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も
の
づ
く
り
日
本
の

現
状

　

２
０
０
８
年
９
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
り
、
世
界
経
済
及
び
製
造
業
は
、

急
速
な
落
ち
込
み
か
ら
、
ま
だ
回
復
し
き

れ
て
お
ら
ず
、
我
が
国
の
製
造
業
も
大
き

な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
要
因

が
、
日
本
国
内
生
産
の
３
～
４
割
近
く
を

輸
出
が
占
め
る
、
先
進
諸
国
の
中
で
も
突

出
し
た
加
工
貿
易
型
の
モ
ノ
づ
く
り
に
あ

る
こ
と
は
多
数
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
状
況
は
、
現
在
の
み
の

傾
向
で
は
な
く
、
戦
前
に
も
、
ま
た
戦
後

の
高
度
成
長
下
で
も
顕
著
に
現
れ
た
日
本

の
モ
ノ
づ
く
り
の
特
徴
と
言
っ
て
良
い
だ

ろ
う
。

　

い
い
意
味
で
と
れ
ば
、
日
本
の
工
業
製

品
が
安
く
、
ま
た
品
質
や
性
能
が
優
れ
て

い
る
た
め
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
貿
易
摩

擦
な
ど
、
相
手
国
と
の
軋
轢
を
生
む
こ
と

に
な
る
。
日
本
は
モ
ノ
づ
く
り
国
と
し
て
、

常
に
こ
の
矛
盾
に
直
面
し
て
き
た
。
近
年

で
も
１
９
８
５
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
な
ど
に

よ
り
、
こ
の
日
本
の
モ
ノ
づ
く
り
が
世
界

に
認
め
ら
れ
る
反
面
、
他
国
に
合
わ
せ
た

内
需
拡
大
の
必
要
性
な
ど
が
叫
ば
れ
、
ま

た
90
年
代
に
は
バ
ブ
ル
崩
壊
と
共
に
産

業
の
空
洞
化
も
懸
念
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ

ま
で
も
決
し
て
輸
出
を
前
提
と
し
た
順
調

な
モ
ノ
づ
く
り
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
製
造
業
は
、
平
成
16
年

の
「
も
の
づ
く
り
白
書
」
に
示
す
よ
う
に
、

「
２
０
０
４
年
度
に
は
海
外
現
地
法
人
の

売
り
上
げ
が
過
去
最
高
の
79
・
2
兆
円
、

ま
た
、
海
外
生
産
比
率（
国
内
法
人
ペ
ー

ス
）
も
過
去
最
高
の
16
・
2
％
に
な
っ

て
い
る
。
海
外
生
産
比
率
を
業
種
別
に
見

る
と
、
輸
送
機
械
が
36
・
０
％
で
最
も
高

く
、
続
い
て
電
気
機
械
が
21
・
3
％
、
化

学
が
15
・
3
％
と
な
っ
て
い
る
。（
ｐ
．28
）」

と
、
海
外
現
地
法
人
か
ら
の
逆
輸
入
額
が

モ
ノ
づ
く
り
へ
の

自
信
と
信
頼

２
０
０
４
年
で
８
・７
兆
円
、
我
が
国
の
輸

入
額
の
19
・
1
％
を
占
め
る
ほ
ど
に
対
外

投
資
を
増
や
し
、
他
国
と
の
貿
易
摩
擦
を

さ
け
つ
つ
、
ま
た
国
内
の
モ
ノ
づ
く
り
基

盤
を
失
わ
な
い
努
力
を
行
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

一
方
、
対
外
投
資
に
よ
る
海
外
工
場
の

生
産
が
増
大
す
る
に
伴
い
、
完
成
工
業
製

品
の
輸
出
は
横
ば
い
も
し
く
は
減
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
逆
に
日
本
の
強
さ
と
し
て

知
ら
れ
た
製
造
設
備
機
器
や
そ
の
手
法
、

海
外
で
生
産
・
調
達
で
き
な
い
、
日
本
が

圧
倒
的
な
優
位
を
も
つ
高
機
能
材
料
や

部
品
な
ど
の
中
間
財
が
輸
出
を
伸
ば
し
、

結
果
と
し
て
日
本
の
輸
出
比
率
は
近
年
、

徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
が
事

実
で
あ
る
。
貿
易
摩
擦
を
起
こ
す
完
成
し

た
工
業
製
品
の
輸
出
に
く
ら
べ
、
日
本
で

し
か
製
造
で
き
な
い
中
間
財
の
輸
出
は
、

日
本
の
技
術
力
保
持
と
流
出
防
止
と
同
時

に
、
他
国
に
お
け
る
組
み
立
て
生
産
と
い
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う
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
を
生
み
、
貿
易
摩
擦
を

