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司
会
：
今
回
は
、
総
ま
と
め
と
し
て
ロ
シ
ア

革
命
後
の
１
９
２
０
年
７
月
に
追
記
し
た

「
フ
ラ
ン
ス
語
版
お
よ
び
ド
イ
ツ
語
版
へ
の

序
言
」（
15
～
23
頁
）
を
学
習
し
ま
す
。

レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
』
論
を
学
び
、
日

本
帝
国
主
義
の
歴
史
的
意
義
を
学
び
ま
す
。 

レ
ポ
ー
タ
ー
は
、
東
京
北
部
県
協
事
務
局

長
の
宮
田
光
市
さ
ん
で
す
。 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

  

帝
国
主
義
戦
争
の
不
可
避
性 

 

宮
田
：
レ
ー
ニ
ン
が
強
調
し
て
い
る
ポ
イ
ン

ト
か
ら
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 

レ
ー
ニ
ン
は
、
１
８
７
３
年
、
世
界
大
不 

       況
以
後
の
資
本
主
義
諸
国
の
変
化
と
そ
れ
に

伴
う
植
民
地
支
配
を
分
析
し
、
世
界
戦
争
の

不
可
避
性
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

『
帝
国
主
義
』
論
の
任
務
は
、
レ
ー
ニ
ン
自

ら
が
述
べ
た
と
お
り
、
20
世
紀
初
頭
す
な

わ
ち
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
に
お
け
る
世
界

資
本
主
義
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
し
た
。 

「
１
９
１
４
年
～
１
９
１
８
年
の
戦
争
が
、

ど
ち
ら
か
側
か
ら
み
て
も
帝
国
主
義
戦
争

（
す
な
わ
ち
、
侵
略
的
、
略
奪
的
、
強
盗
的

な
戦
争
）
で
あ
り
、
世
界
の
分
け
ど
り
の
た

め
の
、
植
民
地
や
金
融
資
本
の
『
勢
力
範
囲
』

等
々
の
分
割
と
の
た
め
の
戦
争
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」（
16
頁
）
こ
と
が
証
明 

    

さ
れ
た
と
述
べ
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
性
格

を
す
で
に
帝
国
主
義
戦
争
と
し
て
捉
え
て
い

ま
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
「
唯
一

の
正
し
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
現
在
の
帝
国
主
義
戦
争
の
内
乱
へ
の
転

化
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
１
９
１

２
年
の
バ
ー
ゼ
ル
宣
言
の
路
線
つ
ま
り
「
国

際
社
会
主
義
運
動
」
を
さ
ら
に
強
化
し
よ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
現
実
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃

発
す
る
と
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
指
導
す
る
ド
イ

ツ
社
民
党
は
、
軍
事
予
算
を
支
持
し
、
イ
ギ

リ
ス
労
働
党
は
戦
時
連
合
内
閣
へ
入
閣
し
ま

し
た
。
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
主
流

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
を
放
棄
し
、

祖
国
防
衛
の
社
会
排
外
主
義
へ
と
傾
斜
し
組

織
は
崩
壊
し
ま
し
た
。
レ
ー
ニ
ン
が
執
筆
し
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た
動
機
は
、
何
よ
り
も
こ
の
社
会
排
外
主
義

者
と
の
理
論
闘
争
に
あ
っ
た
の
で
す
。
ド
イ

ツ
社
会
民
主
党
中
央
派
の
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
超

帝
国
主
義
論
が
そ
の
中
心
課
題
を
な
し
て
い

ま
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
宣
言
に
対
す
る
各
国

社
会
主
義
政
党
指
導
者
の
裏
切
り
に
対
し

「
こ
の
宣
言
は
、
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
の
英
雄
た
ち
の
不
名
誉
極
ま
る
完
全
な
破

産
、
そ
の
完
全
な
変
節
を
暴
露
す
る
記
念
碑

と
し
て
残
っ
て
い
る
」（
19
頁
）
と
弾
劾
し
、

反
階
級
的
裏
切
り
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

本
書
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
世
界
史
的
認
識
お
よ

び
革
命
思
想
と
ま
っ
た
く
不
可
分
な
も
の
と

し
て
創
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。 

  

戦
争
に
反
対
す
る
使
命
が
あ
る 

 

司
会
：
宮
田
さ
ん
、
レ
ポ
ー
ト
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
前
号
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
ロ
シ
ア
帝

