
琢
磨
〜

や
す　
　

ば　
　

 

や
す　

 

か
ず

い
の　

  

う
え　

 

ま
さ
る

だ
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た
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ま
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殖
産
興
業
に
見
る

段
階
的
発
展

さ
て
、殖
産
興
業
と
は
何
か
、そ
の
経

過
は
ど
の
よ
う
に
辿
っ
た
か
を
こ
こ
で

一
覧
し
て
お
き
た
い
。

ペ
リ
ー
来
航
以
来
、有
識
者
の
間
で

は「
富
国
強
兵
」と「
殖
産
興
業
」は
共
通

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
り
、と
く
に
開
明

派
の
藩
主
を
も
つ
雄
藩
に
お
い
て
は
現

実
に
そ
の
政
策
が
実
行
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
最
も
先
進
的
な
事
例
が
薩
摩
に
お

け
る
島
津
斉
彬
の
開
化
策
で
あ
り
、近

代
様
式
工
場
群
の「
集
成
館
事
業
」に
見

ら
れ
る
。ま
た
、佐
賀
藩
の 

な
べ
し
ま  

か
ん
そ
う 

鍋
島
閑
叟
に

よ
る
製
鉄
や
蒸
気
機
関
の
製
作
な
ど
の

諸
施
策
だ
っ
た
。ま
た
土
佐
や
越
前
な

ど
の
目
覚
め
た
藩
で
は
、輸
出
品
と
な

る
生
糸
や
茶
の
生
産
、石
炭
の
開
発
、樟

脳
や
海
産
物
な
ど
の
生
産
が
奨
励
さ
れ

た
。し
か
し
、新
政
府
の
基
本
方
針
と
し

て
明
確
に
な
っ
た
の
は
、廃
藩
置
県
後

の
そ
れ
も
使
節
団
の
帰
国
後
で
あ
り
、

そ
の
顕
著
な
例
が
大
久
保
利
通
の
殖
産

興
業
に
関
す
る
建
言
だ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、ま
だ
お
題
目
で
あ

り
断
片
的
で
あ
っ
た
も
の
が
、統
一
国
家

の
方
針
と
し
て
整
理
さ
れ
計
画
性
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
。し
か
し
、西
南
戦
争

ま
で
は
士
族
の
反
乱
や
農
民
一
揆
な
ど

も
頻
発
し
て
政
治
的
な
安
定
が
得
ら
れ

ず
、そ
れ
も
散
発
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

経
済
評
論
家
の
高
橋
亀
吉
は
そ
の
も

よ
う
を
、『
日
本
近
代
経
済
形
成
史
』

（
昭
和
43
年
刊
）に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
維
新
後
の
殖
産
興
業
は
大
約
三
つ
の

段
階
を
経
て
、明
治
16
〜
18
年
期
に
至
り

よ
う
や
く
近
代
企
業
条
件
を
一
応
具
備

す
る
に
至
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
段
階
が
す
な
わ
ち
明
治
１
〜
10
年
期