さ
け
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

中
間
財
製
造
の
主
体

「
中
小
企
業
」

　

こ
の
中
間
財
製
造
の
主
体
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
資
本
金
３
億
円
以
下
、
常
時
従

事
者
３
０
０
人
以
下
の
、
か
つ
て
も
、
そ

し
て
今
も
、
倒
産
や
廃
業
に
よ
る
産
業
の

空
洞
化
を
懸
念
さ
れ
る
「
中
小
企
業
」
に

分
類
さ
れ
る
企
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
熟
練
技
能
や
技
能
伝
承
を
前
提
に

成
り
立
っ
て
き
た
企
業
だ
。
し
か
し
中
小

企
業
は
、
バ
ブ
ル
以
降
を
振
り
返
れ
ば
、

国
内
大
企
業
の
海
外
進
出
や
中
国
、
ア
ジ

ア
各
地
な
ど
で
の
生
産
増
大
な
ど
を
受
け

て
、
生
き
残
り
を
か
け
た
独
自
技
術
の
開

発
や
、
経
験
や
持
ち
込
ま
れ
る
ニ
ー
ズ
を

受
け
た
新
規
技
術
、
新
規
事
業
の
開
拓
を

行
っ
て
き
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
モ
ノ
づ

く
り
の
た
め
の
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
や

国
立
科
学
博
物
館
・
理
工
学
研
究
部

科
学
技
術
史
グ
ル
ー
プ
・
グ
ル
ー
プ
長

鈴
木 

一
義
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１
４
０
０
０
に
も
、
多
く
の
中
小
企
業
が

素
早
く
対
応
し
、
言
わ
れ
た
よ
う
な
産
業

の
空
洞
化
は
、
そ
の
よ
う
な
中
小
企
業
の

懸
命
の
努
力
に
よ
り
、
進
展
す
る
こ
と
な

く
、
む
し
ろ
、
現
在
の
中
小
企
業
の
モ
ノ

づ
く
り
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、
現
在
世
界

の
工
業
国
の
な
か
で
、
川
上
の
素
材
・
原

料
分
野
か
ら
、
川
中
の
製
造
設
備
や
部
品

な
ど
の
素
形
材
分
野
、
そ
し
て
川
下
の
自

動
車
産
業
や
家
電
情
報
産
業
分
野
へ
と
一

貫
し
た
流
れ
を
持
つ
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ

う
に
強
固
で
、
富
士
山
の
よ
う
に
見
事
な

裾
野
を
広
げ
た
美
し
い
産
業
体
系
を
作
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
世
界
が
認

め
る
も
の
だ
。

　