国
主
義
と
ア
メ
リ
カ
を
盟
主
と
す
る
欧
州
帝

国
主
義
と
の
帝
国
主
義
戦
争
と
捉
え
て
い
ま

す
。
レ
ー
ニ
ン
は
「
帝
国
主
義
戦
争
を
内
乱

へ
転
化
せ
よ
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
ど
う
考

え
ま
す
か
？ 

槍
崎
：
自
民
・
公
明
両
党
は
、
反
撃
能
力
の

保
有
に
つ
い
て
合
意
し
、
日
本
国
政
府
は
、

昨
年
12
月
16
日
に
臨
時
閣
議
で
『
安
保
関

連
３
文
書
』（
国
家
安
全
保
障
戦
略
・
防
衛

計
画
の
大
綱
・
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
）
を

決
定
し
ま
し
た
。
国
会
審
議
を
せ
ず
に
、
戦

争
で
き
る
国
づ
く
り
か
ら
「
戦
争
す
る
国
づ

く
り
」
へ
大
き
な
転
換
だ
と
思
い
ま
す
。 

岸
田
首
相
は
23
年
度
か
ら
５
年
間
の
防

衛
費
総
額
を
43
兆
円
と
す
る
よ
う
指
示
し

ま
し
た
。
ま
さ
に
憲
法
前
文
や
９
条
を
か
な

ぐ
り
捨
て
た
大
軍
拡
に
暴
走
し
始
め
て
る
と

ロシア革命の時に蜂起した労働者たち 

安全保障関連３文書改定に反対するデモ参加者＝

2022.12.16午前、東京・永田町 
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し
か
思
え
ま
せ
ん
。 

高
原
：
で
も
世
論
は
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
や
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
な

ど
か
ら
、「
抑
止
力
」
を
高
め
な
け
れ
ば
、

と
い
う
意
見
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
非
武
装
中
立
」
な
ん
て
現
実
的
で
は
な
い

と
言
わ
れ
る
。 

高
井
：「
戦
争
を
内
乱
に
転
化
せ
よ
」
と
い

う
の
は
、
ロ
シ
ア
人
民
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
民

が
戦
争
反
対
の
声
を
あ
げ
行
動
す
る
こ
と
だ

と
思
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
な
っ
て
い
な

い
。
戦
前
の
日
本
も
そ
う
だ
っ
た
け
ど
「
祖

国
防
衛
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
太
刀
打
ち
で
き

て
い
な
い
。 

宮
田
：
戦
争
は
資
本
が
利
益
を
拡
大
す
る
た

め
に
行
う
も
の
で
す
。「
労
働
者
が
戦
場
へ

か
り
出
さ
れ
お
互
い
殺
し
合
い
、
他
国
へ
の

侵
略
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
だ
か
ら
労

働
者
階
級
は
、
他
国
の
戦
争
に
も
自
国
の
戦

争
に
も
反
対
す
る
使
命
が
あ
る
と
思
う
。

「
武
力
で
平
和
は
守
れ
な
い
」
と
声
を
あ
げ

る
し
か
な
い
。 

 

日
和
見
主
義
と
の
闘
争
は
不
可
分 

 

司
会
：
次
に
レ
ー
ニ
ン
は
、
第
二
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
第
八
章
『
寄
生
性
と
資
本
主
義
の
腐

朽
化
』
の
項
で
、
日
和
見
主
義
、
修
正
主
義

の
発
生
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。 

引
続
き
レ
ポ
ー
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。 

宮
田
：「
全
労
働
運
動
の
国
際
的
分
裂
は
、

今
や
す
で
に
完
全
に
明
る
み
に
出
さ
れ
た

（
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
第
三
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）。
ま
た
二
つ
の
潮
流
の

あ
い
だ
の
武
力
闘
争
と
内
戦
の
事
実
も
明
る

み
に
出
さ
れ
た
。・
・
・
こ
の
世
界
史
的
現

象
の
経
済
的
基
礎
は
ど
こ
に
あ
る
か
？
」

（
21
頁
） 

「
そ
れ
は
ま
さ
に
、
資
本
主
義
の
最
高
の
歴

史
的
段
階
す
な
わ
ち
帝
国
主
義
に
特
有
な
、

寄
生
性
と
資
本
主
義
の
腐
朽
化
の
う
ち
に
あ

る
」（
22
頁
）
と
い
っ
て
い
ま
す
が
ど
う
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

