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5３ 

低
開
発
諸
国
に
お
け
る
工
業
化
の
諸
条
件
を
模
索
す
る
研
究
は
、
黄
昏
時
の
陽
光
が
微
妙
に
変
化
す
る
ご
と
く
色
調
を
塗
り
か
え

て
、
や
が
て
工
業
化
の
諸
制
約
Ⅱ
阻
害
要
因
へ
の
探
究
関
心
を
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
（
〔
鉛
〕
。
無
論
こ
れ
ら
両
系
列
の

研
究
は
実
質
的
に
は
重
な
る
部
分
が
多
い
し
、
ま
た
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
は
決
定
的
な
視
角
の
ズ
レ
が
あ
る
。
前
者

に
お
け
る
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
経
済
学
的
で
あ
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
工
業
化
あ
る
い
は
資
本
形
成
の
諸
方
策
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
後

者
に
お
け
る
そ
れ
は
む
し
ろ
社
会
学
的
で
あ
り
、
強
調
点
は
伝
統
的
な
社
会
制
度
お
よ
び
態
度
と
い
っ
た
点
に
腫
か
れ
る
（
〔
皿
〕
）
ｃ

こ
こ
で
興
味
深
い
傾
向
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
、
開
発
の
可
能
性
に
対
し
て
前
者
が
楽
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
悲
観
的
な
灰
色
の
世
界
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
陽
画
か
ら
陰
画
へ
の
転
換
は
、
開
発
理
論
政
策
の
展
開

（
批
判
Ｉ
継
承
）
の
流
れ
の
中
で
染
る
な
ら
ば
、
一
方
で
は
先
進
資
本
主
義
諸
国
で
急
速
な
発
達
を
承
た
「
純
粋
」
経
済
学
的
ア
プ
ロ

ー
チ
を
低
開
発
経
済
分
析
に
応
用
‐
拡
大
す
る
方
法
の
解
体
を
蕊
す
る
と
同
時
に
（
た
だ
し
〔
鍋
〕
）
、
他
方
で
は
ｌ
蕊
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
Ｔ
、

菫
と
の
接
点
を
求
め
て
い
っ
た
た
め
に
ｌ
篭
蓬
済
突
鑿
め
ぐ
る
様
々
な
蕾
魑
の
寶
の
豊
を
も
藁
し
て
い
た
。

一
Ｊ一
仮
説
の
提
示
な
ら
び
に
問
題
の
限
定

に

イ
’
ン
吋
卜
重
工
業
化
の
経
済
的
帰
結

絵
所
秀
紀



5４ 
こ
う
し
た
開
発
理
論
の
展
開
を
眼
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
返
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
低
開
発
経
済
と

い
う
枠
組
の
中
で
の
エ
業
化
の
社
会
的
意
味
あ
る
い
は
社
会
的
機
能
を
決
定
す
る
も
の
は
一
体
い
か
な
る
諸
原
因
の
連
鎖
で
あ
ろ
う

か
、
と
。
諸
開
発
理
論
Ⅱ
政
策
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
工
業
化
の
社
会
的
意
味
は
一
義
的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
い
き
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
工
業
化
は
低
開
発
経
済
か
ら
の
突
破
を
惹
起
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
主
観
的
意
図
を
無
惨
に
も
踏
承

つ
ぶ
し
て
、
後
進
経
済
の
構
造
的
定
着
（
す
昌
岸
‐
目
高
・
丙
葛
日
堅
の
８
口
。
白
『
）
を
強
化
Ⅲ
促
進
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
の
で
は
な
い

の
か
。
こ
う
し
た
問
題
提
起
Ⅱ
仮
説
は
、
「
工
業
化
Ⅱ
突
破
」
信
仰
が
底
流
す
る
開
発
理
論
Ⅱ
政
策
の
眼
で
み
る
な
ら
ば
、
非
合
理
的

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
然
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
映
る
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
し
か
し
、
工
業
化
Ⅱ
資
本
主
義
化
と
い
う
観
点
か

ら
ゑ
て
相
対
的
後
発
国
で
あ
っ
た
わ
が
国
の
歴
史
的
位
置
の
有
利
を
生
か
す
た
め
に
は
、
そ
の
工
業
化
の
経
験
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
ふ