ボ
ー
イ
ン
グ
７
７
７
で
は
日
本
企
業
が

約
２
０
％
を
分
担
し
、
'09
年
に
就
航
予
定

の
７
８
７
型
機
で
は
三
菱
重
工
業
、
川
崎

重
工
業
、
富
士
重
工
業
の
三
社
と
日
本
航

空
機
開
発
協
会
が
、
機
体
の
35
％
、
主
翼

や
胴
体
な
ど
主
要
部
分
の
生
産
を
担
当
す

る
。
開
発
分
担
以
外
の
部
品
供
給
も
含
め

れ
ば
、
日
本
製
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

経
済
性
と
快
適
性
を
追
求
し
た
「
７
８
７

型
機
」
で
は
、
機
体
構
造
材
に
炭
素
繊
維

複
合
材
を
多
く
用
い
て
お
り
、
東
レ
が
一

括
納
入
す
る
。
こ
の
他
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

が
タ
イ
ヤ
を
、
ラ
バ
ト
リ
ー
や
ド
ア
な
ど

を
ジ
ャ
ム
コ
が
提
供
す
る
な
ど
、
細
か
く

数
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
機
体
の
半
分
以
上

は
日
本
製
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
は
航
空
機
だ
け
で
は

な
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ノ
キ
ア
社
は
、

携
帯
電
話
の
世
界
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
を
持
つ

が
、
構
成
部
品
の
約
８
割
は
日
本
製
だ
と

い
う
。
若
者
に
人
気
の
ア
ッ
プ
ル
社
の「
ｉ

Ｐ
ｏ
ｄ
」
も
同
様
だ
。
そ
の
日
本
の
モ
ノ

づ
く
り
の
特
徴
は
、
世
界
一
厳
し
い
と
言

わ
れ
る
日
本
の
品
質
や
納
期
に
対
応
し
て

き
た
、
研
究
開
発
と
現
場
の
人
や
経
験
が

一
体
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
静
岡
県
に
あ
る
ア
イ
パ
ル
ス

（
株
）の「
表
面
実
装
機
」は
、
高
精
度
の
組

み
立
て
が
要
求
さ
れ
る
電
子
部
品
の
表
面

実
装
機
の
面
精
度
を
、
現
場
の
職
人
の
技

能
に
よ
り
実
現
し
た
が
、
そ
れ
は
汎
用
機

械
加
工
の
限
界
で
あ
る
20
μ
ｍ
を
２
μ
ｍ

に
仕
上
げ
る
職
人
技
で
あ
る
。
そ
の
先
に

あ
る
ナ
ノ
テ
ク
技
術
は
、
日
本
に
お
け
る

今
後
の
重
要
な
戦
略
技
術
で
あ
り
、
も
し
、

そ
の
実
現
を
機
械
や
シ
ス
テ
ム
で
行
う
に

は
莫
大
な
費
用
と
期
間
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
熟
練
技
能
を
持
つ

「
人
」
と
日
本
得
意
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

化
し
た
「
機
械
」
の
組
み
合
わ
せ
を
行
え

ば
、
比
較
的
短
期
間
に
経
費
を
か
け
ず
に
、

実
用
的
な
一
歩
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る
。
潜
在
的
に
日
本
の
現
場
が
持

ち
、
繋
げ
て
き
た
技
能
や
経
験
を
ど
の
よ

う
に
残
し
、
さ
ら
に
人
と
機
械
の
関
係
性

を
発
展
さ
せ
、
今
後
に
活
用
し
て
い
く
か

が
、
ま
す
ま
す
重
要
な
時
代
と
な
っ
て
い

る
。和

魂
漢
才
と
和
魂
洋
才

　

今
、
世
界
は
Ｉ
Ｔ
技
術
な
ど
の
発
展
に

よ
り
、
経
済
や
科
学
、
技
術
に
限
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
否
応
な
し
に
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
ん
で
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
席

巻
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ル（
地
域
・
民
族
）。
19

世
紀
、
こ
の
構
図
が
顕
著
に
な
り
始
め
た

欧
米
で
生
ま
れ
た
概
念
が
「
文
化
」
で
あ

る
。
青
銅
器
文
明
や
鉄
器
文
明
の
よ
う
に

普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
「
文
明
」
に
対
し
、

文
化
は
地
域
や
民
族
固
有
の
風
土
や
事

物
、思
想
か
ら
な
る
農
業
（A

griculture

）

を
語
源
に
持
つ
。
こ
の
文
明
と
文
化
を
ど

う
調
和
さ
せ
て
い
く
か
？
こ
の
課
題
に
直

面
し
た
先
人
達
の
答
え
が
「
和
魂
漢
才
」

で
あ
る
。
中
国
や
欧
米
か
ら
様
々
な
知
識

や
技
術
・
文
物
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
、
そ

れ
を
単
な
る
物
真
似
や
借
り
物
と
せ
ず
、

和
魂
に
よ
っ
て
独
自
に
発
展
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
こ
の「
和
魂
漢
才
」、
ま
た
明
治
近

代
文
明
導
入
時
の「
東
洋
道
徳
西
洋
芸
術
」

や「
採
長
補
短
」
の
方
針
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
変
革
期
の
指
導
者
達
は
他
を
知

優れた技術力により、世界的な競争力を持つ日本のモノづくり
（参考：2006 年度版「ものづくり白書」）
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り
、
己
と
の
比
較
の
中
に
、
長
所
を
見
出

し
、
短
所
を
補
お
う
と
し
た
。
長
所
は
す

な
わ
ち
自
信
に
繋
が
る
。
自
信
の
な
い
者

を
、
他
が
信
じ
る
こ
と
は
な
い
。
自
信
と

信
頼
は
対
で
あ
る
。
残
し
伸
ば
し
て
い
く

モ
ノ
と
学
び
変
え
て
い
く
モ
ノ
を
、
虚
心

な
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
和
魂
漢
才
」
を
最
初
に
唱
え
た
の
は
、