つ
ま
り
、
独
占
が
も
た
ら
す
巨
額
の
超
過

利
潤
の
う
ち
か
ら
労
働
者
の
指
導
者
た
ち
と

労
働
貴
族
の
上
層
部
と
を
買
収
で
き
る
の
は

明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
資
本
家
ど
も

は
買
収
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

最
後
に
「
こ
の
現
象
の
経
済
的
根
源
を
理

解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
ま
た
そ
の
政
治
的

お
よ
び
社
会
的
意
義
を
評
価
す
る
こ
と
な
し

に
は
、
共
産
主
義
運
動
お
よ
び
き
た
る
べ
き

社
会
革
命
の
実
践
的
諸
任
務
の
解
決
と
い
う

面
で
、
一
歩
も
前
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（
23
頁
）
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。 

 

社
会
主
義
の
必
然
性
、
間
違
い
で
は
な
い 

  

マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
資
本
主
義

の
発
展
は
、
一
方
に
お
け
る
貧
困
の
蓄
積
、

労
働
者
階
級
の
抵
抗
の
増
大
、
窮
乏
化
法
則

の
貫
徹
、
作
用
と
反
作
用
に
よ
る
階
級
闘
争

の
激
化
と
社
会
主
義
の
必
然
性
が
あ
る
こ
と

は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
革
命
は
マ
ル
ク
ス
が
考
え
た
よ

う
に
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が

想
定
し
た
先
進
資
本
主
義
国
で
の
労
働
者
階
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級
に
よ
る
革
命
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の

「
最
も
弱
い
環
」
で
あ
る
遅
れ
た
資
本
主
義

国
ロ
シ
ア
に
お
い
て
革
命
は
切
り
拓
か
れ
ま

し
た
。 

そ
の
原
因
は
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
、
レ

ー
ニ
ン
が
そ
れ
を
引
用
し
て
日
和
見
主
義
と

の
闘
い
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
と
お
り
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
労
働
貴
族
化
に
よ

る
右
傾
化
・
体
制
内
化
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
傾
向
は
、
そ
の
後
勃
興
し
て
き
た
ド

イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
な
ど
す
べ
て
の
先

進
資
本
主
義
国
の
労
働
運
動
、
社
会
主
義
運

動
内
で
常
態
化
し
て
し
ま
い
、
社
会
主
義
政

党
が
こ
れ
を
打
ち
破
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

日
本
資
本
主
義
の
発
生
・
発
展 

 

日
本
は
、
明
治
維
新
（
１
８
６
８
年
）
を

経
て
資
本
主
義
を
歩
み
始
め
ま
す
。
す
で
に

欧
米
諸
国
は
資
本
主
義
を
確
立
し
、
漸
次
帝

国
主
義
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
海
外
に
市
場

を
求
め
て
い
る
時
代
で
し
た
。
遅
れ
て
出
発

し
た
日
本
資
本
主
義
は
植
民
地
化
の
難
を
逃

れ
る
た
め
に
、
大
急
ぎ
で
資
本
蓄
積
を
進
め

欧
米
列
強
の
仲
間
入
り
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

明
治
政
府
は
、
天
皇
制
の
確
立
と
富
国
強

兵
・
殖
産
興
業
を
国
是
と
し
ひ
た
走
り
続
け

ま
し
た
。
工
業
生
産
の
中
心
と
な
っ
た
の
は

紡
績
、
製
糸
、
綿
布
業
等
の
軽
工
業
で
、
多

く
の
労
働
者
を
必
要
と
す
る
重
工
業
の
発
達

は
貧
弱
な
も
の
で
し
た
。
労
働
者
と
は
封
建

時
代
の
農
民
が
土
地
を
追
わ
れ
て
な
る
も
の

で
す
が
、
日
本
産
業
の
未
発
達
か
ら
労
働
者

に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
高
額
小
作
料
を
地

群馬県 富岡製糸場 

静岡県 韮山反射炉 
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主
に
払
っ
て
、
農
村
に
へ
ば
り
つ
く
寄
生
地

主
制
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
寄
生
地
主
制

は
そ
の
後
一
貫
し
て
、
日
本
の
労
働
者
の
自

立
、
階
級
化
を
妨
げ
た
の
で
す
。 

 

