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を
起
し
た
と
い
ふ
。「
国
産
奨
励
」
に
こ
だ

は
る
こ
と
で
、
人
々
へ
の
裨
益
を
大
き
く
し

て
、
ひ
い
て
は
日
本
の
も
の
づ
く
り
や
事
業

の
品
質
向
上
に
つ
な
げ
た
い
と
考
へ
た
の
で

は
な
い
か
。
さ
ら
に
会
社
経
営
の
み
な
ら
ず
、

経
済
団
体
の
活
動
、
各
種
福
祉
・
医
療
事

業
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
教
育
活
動
、
関
東

大
震
災
後
の
復
興
支
援
な
ど
に
も
尽
力
し

て
ゐ
る
。

近
年
、
も
の
づ
く
り
や
経
済
活
動
の
分

野
で
、
日
本
の
地
盤
沈
下
が
指
摘
さ
れ
て

ゐ
る
。
欧
米
諸
国
に
負
け
な
い
商
工
業
の

発
展
を
願
っ
た
渋
沢
栄
一の
生
き
方
の
中
に
、

日
本
経
済
再
生
の
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
の
で
あ
る
。

来
る
十
一月
二
十
一日
（
日
）
に
は
、
葛
西

敬
之
先
生
（
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
名
誉

会
長
）
を
お
迎
へ
し
て
第
三
十
三
回
国
民
文

化
講
座
が
開
催
さ
れ
る
（
本
号
の
折
込
み
に

詳
細
を
記
載
）。
先
生
は
平
成
十
九
年
の
講

座
に
続
く
二
度
目
の
ご
出
講
だ
が
、
そ
の
際
、

「
Ｊ
Ｒ
東
海
の
帽
章
は
、
桐
に
動
輪
が
乗
っ

て
ゐ
る
国
鉄
時
代
そ
の
ま
ま
の
デ
ザ
イ
ン
で

あ
る
。
国
を
支
へ
て
き
た
日
本
国
有
鉄
道

の
使
命
を
忘
れ
な
い
や
う
に
と
考
へ
た
か
ら

で
あ
る
」
旨
を
述
べ
ら
れ
た
。
国
家
の
た
め

に
尽
し
た
渋
沢
栄
一の
志
と
も
通
底
す
る
も

の
が
あ
る
と
思
ふ
。
さ
ら
に
十
一
月
の
ご
講

演
で
は
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
国
の
進
路
、

日
本
人
と
し
て
の
生
き
方
が
語
ら
れ
る
こ
と

と
思
は
れ
る
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
ゐ
る
。 

（
一
般
社
団
法
人 

日
本
港
運
協
会
）

の
時
に
明
治
政
府
大
蔵
省
総
務
局
長
の
要

職
を
辞
し
て
実
業
界
に
転
じ
た
理
由
、
日
本

の
名
立
た
る
企
業
五
百
社
以
上
を
設
立
し

て
経
営
に
携
っ
た
経
験
、『
論
語
』
や
『
孟

子
』
の
言
葉
に
学
ん
で
得
た
信
条
な
ど
が

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
記
さ
れ
て
ゐ

る
。「
欧
米
諸
邦
が
当
時
の
ご
と
き
隆
昌
を

致
し
た
の
は
、
全
く
商
工
業
の
発
達
し
て
い

る
所
以
で
あ
る
。
日
本
も
現
状
の
ま
ま
を

維
持
す
る
だ
け
で
は
、
い
つ
の
日
か
彼
ら
と

比
肩
し
得
る
の
時
代
が
来
よ
う
か
。
国
家
の

た
め
に
商
工
業
の
発
展
を
図
り
た
い
、
と
い

う
考
え
が
起
こって
、
こ
こ
に
初
め
て
実
業
界

の
人
に
な
ろ
う
と
決
心
が
つ
い
た
」
と
立
志

の
時
を
振
り
返
っ
て
ゐ
る
。
パ
リ
で
株
式
会

社
の
仕
組
み
を
知
り
鉄
道
を
見
た
経
験
が
、

官
職
を
擲な

げ
う
って
商
工
業
発
展
に
努
め
る
こ
と

を
決
心
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
幕
末
、
世
の
た

め
に
と
考
へ
詰
め
て
横
浜
の
外
国
人
居
留
地

焼
き
討
ち
ま
で
計
画
し
た
と
い
ふ
若
き
日
の

気
概
に
通
じ
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

実
業
に
取
り
組
む
上
で
の
信
条
に
つ
い

て
、
著
書
に
は