て
も
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
日
本
資
本
主
義
分
析
に
お
け
る
社
会
科
学
の
諸
成
果
を
踏
ま
え
て
ふ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
せ

ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
う
し
た
場
合
、
よ
り
大
胆
な
仮
説
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
工
業
化
の
促
進
が
同
時
に
低
開
発
経
済
か
ら
の
突
破
に
な
り
う
る
の
は
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
の
極
限
に
お
け
る
特
殊
例
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
低
開
発
経
済
突
破
の
一
般
理
論
は
、
西
欧
先
進
諸
国
の
か
つ
て
の

工
業
化
Ⅱ
突
破
の
経
験
を
一
面
的
に
抽
象
し
た
特
殊
例
を
普
遍
化
す
る
、
従
来
の
開
発
理
論
の
方
法
に
よ
っ
て
は
形
成
さ
れ
え
な
い
。

い
ま
や
工
業
化
過
程
の
析
出
と
同
時
に
、
工
業
化
が
同
時
に
突
破
に
な
り
う
る
た
め
の
諸
条
件
を
も
理
論
化
の
対
象
に
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
が
、
常
に
問
題
は
理
論
化
の
方
法
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
従
来
の
開
発
理
論
の
中
に
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
杏
、
む
し
ろ
積
極
的
に
工
業
化
の
前
提
条
件
（
あ
る
い
は
先
行
条
件
）
を
確
定
す
る
と
い
う
視
角
の
も
と

に
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
（
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
〔
灯
〕
・
し
か
し
か
っ
て
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ソ
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、

工
業
化
の
前
提
条
件
と
言
う
場
合
、
通
常
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
社
会
と
い
う
限
定
さ
れ
た
枠
内
で
の
工
業
化
の
歴
史
的
経
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験
を
蔓
的
根
拠
と
し
て
霞
き
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
〔
噸
〕
）
．
だ
か
ら
ひ
と
た
び
こ
う
し
芙
枠
を
は
ず
し
た
場
合
１
つ
童
り
、

一
一
十
世
紀
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
社
会
と
い
う
異
質
の
大
枠
の
中
で
生
じ
て
い
る
低
開
発
諸
国
の
工
業
化
と
い
う
課
題
に
接
し
た
場
合

ｌ
、
そ
れ
が
有
鑿
簔
拠
Ｉ
間
雲
出
手
段
と
し
て
同
様
に
作
用
し
う
る
と
い
う
保
証
憐
な
い
．
低
開
発
諸
国
の
ェ
業
化
と
い

う
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
西
欧
先
進
諸
国
の
か
つ
て
の
エ
業
化
（
産
業
革
命
）
に
あ
た
っ
て
の
「
初
期
条
件
」
と
、
現
在
の
低
開

発
諸
国
の
そ
れ
と
の
相
違
の
確
認
を
出
発
点
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
〔
鋼
〕
〔
妬
〕
弓
・
句
認
ｌ
『
＆
）
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
日
本
や
ロ
シ
ア
の
よ
う
な
非
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
後
発
諸
国
の
工
業
化
の
経
験
を
も
一
つ
の
中
間
項
と
し
て
合
ふ
う
る
よ
う
な
理
論
モ
デ

ル
が
想
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
モ
デ
ル
構
築
へ
の
さ
さ
や
か
な
捨
石
と
な
る
べ
く
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
設

（
１
）
 

会からの突破Ⅱ近代国民経済の形成になりうる、と。、、、、、、
定
し
た
い
。
工
業
化
の
客
観
的
可
能
性
は
、
当
該
社
会
が
エ
業
化
の
た
め
に
支
払
い
う
る
社
会
的
コ
ス
ト
の
段
と
形
態
に
依
存
す
る
。

そ
し
て
、
社
会
的
コ
ス
ト
の
量
と
形
態
が
一
定
の
特
殊
な
状
態
の
下
に
あ
る
時
に
の
染
、
工
業
化
は
同
時
に
低
開
発
経
済
Ⅱ
前
近
代
社