明
治
初
期
の
主
力
産
業
で
あ
る
製
糸
業
の

女
工
の
賃
金
は
安
く
、
労
働
者
一
般
の
賃
金

も
低
く
お
さ
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が

生
産
物
の
国
内
需
要
を
引
き
下
げ
、
外
需
に

依
存
す
る
よ
り
道
は
な
く
、
軍
事
力
を
も
っ

て
の
海
外
侵
略
に
走
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。
日
本
資
本
主
義
は
独
占
資
本
主
義

の
成
立
以
前
か
ら
朝
鮮
、
台
湾
を
皮
切
り
に

近
隣
ア
ジ
ア
の
侵
略
に
踏
み
だ
し
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
い
び
つ
な
構
造
を
も
ち
な
が

ら
も
、
日
本
資
本
主
義
は
そ
の
運
動
を
貫
き

１
９
０
７
年
か
ら
１
９
１
５
年
ま
で
の
長
期

不
況
で
独
占
を
形
成
し
、
帝
国
主
義
段
階
に

突
入
し
て
ゆ
き
ま
す
。
狭
隘
な
国
内
市
場
と

強
烈
な
対
外
志
向
と
い
う
日
本
帝
国
主
義
の

特
質
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。 

 

戦
後
、
日
本
帝
国
主
義
は
１
９
７
０
年
代

か
ら
急
激
に
資
本
輸
出
を
増
や
し
、
そ
の
超

過
利
潤
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
る
労
働
貴
族

化
、
労
組
幹
部
の
買
収
が
進
み
労
働
運
動
は

右
傾
化
を
強
め
て
き
ま
し
た
。
１
９
８
０
年

代
は
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」

と
い
わ
れ
る
絶
頂
期
で
し
た
が
、
バ
ブ
ル
経

済
が
は
じ
け
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
進
展
し
、

大
競
争
時
代
に
突
入
し
、
90
年
代
以
降
日

本
経
済
は
停
滞
か
ら
衰
退
の
過
程
を
た
ど
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

レ
ー
ニ
ン
は
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
を

繰
り
返
し
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
帝

国
主
義
は
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  

坂
牛
哲
郎
前
労
大
学
長
の
提
起 

  

再
建
労
大
の
学
長
に
就
任
し
た
（
前
）
坂

牛
哲
郎
氏
が
執
筆
し
た
記
念
出
版
『
社
会
を

変
え
る
、
自
分
を
変
え
る
』
で
以
下
の
よ
う

に
要
約
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
資
本
主
義
の
発
展
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
自
動
崩
壊
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
す

で
に
死
滅
し
つ
つ
あ
り
、
社
会
主
義
に
移
行

す
る
以
外
に
腐
朽
化
、
寄
生
性
を
と
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
社
会
主
義
へ
の
物
的
土

台
は
で
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働

者
階
級
の
結
集
し
た
階
級
闘
争
以
外
に
、
資

本
主
義
は
社
会
主
義
に
道
を
ゆ
ず
ら
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
帝
国
主
義
は
、
そ
の
独
占

利
潤
の
分
け
前
に
よ
り
、
労
働
者
の
一
部
を

己
の
側
に
ひ
き
つ
け
る
。 

 

ま
さ
に
日
本
の
現
状
そ
の
ま
ま
で
は
な
い

か
。
た
だ
ち
が
う
の
は
日
本
で
は
労
働
者
階

級
の
一
部
で
は
な
く
、
大
多
数
が
ブ
ル
ジ
ョ

ア
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
汚
染
さ
れ
、
資
本
の
側

に
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
独
占
利
潤
の
お
こ
ぼ
れ
も
、
い
ま
や
す

べ
て
剥
奪
さ
れ
、
大
量
首
切
り
の
嵐
の
中
で
、

生
活
を
根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
で
あ
る
。 

『
連
合
』
を
み
る
が
よ
い
。
こ
の
組
合
は
、

今
や
大
量
首
切
り
、
合
理
化
に
直
撃
さ
れ
、

組
合
員
は
年
々
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

き
ょ
う
あ
い 
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ら
ず
、
そ
の
指
導
部
は
、
口
で
は
組
合
員
の