で
あ
っ
て
、封
建
制
度
変
革
に
伴
う
旧

秩
序
の
破
壊
と
新
秩
序
建
設
の
過
渡
的

摩
擦
、混
乱
、不
安
動
揺
の
た
め
、殖
産

興
業
意
欲
が
朝
野
と
も
に
い
ま
だ
本
格

的
に
な
ら
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。

第
二
段
階
は
お
よ
そ
明
治
11
〜
15
年

期
で
あ
っ
て
西
南
戦
争
の
鎮
定
を
画
期

に
朝
野
と
も
に
殖
産
興
業
に
い
よ
い
よ

本
腰
を
入
れ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
。

第
三
段
階
は
お
よ
そ
明
治
16
〜
18
年
期

で
あ
っ
て
、近
代
企
業
台
頭
の
条
件
が

何
と
か
一
応
具
備
し
、先
駆
的
近
代
企

業
が
わ
が
経
済
の
檜
舞
台
に
登
場
し

は
じ
め
、そ
の
モ
デ
ル
的
役
割
を
、企
業

的
に
よ
う
や
く
演
じ
は
じ
め
た
時
期
で

あ
る
」

そ
し
て
、具
体
的
な
形
と
し
て
は
、第

一
は
在
来
の
産
業
、つ
ま
り
農
業
と
鉱
業

の
近
代
化
で
あ
り
、第
二
に
は
政
府
主
導

の
紡
糸
、製
紙
、セ
メ
ン
ト
、ガ
ラ
ス
、肥

料
な
ど
の
工
業
化
で
あ
り
、第
三
に
は
鉄

道
、道
路
、港
湾
な
ど
運
輸
交
通
の
整
備

で
あ
り
、第
四
に
は
銀
行
、保
険
な
ど
の

金
融
制
度
の
整
備
だ
と
い
え
る
。以
下
、

各
分
野
に
お
け
る
使
節
団
メ
ン
バ
ー
の

関
与
と
活
躍
ぶ
り
を
見
て
い
き
た
い
。

「
鉄
道
の
父
」と

呼
ば
れ
し
男

岩
倉
具
視
は
欧
州
各
国
で

王
室
の
在
り
方
と

は
ん
ぺ
い

藩
屛
と
な

る
貴
族
社
会
の
あ
り
方
を
見

て
き
た
。そ
し
て
、い
わ
ば「
華

族
の
棟
梁
」と
し
て
華
族
の
資

産
保
護
と
授
産
の
方
法
を
考

え
、二
つ
の
こ
と
を
主
唱
し
た
。

一
つ
は
公
家
と
大
名
か
ら
な

る
華
族
は
秩
禄
処
分
に
よ
る
金
禄
公
債

を
原
資
と
す
る
銀
行
の
設
立
で
あ
り
、

明
治
10
年
に
有
力
大
名
を
主
に
16
名
が

発
起
人
に
な
り
毛
利
元
徳
を
頭
取
と
す

る
第
十
五
国
立
銀
行
を
設
立
し
た
。そ

し
て
明
治
14
年
に
は
、も
う
一
つ
の
事
業

と
し
て
日
本
鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
を

行
う
の
で
あ
る
。そ
れ
は
東
京
か
ら
青

森
ま
で
の
鉄
道
敷
設
を
め
ざ
す
も
の
で

あ
り
、ア
イ
デ
ア
と
し
て
は
高
島
嘉
右

衛
門（
高
島
易
断
本
家
、事
業
家
）の
構

想
で
あ
っ
た
が
、開
明
派
の
公
家
や
大

名
が
集
ま
っ
て
第
十
五
国
立
銀
行
の
投

資
先
と
し
て
立
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
企
画
に
は
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー

だ
っ
た
、工
部
省
の  

ひ 

だ  

た
め
よ
し

肥
田
為
良
、大
蔵
省

の
安
場
保
和
、左
院
の
高
崎
正
風
、左
院

の
安
川
繁
成
、そ
れ
に
留
学
生
だ
っ
た

大
久
保
利
通
の
長
男
・
利
和
ら
が
参
加

し
て
い
る
。そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ

い
て
、高
橋
亀
吉
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る（『
日
本
近
代
経
済
形
成
史
』）。

「
明
治
14
年
１
月
、安
場
保
和
、中
村
弘

毅（
旧
土
佐
藩
士
、太
政
官
書
記
官
長
な

ど
、佐
々
木
高
行
に
近
い
）、高
崎
正
風
、

安
川
繁
成
の
四
人
が
鉄
道
敷
設
を
企
図

し
、岩
倉
具
視
邸
で
、鉄
道
会
社
条
例

案
・
利
益
保
証
法
案
を
具
し
た
建
議
書

を
作
成
し
た
」と
あ
り
、株
式
会
社
方
式

を
と
り
、株
主
に
な
る
華
族
諸
家
を
招

集
し
て
、岩
倉
自
身
が
、企
画
、概
要
を

説
明
し
て
い
る
。「
上
皇
族
よ
り
朝
野
の

別
な
く
一
般
人
民
の
同
心
協
力
に
よ
っ
て
、

全
国
一
条
の
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
と
す

る
」遠
大
な
構
想
で
あ
っ
た
。

第
一
次
計
画
が
東
京
か
ら
青
森
ま
で

結
ぶ
路
線
で
あ
り
、実
際
の
工
事
や
運

営
に
つ
い
て
は
す
で
に
新
橋
・
横
浜
間

の
鉄
道
や
京
都
・
大
阪
・
神
戸
の
鉄
道
を

開
通
さ
せ
て
、当
時
す
で
に
工
部
省
の

鉄
道
局
長
に
な
っ
て
い
た
井
上
勝（
旧

長
州
藩
士
、幕
末
英
国
へ
密
航
し
た
留

学
生
）の
監
督
指
導
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
で
あ
っ
た
。幹
部
人
材
は
官
に
よ
り