さ
て
以
上
の
仮
説
の
も
と
に
、
本
稿
で
ば
独
立
後
イ
ン
ド
Ｉ
と
り
わ
け
第
二
次
お
よ
び
鑓
三
次
五
か
年
計
画
期
ｌ
を
一
例
と
し

て
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
イ
ン
ド
は
低
開
発
諸
国
の
中
で
い
ち
は
や
く
政
治
的
独
立
を
達
成
し
、
ま
た
い
ち
は
や
く
計

画
的
工
業
化
に
着
手
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
低
開
発
経
済
に
お
け
る
工
業
化
の
社
会
的
意
味
Ⅱ
経
済
的
帰
結
を
模
索
す
る
に
あ
た
っ

て
恰
好
の
例
を
提
供
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
イ
ン
ド
は
諸
開
発
理
論
に
と
っ
て
の
本
来
の
地
盤
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
工
業
化
の
経
験
を
検
討
す
る
こ
と
は
諸
開
発
理
論
Ⅱ
政
策
再
検
討
の
た
め
の
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

（
１
）
「
社
会
的
コ
ス
ト
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
そ
の
も
の
は
何
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
注
意
深
い
読
者
な
ら
、
従
来
の
諸
開
発
理
論
の
中
に
す

ら
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
を
容
易
に
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
欠
如
し
て
い
る
点
は
、
工
業
化
に
と
っ
て
は
そ
の
た
め
の
社

、
、
、

会
的
コ
ス
ト
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
視
角
の
一
貫
性
で
あ
る
。
な
お
行
論
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
一
一
一
口
う
社
会
的
ロ
ス
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と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
過
程
で
は
、
ご
く
大
筋
だ
け
を
取
り
出
し
て
承
る
な
ら
ば
、
均
衡
的
な
産
業
構
造
の
形
成
と
産
業

構
造
の
高
度
化
の
推
進
は
ほ
ぼ
、
ハ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
契
機
の
幸
福
な
密
月
を
保
証
し
た
も
の

は
「
大
英
帝
国
」
の
形
成
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
社
会
的
コ
ス
ト
の
大
部
分
は
海
外
の
植
民
地
（
と
り
わ
け
イ
ン
ド
）
が
支
払
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
周
知
の
命
題
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
」
は
イ
ン
ド
の
荒
廃
で
あ
る
（
〔
過
〕
〔
図
〕
。
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
均

産
業
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
染
た
場
合
、
一
国
の
国
民
経
済
が
自
立
的
で
あ
り
う
る
た
め
の
基
礎
的
諸
条
件
と
し
て
先
進
諸
国
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

歴
史
的
経
験
か
ら
学
び
う
る
も
の
は
、
均
衡
的
な
産
業
構
造
を
志
向
す
る
産
業
梢
造
の
高
度
化
の
推
進
で
あ
る
と
一
一
二
口
っ
て
大
過
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
農
工
間
の
均
衡
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
低
生
産
性
あ
る
い
は
前
資
本
主
義
的
分
業
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
な
ら
ば
ヌ
ル
ク
セ
の
い
わ
ゆ
る
「
低
開
発
均
衡
」
に
陥
り
、
低
開
発
発
経
済
か
ら
の
突
破
は
望
む
べ
く
し
な
い
。
イ
ン
ド
の
カ

ス
ト
的
分
業
関
係
が
一
つ
の
典
型
を
提
供
す
る
。
逆
に
均
衡
的
な
産
業
構
造
の
形
成
を
欠
い
た
「
産
業
概
造
の
高
度
化
」
は
、
し
ば
し

ば
一
一
重
経
済
や
「
飛
び
地
経
済
」
を
生
象
だ
し
、
国
民
経
済
の
形
成
に
原
理
的
に
対
立
し
、
そ
の
存
立
を
危
機
に
ま
で
お
と
し
入
れ
る

で
あ
ろ
う
。
経
済
史
上
周
知
の
「
中
継
貿
易
Ⅱ
オ
ラ
ン
ダ
型
」
（
〔
虹
己
が
一
つ
の
典
型
を
、
韓
国
に
お
け
る
輸
出
向
工
業
化
方
式
が