菅
原
道
真
だ
と
言
う
。
平
安
時
代
は
、
大

陸
か
ら
学
び
、
知
識
人
や
技
術
者
を
招
い

て
文
化
を
吸
収
し
つ
つ
、
日
本
固
有
の

国
風
、
た
と
え
ば
仮
名
文
字
の
よ
う
な
独

自
の
文
字
体
系
を
生
み
出
し
た
時
代
で
あ

る
。
漢
字
と
い
う
「
表
意
文
字
」
と
、
ひ

ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
よ
う
な
「
表
音
文

字
」
を
混
在
さ
せ
る
文
字
体
系
は
世
界
に

例
が
な
い
。
西
洋
で
は
雑
音
に
し
か
聞
こ

え
な
い
虫
の
音
を
、
日
本
人
は
心
地
よ
い

と
感
じ
る
。
本
居
宣
長
が
「
も
の
の
あ
わ

れ
」
と
表
現
し
た
、
儚
く
変
化
す
る
自
然

や
物
の
移
ろ
い
に
我
々
の
心
が
共
感
し
一

体
化
し
て
い
く
、
と
い
う
概
念
が
あ
る
が
、

カ
ナ
や
ひ
ら
が
な
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本

人
の
心
を
表
現
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

「
カ
イ
ゼ
ン
」「
カ
ン
バ
ン
」

も
、「
も
の
の
あ
わ
れ
」

と
同
根
の
価
値

　

他
で
あ
る「
も
の
」
を
想
う
心
は
、
例
え

ば
茶
道
の
基
本
で
あ
る
「
気
遣
い
」
や「
気

配
り
」
の
よ
う
な
日
本
的
美
意
識
や
価
値

観
を
育
ん
だ
。
そ
れ
は
今
、
日
本
の
得
意

と
す
る
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」
の

根
本
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
だ
れ
も
が
他

を
想
え
る
か
ら
こ
そ
、「
針
供
養
」
の
よ
う

に
、
命
を
持
っ
た
道
具
や
器
物
を
、
大
切

に
扱
い
、
感
謝
の
念
を
持
っ
て
接
し
て
き

た
が
故
に
、「
も
っ
た
い
な
い
」
も
生
ま
れ
、

日
本
的
な
モ
ノ
づ
く
り
も
育
ま
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
認
め
ら
れ
た

「
カ
イ
ゼ
ン
」
や
「
カ
ン
バ
ン
」
も
「
も
っ

た
い
な
い
」
の
実
践
で
あ
り
、「
も
の
の
あ

わ
れ
」
と
同
根
の
価
値
観
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

現
存
す
る
世
界
最
古
の
木
造
建
築
が
残

る
法
隆
寺
に
は
、
当
時
か
ら
の
五
重
塔
も

千
年
を
超
え
る
長
い
期
間
、
災
害
や
風
雪

に
耐
え
て
立
ち
続
け
て
い
る
。
漢
才
で
あ

る
中
国
伝
来
の
建
造
技
術
は
、
地
震
の
多

い
日
本
で
独
自
に
、
和
魂
を
以
て
発
展
し

た
。
地
震
の
揺
れ
を
、「
斗
き
ょ
う
」
と
呼

ぶ
複
数
の
木
材
に
よ
る
木
組
み
や
芯
柱
が

吸
収
す
る
。
中
国
や
西
洋
が
、
石
や
煉
瓦

を
用
い
た
「
剛
構
造
」
の
建
造
物
を
発
展

さ
せ
た
の
に
対
し
、
日
本
は
木
造
の
「
柔

構
造
」
建
造
物
を
選
択
し
た
。
そ
れ
は
技

術
の
本
質
が
、
対
象
と
な
る
地
域
や
人
、

風
土
に
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
当
然
の

こ
と
だ
。
急
激
な
力
を
柳
に
風
と
受
け
流

す
。
そ
の
風
土
に
根
付
い
た
和
魂
の
発
想

と
技
術
が
、
今
に
続
く
日
本
の
建
造
物
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
超
高
層
ビ
ル
な
ど