、
孔
子
の
「
仁
者
は
己
れ

立
た
ん
と
欲
し
て
ま
づ
人
を
立
て
、
己
れ
達

せ
ん
と
欲
し
て
ま
づ
人
を
達
す
」
の
言
を
引

い
て
「
君
子
人
の
行
い
の
順
序
は
、
か
く
あ

る
べ
き
も
の
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
己
れ
よ

り
人
の
こ
と
に
ま
づ
心
を
働
か
せ
る
こ
と
を

大
切
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
国
産
奨

励
」
に
努
め
て
、
外
国
の
産
品
を
用
ゐ
る

場
合
も
、
厳
選
し
た
小
麦
、
綿
花
を
輸
入

し
て
我
が
国
に
適
す
る
麦
酒
業
、
紡
績
業

沢
栄
一は
、
外
国
船
の
来
航
と
い
ふ
時
代
状

況
の
中
で
、
国
事
（
尊
皇
攘
夷
の
思
想
）
に

目
覚
め
て
儒
学
や
剣
術
を
学
ん
で
江
戸
に

出
る
。
や
が
て一
橋
慶
喜
（
の
ち
の
十
五
代
将

軍
）
の
家
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
る
。
慶
応

三
年
（
一八
六
七
）
に
は
、
パ
リ
の
万
国
博
覧

会
に
徳
川
将
軍
の
名
代
と
し
て
赴
く
徳
川

昭
武
の
随
員
に
加
は
っ
て
渡
仏
し
、
欧
州
の

科
学
技
術
や
産
業
の
発
展
状
況
を
目
の
当

り
に
す
る
。

日
曜
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を

衝
く
」
で
は
、
激
動
す
る
時
代
の
中
で
懸

命
に
生
き
る
渋
沢
の
姿
が
演
じ
ら
れ
て
を

り
、
毎
週
楽
し
み
に
視
聴
し
て
ゐ
る
。

さ
う
し
た
中
で
、
農
家
に
生
れ
て
、
そ

し
て
国
事
に
目
覚
め
た
渋
沢
が
、
明
治
維

新
後
、
な
ぜ
実
業
家
を
志
し
た
の
か
と
い
ふ

素
朴
な
疑
問
を
覚
え
た
。
そ
こ
で
主
著
の

ひ
と
つ
で
あ
る
『
論
語
と
算
盤
』
を
繙ひ

も
とい

て

み
た
。
こ
れ
は
大
正
五
年
、
七
十
六
歳
の

時
の
著
作
で
あ
る
。

こ
の
書
に
は
、
明
治
六
年
、
三
十
三
歳

本
会
主
催
の
第
六
十
六
回
全
国
学
生
青

年
合
宿
教
室
《
主
会
場
》
は
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
で
僅
か
「
一日

の
日
帰
り
」
で
は
あ
っ
た
が
、
八
月
二
十
八

日
（
土
）、
招
聘
講
師
に
評
論
家
・
江
崎

道
朗
先
生
を
お
迎
へ
し
て
、
東
京
都
渋
谷

区
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン

タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
先
人
の
歩
み
に
思
ひ

を
馳
せ
つつ
「
日
本
人
と
し
て
の
生
き
方
や

わ
が
国
の
あ
り
方
」
な
ど
を
学
ん
だ
。
本

号
の
二
頁
か
ら
五
頁
に
、《
関
西
会
場
》
と

併
せ
て
、
研
修
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
、
お
読
み
願
ひ
た
い
。

    　
　

  

○

さ
て
、
令
和
六
年
か
ら
使
用
さ
れ
る

「
渋
沢
栄
一
」
肖
像
の
新
一
万
円
の
印
刷
が
、

九
月
一日
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
新
紙
幣
の

「
顔
」
で
あ
る
渋
沢
栄
一に
つ
い
て
思
ふ
と
こ

ろ
を
少
し
述
べ
て
見
た
い
。

天
保
十
一
年
（
一八
四
〇
）、
藍あ
ゐ

玉だ
ま

（
染
料
）

づ
く
り
の
農
家
の
嫡
男
と
し
て
、
武
蔵
国

血
洗
島
村
（
深
谷
市
の
一
部
）
に
生
れ
た
渋

  『
論
語
と
算
盤
』（
渋
沢
栄
一
著
）
を
読
ん
で

　
　—

そ
の
生
き
方
に
、日
本
経
済
再
生
の
鍵
が
あ
る—
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