一
つ
の
極
限
例
を
そ
れ
ぞ
れ
提
供
す
る
。
し
た
が
っ
て
両
契
機
の
結
合
は
低
開
発
経
済
突
破
の
基
礎
条
件
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
突

、
、
、
、
、
、

破
の
経
路
は
規
範
と
し
て
は
社
会
的
分
業
の
順
調
な
る
展
開
、
す
な
わ
ち
市
場
圏
の
順
調
な
る
拡
大
・
深
化
の
過
程
（
Ａ
・
ス
ご
、
ス
の

言
う
「
物
事
の
自
然
の
経
路
」
Ⅱ
「
農
業
の
末
喬
と
し
て
の
工
業
」
の
成
長
）
と
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

言
う

（
１
）
 

る
。

〔二〕 卜
と
は
「
外
部
不
経
済
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
環
境
の
破
壊
」
と
い
っ
た
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

重
工
業
化
推
進
の
前
提
Ⅱ
背
景
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街
的
産
業
構
造
形
成
の
志
向
は
、
必
然
的
に
海
外
市
場
を
自
己
の
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
利
害
下
に
編
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
進
国
の
側
か
ら
承
れ
ば
自
己
の
国
民
経
済
形
成
原
理
Ⅱ
客
観
的
可
能
性
の
喪
失
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
し
ば

し
ば
「
純
粋
培
養
的
に
」
と
形
容
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
発
展
は
、
独
立
戦
争
を
通
じ
て
自
己
の
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
の
国
民
経
済
形
成
原
理
を
獲
得
し
え
た
の
で
あ
っ
て
（
〔
釦
〕
）
、
先
進
国
ナ
シ

、
、
、

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
後
進
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
均
衡
的
産
業
構
造
Ⅱ
産
業
構
造
高
度
化
↓
自
立
的
国
民
経
済
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
原
理
的

、
（
２
）
 

に
対
立
せ
ざ
る
を
鰐
え
な
い
。
だ
か
ら
先
進
諸
国
の
強
力
な
側
圧
Ⅱ
「
世
界
市
場
」
へ
の
吸
引
の
下
に
あ
る
現
在
の
低
開
発
諸
国
に
お
い

て
は
、
以
上
の
両
契
機
が
自
然
の
う
ち
に
。
ハ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
う
る
と
い
う
客
観
的
保
証
は
何
も
な
い
（
ミ
ン
ト
の
「
不
平
等
化
要

因
」
論
を
想
起
さ
れ
た
い
〔
盤
〕
）
。
後
進
国
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
両
契
機
は
ま
す
ま
す
乖
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が

今
日
の
低
開
発
経
済
突
破
の
困
難
の
根
源
で
あ
り
、
ま
た
出
発
点
で
も
あ
諏
吟

さ
て
イ
ン
ド
計
画
化
も
理
念
と
し
て
は
当
初
か
ら
こ
の
両
契
機
を
唱
道
し
て
き
た
が
、
二
者
択
一
的
現
実
を
眼
前
に
し
て
は
、
産
業

構
造
高
度
化
の
理
念
が
均
衡
的
産
業
構
造
形
成
の
理
念
を
圧
倒
せ
ざ
る
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
植
民
地
下
で
の
停
滞
的
な
経
済
の

定
着
と
い
う
苦
☆
し
い
経
験
の
光
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
表
が
明
白
に
語
る
よ
う
に
、
二
○
世
紀

初
頭
か
ら
独
立
時
に
至
る
ま
で
職
業
構
造
（
労
働
力
の
産
業
別
配
分
）
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
。
農
業
部
門
は
絶
え
ず
労

働
力
の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
製
造
業
は
一
割
未
満
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
低
下
傾
向
を
た
ど
る
。
の
糸
な
ら

ず
第
二
表
で
工
場
従
事
者
数
の
推
移
を
ゑ
る
な
ら
ば
、
全
工
場
従
事
者
数
は
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
五
十
年
間
に
五
倍

以
上
の
伸
び
を
記
録
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
伸
び
の
圧
倒
的
な
部
分
は
綿
織
物
業
お
よ
び
ジ
ュ
ー
ト
織
物
業
に
吸
収
さ
れ
て
お
り