に
用
い
ら
れ
る
日
本
発
の
耐
震
建
造
技
術

と
し
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
風
土
が
育
て
、
培
っ
て
き
た
技
や
発

想
が
、
今
独
自
の
モ
ノ
づ
く
り
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
と
い
う
国
が
、
ア
ジ
ア
の
中
で
真

っ
先
に
工
業
化
を
達
成
し
、
世
界
第
２
位

の
経
済
大
国
と
な
っ
た
の
は
、
か
け
声
だ

け
で
は
な
い
実
体
と
し
て
の
長
所（
欠
点
）

が
、
実
は
我
々
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
当

た
り
前
の
、
無
意
識
の
、
あ
り
ふ
れ
た
文

化
や
風
土
、
社
会
、
人
の
中
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
よ
り
明
確
に
意
識
す
る
こ

と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
き
て
い
る
。

ア
ー
ト
と
用
の
美

　

現
在
、
世
界
で
こ
れ
ほ
ど
モ
ノ
づ
く
り

の
体
制
が
揃
っ
た
国
は
、
日
本
を
お
い
て

他
に
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
モ
ノ

づ
く
り
を
支
え
る
日
本
の
中
小
企
業
比
率

は
、
国
内
９
割
を
超
え
、
就
業
人
口
比
で

も
７
割
を
超
え
る
、「
額
に
汗
す
る
モ
ノ

づ
く
り
」
国
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ

ッ
ク
以
後
も
、
日
本
は
世
界
の
全
て
の
国

に
対
し
て
円
高
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
に

も
述
べ
た
が
日
本
製
品
の
コ
ス
ト
や
品
質

が
、
他
に
比
べ
て
優
れ
て
い
る
か
ら
と
い

う
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て

日
本
株
は
安
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ

の
よ
う
な
額
に
汗
す
る
モ
ノ
づ
く
り
を
、

ほ
と
ん
ど
の
先
進
諸
国
が
行
っ
て
お
ら

もののあわれを知り、気遣いや気配りに満ちた日本独自の庭園や
建物。（桂離宮「真行草の石畳」）
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ず
、
そ
の
価
値
を
理
解
で
き
な
い
た
め
、

と
い
う
こ
と
か
と
思
う
。

日
本
で
は
当
た
り
前
の
「
現
場
図
面
」
は
、

気
づ
い
て
み
れ
ば
欧
米
に
は
存
在
し
な

い
。
知
識
と
責
任
を
持
っ
た
設
計
者
が

描
い
た
図
面
は
、
如
何
に
生
産
の
現
場
で

無
駄
や
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
直
す
権
限
は
現
場
に
な
い
の
が
世
界

の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
モ
ノ
づ

く
り
で
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
現
場
で

図
面
が
修
正
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
当
然
、

設
計
者
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
品

質
と
生
産
性
の
向
上
に
役
立
っ
て
き
た
。

現
場
図
面
と
は
、
ま
さ
に
経
験
を
重
ね
、

融
通
無
碍
に
物
の
加
工
を
イ
メ
ー
ジ
で
き

る
熟
練
技
能
者
が
持
つ
カ
ン
と
コ
ツ
で
描

か
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
現
場
の
知

恵
と
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
ら
に
よ
る
最
新
知
識

を
組
み
込
ん
だ
図
面
は
、
設
計
と
現
場
の

協
調
作
業
の
成
果
と
し
て
、
金
型
生
産
な

ど
が
今
日
ま
で
日
本
の
得
意
分
野
で
あ
る

こ
と
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

日
本
独
自
の
モ
ノ
づ
く
り

の
形
「
用
の
美
」

　

そ
の
日
本
独
自
の
モ
ノ
づ
く
り
の
形

を
、
柳
宗
悦
は
「
用
の
美
」
と
呼
ん
だ
。

泰
平
の
世
が
続
い
た
江
戸
時
代
は
、
貴
族

や
武
士
な
ど
の
一
部
階
層
だ
け
で
な
く
、

農
民
や
職
人
、
誰
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
や
生
活
の
な
か
で
、
も
の
の
あ
わ
れ
以

来
の
「
和
魂
」
を
育
み
、
磨
き
上
げ
る
余

裕
を
持
て
た
時
代
で
あ
っ
た
。
技
術
を
一

部
の
人
々
の
み
が
独
占
し
利
用
し
た
戦
国

時
代
が
終
わ
り
、
平
和
な
世
と
な
り
、
そ

れ
ま
で
鉄
炮
を
作
っ
て
い
た
職
人
や
匠
の

技
は
、
鍬
や
鋤
の
よ
う
に
広
く
社
会
や
生

活
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
で
な
く

「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」

　