た
め
と
称
し
な
が
ら
、
巨
大
多
国
籍
資
本
の

立
場
に
た
ち
、
こ
の
凄
ま
じ
い
攻
撃
と
も
た

た
か
お
う
と
も
し
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の

社
会
排
外
主
義
指
導
部
に
対
し
て
、
彼
ら
を

孤
立
さ
せ
、
追
放
す
る
と
い
う
内
部
か
ら
の

た
た
か
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
こ
が
レ
ー

ニ
ン
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
世
界
の
労

働
者
闘
争
と
も
は
っ
き
り
違
う
点
で
あ
る
」

と
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
帝
国
主
義
と
の
闘
争
は
、
そ
れ
が
日
和
見

主
義
に
た
い
す
る
闘
争
と
不
可
分
に
結
び
つ

い
て
い
な
い
な
ら
ば
、
一
つ
の
空
疎
で
虚
偽

な
空
文
句
に
す
ぎ
な
い
」（
２
０
３
頁
）。 

だ
か
ら
こ
そ
レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
『
帝
国

主
義
』
論
で
多
く
の
部
分
を
カ
ウ
ツ
キ
ー
批

判
と
そ
れ
と
の
闘
い
に
あ
て
た
の
で
す
。 

 
 

連
合
労
働
運
動
を
食
い
破
ろ
う 

 

司
会
：
私
た
ち
の
階
級
闘
争
の
命
題
も
だ
い

ぶ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
皆
さ
ん

か
ら
質
問
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

槍
崎
：
寄
生
地
主
制
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

詳
し
く
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

宮
田
：
明
治
政
府
に
よ
り
秩
禄
処
分
、
地
租

改
正
に
よ
り
封
建
体
制
は
一
掃
さ
れ
ま
し
た

が
、
残
っ
た
の
は
寄
生
地
主
制
で
し
た
。
地

主
が
所
有
地
の
大
部
分
を
多
く
の
小
作
農
民

に
貸
し
付
け
、
高
額
な
小
作
料
を
徴
収
す
る

農
業
の
形
態
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

農
地
改
革
ま
で
、
日
本
農
業
の
基
本
的
な
生

産
関
係
を
な
し
て
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生

産
の
発
展
を
阻
害
し
、
地
主
・
小
作
人
の
間

の
半
封
建
的
身
分
関
係
を
残
し
、
日
本
資
本

主
義
の
発
達
を
遅
ら
せ
ま
し
た
。 

高
井
：「
日
本
資
本
主
義
の
い
び
つ
な
構
造
」

と
あ
り
ま
す
が
ど
う
ゆ
う
こ
と
で
す
か
。 

宮
田
：
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
展
開
し

て
い
る
資
本
主
義
の
発
達
は
、
重
化
学
工
業

を
主
力
と
す
る
大
工
場
生
産
で
す
。
そ
れ
に

比
べ
日
本
の
主
力
産
業
は
製
糸
産
業
で
し
た
。

生
糸
、
綿
布
を
輸
出
し
工
業
用
品
を
輸
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
の
で
す
。

重
化
学
工
業
は
貧
弱
な
も
の
で
し
た
。
１
９

１
０
年
、
職
工
数
５
人
以
上
の
工
場
は
、

軽
工
業
が
80
％
を
占
め
産
業
構
造
は
い
び

つ
な
も
の
で
し
た
。 

高
原
：『
連
合
』
労
働
運
動
の
弱
点
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
で
す
か
？ 

宮
田
：
生
産
性
基
準
原
理
に
縛
ら
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
賃
上
げ
は
生
産
性
の
範
囲
内
に

抑
え
、
労
使
一
体
で
企
業
を
守
り
、
雇
用
を

確
保
す
る
と
い
う
内
容
で
す
。
で
す
か
ら
労

使
交
渉
に
お
い
て
も
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
行
使

し
ま
せ
ん
。 

 

連
合
幹
部
の
言
う
「
労
働
者
の
た
め
に
」

と
は
詭
弁
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

次
回
は
、
全
12
回
の
締
め
く
く
り
で
す
。

高
井
豊
治
東
京
西
部
県
協
専
従
か
ら
、
現
代

の
日
本
帝
国
主
義
「
新
自
由
主
義
の
局
面
」

の
特
徴
点
と
私
た
ち
の
課
題
を
提
起
い
た
だ

き
、
皆
さ
ん
で
討
論
し
ま
す
。 

 

乞
う
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 