現
場
の
作
業
は
地
元
の
人
員
に
任
さ
れ

る
、い
わ
ば
官
民
共
同
の
大
仕
事
と

な
っ
た
。着
工
は
明
治
15
年
６
月
、18
年

に
は
宇
都
宮
ま
で
、20
年
に
は
仙
台
ま
で
、

24
年
に
は
青
森
ま
で
全
線
を
開
通
し
た
。

鉄
道
工
事
に
つ
い
て
は
当
初
は
お
雇
い

外
国
人
の
力
に
依
存
し
た
が
、井
上
は

早
急
に
各
種
の
技
術
者
を
育
成
し
、こ

の
路
線
の
工
事
に
関
し
て
は
す
で
に
日

本
人
技
術
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
責

任
を
負
っ
て
完
成
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
全
通
式
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
盛
大

に
行
わ
れ
、皇
族
、各
大
臣
以
下
、百
官

に
及
び
、松
方
総
理
の
祝
辞
の
あ
と
、井

上
は「
岩
倉
公
ノ
心
霊
ニ
告
ク
ル
ノ
辞
」

（
岩
倉
は
明
治
16
年
に
逝
去
）を
述
べ
た
。

地
方
産
業
の

開
発
に
活
躍

安
場
保
和
は
旧
熊
本
藩
士
で
、横
井

小
楠
の
門
下
生
と
な
り
四
天
王
と
い
わ

れ
、実
学
党
に
属
し
藩
論
を
佐
幕
か
ら

王
政
復
古
へ
と
変
え
た
。明
治
２
年
に

は
徴
士
と
な
り
新
政
府
の
参
与
と
な
る
。

そ
の
後
、胆
沢
県（
水
沢
）の
大
参
事
、酒

田
藩
大
参
事
、熊
本
藩
小
参
事
を
経
て
、

大
蔵
省
に
転
じ
租
税
権
頭
に
な
る
。

使
節
団
に
参
加
し
ワ
シ
ン
ト
ン
ま
で

は
行
っ
た
が
、「
わ
し
の
よ
う
な
歳
と
っ

た
も
の（
37
歳
）が
、貴
重
な
金
を
使
っ
て

旅
を
す
る
の
は
忍
び
な
い
」と
い
っ
て
、

古
武
士
的
硬
骨
漢
ぶ
り
を
発
揮
し
単
身

帰
国
し
て
し
ま
う
。

帰
国
後
は
福
島
県
の
県
令
と
な
り
、

以
後
、愛
知
、福
岡
の
県
令
を
重
ね
、地

域
の
開
明
化
に
挺
身
す
る
。安
場
の
目

に
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
開
拓
状
況
を
見

た
だ
け
で
も
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。そ
こ
で
痛
感
し
た
こ
と
は
、日