（
全
エ
場
従
事
者
数
に
占
め
る
割
合
は
両
部
門
だ
け
で
、
一
八
九
二
年
七
五
％
、
一
八
九
九
年
五
九
％
、
一
九
○
九
年
五
六
％
、
一
九

一
九
年
四
八
％
、
一
九
二
九
年
四
四
％
、
一
九
一
一
一
九
年
四
六
％
、
一
九
四
九
年
四
○
％
）
、
軽
エ
業
（
織
物
業
）
中
心
の
発
達
を
示
す
と
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第１表労働力（労働人口）の産業別配分，1901-1961（％）

1901119111192111931,195111961 
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、
●

■
■
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－
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叩
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』
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）
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採
製
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●
●
●
 

４
５
６
 

鉱・採

造

石
業
設

小 計

灘灘
電気・ガス・水道etol
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0.34（0.4） 

4.00（6.2） 

1.56（2.0） 

6.70（8.2） 
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７． 

８． 

９． 
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戸
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第２表工業従事者数の墹大，1892～1954（単位：千人）

１８９２１１８９９１１９０９１１９１９１１９２９１１９３９１194911954 

溌：
鉄道

炭坑

全鉱業

工場従事者
綿織物

ジュート織物

一般・電気機械

鉄道製作

兵器

鉄鋼

化学

全工場従事者数

259309510713 

11J111II 
'－， 

出所；７ｐ､３１Table２．２
％－’ 

資料；Ｃ､Myers,LabourProblemsinthelndustrializationoflndia
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置
の
よ
う
に
み
え
る
。

と
も
に
、
重
化
学
工
業
部
門
の
未
発
達
を
も
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。
独
立
当
初
ま
ず
何
よ
り
も
問
題
と
な
っ
た
「
経
済
の
不
均
衡
と

悪
調
整
」
（
〔
”
〕
ロ
局
）
状
態
に
対
す
る
是
正
Ⅱ
均
衡
的
産
業
構
造
形
成
の
方
策
と
し
て
産
業
構
造
の
高
度
化
Ⅱ
重
エ
業
部
門
の
大
規

模
な
創
出
が
対
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
上
の
如
き
植
民
地
下
の
停
滞
的
工
業
化
の
客
観
的
指
標
か
ら
み
た
場
合
、
き
わ
め
て
当
然
の
措

と
こ
ろ
で
重
エ
業
化
推
進
計
画
は
、
周
知
の
よ
う
に
一
‐
社
会
主
義
型
社
会
‐
｜
建
設
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
第
二
次
五
か
年
計
画
（
一
九

五
六
’
六
一
年
）
以
後
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
政
策
に
合
理
的
根
拠
を
与
え
る
よ
う
に
み
え
た
の
は
ソ
連
に

お
け
る
重
エ
業
化
の
嵐
の
如
き
推
進
に
よ
る
国
民
経
済
建
設
の
経
験
で
あ
る
（
〔
５
〕
弓
・
＄
．
」
ｇ
》
旨
Ｃ
ｌ
』
》
〔
詔
〕
ロ
・
巨
臼
廟
・
◎
・
閉
．

〔
⑫
〕
）
。
こ
の
経
験
の
イ
ン
。
〈
ク
ト
は
他
な
ら
ぬ
Ｊ
・
ネ
ル
ー
の
「
社
会
主
義
」
の
考
え
方
の
中
に
最
も
よ
く
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ネ
ル
ー
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
の
指
導
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
重
工
業
化
政
策
が
核
心
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
次
の

よ
う
な
歴
史
認
識
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
下
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
利
害
が
貫
徹
す
る
「
国
際
分
業
」
に
政

治
的
Ⅱ
帝
国
主
義
的
支
配
に
よ
っ
て
巻
き
こ
ま
れ
、
第
一
次
産
品
・
原
料
輸
出
ｌ
エ
業
製
品
輸
入
と
い
う
典
型
的
な
植
民
地
型
貿
易
Ⅱ