日
本
各
地
で
地
域
の
学
問
や
文
化
、
産

業
の
育
成
を
競
い
合
っ
た
結
果
、
例
え
ば
、

今
日
「
民
芸
」
と
呼
ぶ
地
域
ご
と
に
微
妙

に
異
る
大
衆
技
術
が
育
ち
、
そ
の
切
磋
琢

磨
の
中
に
当
時
か
ら
世
界
的
な
評
価
を
受

け
た
「
伊
万
里
焼
」
や
「
漆
器
（japan

）」

の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
美
術
品
も
生
ま
れ

た
の
で
あ
る
。
各
藩
は
お
互
い
に
競
い
合

い
つ
つ
、
幕
府
の
存
在
に
よ
り
、
相
手
を

支
配
、
吸
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
で
は
な
く
、
他
と
異
な

る
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
を
目
指
す
こ
と
が

行
わ
れ
た
。

　

近
代
か
ら
現
代
ま
で
、
日
本
で
は
家
電

や
自
動
車
の
よ
う
な
大
衆
商
品
を
特
定
の

一
社
が
独
占
的
に
製
造
す
る
こ
と
が
少
な

く
、
同
種
企
業
に
よ
り
微
妙
な
違
い
を
持

つ
商
品
が
多
数
存
在
し
て
切
磋
琢
磨
が
行

わ
れ
て
き
た
事
実
も
、
こ
の
よ
う
な
独
特

の
文
化
・
風
土
を
持
つ
日
本
社
会
の
連
続

性
か
ら
納
得
で
き
よ
う
。
競
争
し
つ
つ
、

共
存
を
は
か
ろ
う
と
す
る
モ
ノ
づ
く
り

へ
の
考
え
方
は
、
企
業
の
利
潤
や
規
模
拡

大
の
追
求
よ
り
も
、
人
の
た
め
、
地
域
の

た
め
、
社
会
の
た
め
、
と
い
う
日
本
の
モ

ノ
づ
く
り
の
基
本
的
な
部
分
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
う
。
平
和
な
世

が
続
く
こ
と
で
、
日
本
は
世
界
で
最
も
早

く
、
科
学
や
技
術
を
社
会
や
日
常
の
生
活

で
使
用
で
き
る
国
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代

2
6
0
年
間
、
技
術
を
戦
争
な
ど
で
は
な

く
、
社
会
が
、
一
般
の
人
々
が
利
用
で
き

た
と
い
う
事
が
、
使
う
側
だ
け
で
な
く
、

作
る
側
の
職
人
に
と
っ
て
も
、
独
特
の
技

術
観
を
育
て
た
の
で
あ
る
。

　

日
常
に
あ
り
ふ
れ
た
モ
ノ
づ
く
り（
技
）

に
潜
む
美
が「
用
の
美
」
で
あ
る
。
西
洋
で

も
「
ア
ー
ト
」
は
技
と
美
の
両
方
を
語
源

に
持
つ
が
、
そ
れ
は
神
や
支
配
者
に
対
し

て
作
ら
れ
た
物
に
対
す
る
意
味
で
、
決
し

て
日
常
の
物
に
ま
で
広
が
る
概
念
で
は
な

い
。
日
本
人
が
磨
き
上
げ
て
き
た
モ
ノ
づ

く
り
。
そ
れ
は
使
う
側
に
立
つ
視
点
と
独

自
の
美
意
識
、
感
性
に
よ
り
、
単
な
る
機

能
美
を
超
え
る
「
用
の
美
」
を
、
職
人
や

匠
ら
が
無
意
識
に
人
々
の
日
常
の
中
に
、

モ
ノ
づ
く
り
に
組
み
込
ん
で
き
た
。
今
、

我
々
の
日
常
に
溢
れ
る
工
業
製
品
や
技
術

に
、
そ
の
感
性
や
価
値
観
を
伴
っ
た
モ
ノ

づ
く
り
の
伝
統
が
、
現
場
の
使
命
感
や
志
、

心
意
気
と
し
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
。
日

本
の
モ
ノ
づ
く
り
に
対
す
る
自
信
と
信
頼

は
足
元
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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