本
に
は
原
野
、荒
蕪
地
の
類
い
が
ま
だ

多
く
あ
り
、畑
作（
麦
、野
菜
、果
実
な

ど
）牧
畜（
馬
、牛
、羊
な
ど
）の
余
地
が

十
分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

福
島
県
に
は
す
で
に
猪
苗
代
湖
か
ら

水
を
ひ
き
灌
漑
設
備
を
整
備
し
て
農
地

化
し
よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
。

安
場
は
北
海
道
開
拓
に
情
熱
を
燃
や
し

て
い
た
中
條
正
恒（
米
沢
藩
士
、後
に
安

積
開
拓
の
父
と
よ
ば
れ
る
）を
県
の
典

事（
課
長
）に
据
え
、安
積
開
拓
事
業
を

具
体
化
す
る
よ
う
に
委
任
す
る
。安
場

と
中
條
は
す
で
に
地
元
で
進
め
ら
れ
て

い
た
大
槻
が
原
の
開
拓
を
本
格
化
し
、

福
島
の
二
本
松
藩
か
ら
の
開
拓
民
を
受

け
入
れ
、さ
ら
に
は
郡
山
の
富
商
の
出

資
を
仰
い
で
開
成
社
を
組
織
、県
と
共

同
で
の
事
業
を
始
め
る
。安
場
は
明
治

８
年
、愛
知
県
の
県
令
に
転
任
す
る
の

だ
が
、内
務
卿
の
大
久
保
利
通
が
、翌
年
、

明
治
天
皇
の
東
北
巡
行
の
下
見
に
こ
の

地
を
訪
れ
る
。中
條
は
こ
れ
を
好
機
と

大
久
保
の
宿
を
訪
ね
、県
の
事
業
と
し

て
大
槻
が
原
の
開
拓
が
成
功
し
た
こ
と

を
伝
え
、よ
り
大
規
模
な
安
積
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
熱
心
に
説
く
の
で
あ
る
。

大
久
保
は
猪
苗
代
湖
か
ら
水
を
ひ
く

壮
大
な
計
画
に
共
鳴
し
、そ
の
実
現
を
国

で
支
援
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。そ
し
て

明
治
11
年
３
月
、国
営
開
拓
第
一
号
と
し

て「
安
積
開
拓
」の
予
算
が
計
上
さ
れ
る

の
だ
。大
久
保
は
そ
の
２
か
月
後
に
凶

刃
に
倒
れ
る
が
、中
條
の
情
熱
と
大
久

保
の
遺
志
を
継
い
だ
内
務
卿
伊
藤
博
文

の
支
援
も
あ
っ
て
事
業
は
継
続
さ
れ
る
。

結
果
、オ
ラ
ン
ダ
か
ら
土
木
技
師

フ
ァ
ン・ド
ー
ル
ン
を
招
き
内
務
省
勧
農

局
の
土
木
技
師
山
田
寅
吉
や
南
一
郎
平

ら
の
尽
力
も
あ
り
、久
留
米
藩
を
は
じ
め

全
国
９
藩
か
ら
の
5
0
0
戸
2
0
0
0

人
の
入
植
、艱
難
辛
苦
の
末
に
、猪
苗
代

湖
か
ら
の
疎
水
1
2
7
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

が
３
年
で

か
い
さ
く

開
鑿
さ
れ
た
。そ
し
て
灌
漑

面
積
は
3
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ

広
大
な
農
地
が
誕
生
し
た
の
だ
。そ
の

所
要
労
働
力
は
85
万
人
だ
と
い
う
。

安
場
は
そ
の
後
、愛
知
県
さ
ら
に
は

福
岡
県
の
県
令
と
な
り
、九
州
鉄
道
、港

湾
施
設
な
ど
、公
共
施
設
や
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
。ま
た
、

根
室
〜
千
島
方
面
を
探
索
し
明
治
30
年
に

は
北
海
道
庁
の
長
官
に
も
な
っ
て
い
る
。

使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、安
場
の

他
に
も
七
つ
の
藩
の
県
令
を
務
め
た
内

海
忠
勝（
長
州
）や 

お
き 

も
り
か
た

沖
守
固（
鳥
取
）と
、

県
令
と
な
っ
て
地
方
の
開
発
に
尽
力
し

た
人
物
が
い
る
。当
時
は
と
く
に
公
共

イ
ン
フ
ラ
的
な
施
設
は
主
導
で
の
事
業

も
多
く
、半
官
半
民
の
経
営
が
多
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

石
炭
産
業
の

近
代
化
に
奮
闘

團
琢
磨
は
金
子
堅
太
郎
と
と
も
に
福

岡
藩
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
。明
治
４
年

当
時
14
歳
と
19
歳
だ
っ
た
。二
人
は
ボ
ス

ト
ン
へ
向
か
い
、英
語
を
習
う
う
ち
に

團
は
こ
れ
か
ら
は
産
業
が
大
事
で
あ
る

こ
と
を
知
り
鉱
山
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な

る
。金
子
は
法
律
が
大
事
だ
と
み
て

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
へ
進
む
。團
は
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
前
身
で
あ

る
鉱
山
専
門
学
校
へ
入
学
す
る
。ま
だ

小
規
模
で
後
に
鉱
山
学
の
第
一
人
者
に

な
る
リ
チ
ャ
ー
ド
教
授
か
ら
親
身
に
教

え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

帰
国
後
は
一
時
職
が
な
く
大
阪
専
門

学
校
や
東
京
帝
大
で
天
文
学
の
教
鞭
を

と
る
な
ど
し
て
い
た
が
、鉱
山
技
術
を

生
か
す
べ
く
工
部
省
に
志
願
し
、時
の

工
部
卿
の
佐
々
木
高
行
や
金
子
堅
太
郎

（
当
時
佐
々
木
の
秘
書
で
も
あ
っ
た
）の

配
慮
も
あ
り
入
省
、官
営
だ
っ
た
三
池

炭
鉱
へ
赴
任
す
る
。三
池
炭
鉱
は
埋
蔵

量
も
多
く
品
質
も
い
い
の
で
外
貨
稼
ぎ

の
花
形
だ
っ
た
が
、主
力
坑
が
湧
水
問

題
で
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
。

当
時
の
大
蔵
卿
松
方
正
義
は
外
貨
獲
得

の
た
め
に
も
石
炭
の
開
発
が
必
須
だ
と

み
て
そ
の
解
決
策
を
探
す
た
め
團
に
米

欧
へ
の
出
張
を
命
じ
る
の
だ
。明
治
20
年
、

團
は
勇
躍
し
て
渡
航
、米
英
欧
の
丹
念

な
調
査
の
結
果
、強
大
な
排
水
ポ
ン
プ
の

導
入
し
か
な
い
と
確
信
し
て
帰
国
す
る
。

し
か
し
、当
時
の
政
策
で
炭
鉱
は
三
井

へ
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

て
團
は
窮
地
に
陥
っ
た
。

し
か
し
、三
池
の
石
炭
を
一
手
に
販

売
し
て
い
た
三
井
物
産
の
益
田
孝
と
出

会
い
、話
を
す
る
う
ち
に
意
気
投
合
し
、

益
田
の
英
断
も
あ
っ
て
團
は
三
井
に
移

る
こ
と
を
条
件
に
巨
大
な
投
資
に
踏
み

切
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
と
き
二
人
は

失
敗
す
れ
ば
切
腹
覚
悟
だ
っ
た
と
の
決

心
を
披
歴
し
て
い
る
。そ
し
て
幾
多
の

難
関
を
乗
り
越
え
、「
士
魂
」で
切
り
抜

け
て
よ
う
や
く
成
功
に
導
く
の
だ
。こ
れ

を
契
機
に
、三
池
炭
鉱
は
三
井
の
ド
ル

箱
的
存
在
と
な
り
、事
業
は
鉄
道
や
港

湾
へ
の
投
資
と
な
り
、輸
出
産
業
と
し

て
も
重
要
な
担
い
手
と
な
る
。

そ
の
後
、團
は
三
井
鉱
山
の
社
長
か

ら
三
井
合
名
の
総
帥
と
な
り
、三
井
グ

ル
ー
プ
の
三
井
金
属
、石
炭
化
学
へ
と

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
化
を
推
進
す
る
。そ
し

て
日
本
工
業
倶
楽
部
を
創
立
し
て
会
長

と
な
り
、日
本
の
産
業
近
代
化
の
ト
ッ
プ

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
活
躍
す
る
の
で
あ

る
。し
か
し
、１
９
３
２（
昭
和
７
）年
３
月

５
日
、財
閥
の
横
行
が
民
を
苦
し
め
る

元
凶
だ
と
す
る
青
年
に
暗
殺
さ
れ
て
し

ま
う
。ま
こ
と
に
惜
し
ん
で
も
余
り
あ

る
こ
と
だ
が
、こ
の
種
の
事
件
は
歴
史

上
ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
人
間
の
業

の
深
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

安積疎水事業の一環としてつくられた
十六橋水門　写真提供／郡山市

三池炭鉱の主力坑として稼働した宮原坑
写真提供／大牟田市
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