経
済
構
造
を
強
要
さ
れ
た
。
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
植
民
地
型
経
済
構
造
の
定
着
が
、
一
方
で
は
伝
統
的
な
土
着
手
工
業
を
解
体

さ
せ
、
他
方
で
は
近
代
的
な
諸
産
業
と
り
わ
け
重
工
業
基
盤
の
形
成
を
阻
止
せ
し
め
た
（
脱
工
業
化
Ⅱ
「
富
の
流
出
」
）
。
さ
れ
ば
こ
そ

自
立
的
国
民
経
済
を
形
成
し
う
る
テ
コ
は
重
工
業
基
盤
の
創
出
を
お
い
て
他
に
は
あ
り
え
な
い
。
ネ
ル
ー
の
眼
に
映
っ
た
の
は
、
「
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
政
府
は
、
は
る
か
先
を
見
通
し
て
、
五
か
年
計
画
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
基
盤
的
諸
エ
業
あ
る
い
は
重
工
業
に
集
中
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
産
業
組
織
の
基
礎
が
し
っ
か
り
と
固
め
ら
れ
、
そ
の
の
ち
に
軽
工
業
を
持
つ
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ

う
。
ま
た
重
工
業
は
ロ
シ
ア
の
機
械
あ
る
い
は
兵
器
の
諸
外
国
へ
の
依
存
を
よ
り
小
さ
な
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
」
（
Ｃ
痔
の
」
旨
〔
印
〕
）

と
い
う
姿
で
あ
っ
た
。
だ
が
た
だ
ち
に
つ
け
く
わ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
ソ
連
の
影
響
が
い
か
に
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
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「
重
エ
業
化
」
、
「
計
画
化
」
、
「
公
共
部
門
の
拡
大
」
と
い
う
事
態
は
何
ら
社
会
主
義
社
会
の
象
に
限
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
し
、
ま

た
そ
れ
自
体
で
は
社
会
主
義
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
後
進
国
エ
業
化
過
程
に
特
有
な
、
経
済
的
後
進

性
の
急
激
な
打
破
の
た
め
の
一
方
策
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
Ｒ
咽
〕
）
。
ネ
ル
ー
が
さ
し
あ
た
っ
て
強
調
し
た
の
も
こ
の
点
で
あ
る
。

ア
モ
ル
ブ

も
、
、
、

だ
か
ら
「
社
会
主
義
型
社
会
」
と
は
、
は
じ
め
か
ら
き
わ
め
て
多
義
的
な
意
図
と
内
容
を
含
染
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
、
工
業
化
と

、
、
、
、
、

い
う
一
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
端
は
独
立
以
前
に
用
意
さ
れ
た
様
々
な
プ
ラ
ン
の
う
ち
に
読
承
と
る
』
」
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
プ
ラ
ン
は
何
ら
か
の
形
で
独
立
後
の
五
か
年
計
画
の
先
取
り
を
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
中
に
深
く
く

い
こ
ん
で
い
る
。
第
一
に
注
目
を
ひ
く
の
は
一
九
三
八
年
に
設
立
さ
れ
た
会
議
派
の
国
家
計
画
委
員
会
（
ｚ
島
・
ロ
巳
四
口
目
旨
、
○
・
日
‐

目
の
②
一
・
口
）
の
構
成
と
動
向
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
は
「
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
計
画
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。
一

つ
は
利
潤
追
求
の
精
神
の
排
除
を
目
指
し
、
公
平
な
分
配
の
重
要
性
を
強
調
す
る
社
会
主
義
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
で

き
う
る
か
ぎ
り
自
由
企
業
と
利
潤
追
求
の
精
神
を
保
持
し
、
生
産
の
方
に
重
点
を
お
く
大
実
業
家
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
重
工

業
の
急
速
な
発
展
に
賛
成
す
る
人
た
ち
と
、
農
村
工
業
の
発
展
の
方
に
多
く
の
注
意
を
払
い
、
か
く
て
莫
大
な
数
の
失
業
者
や
半
失
業

者
の
吸
収
を
図
る
ぺ
き
だ
と
す
る
人
た
ち
と
の
見
解
の
相
違
も
あ
っ
た
」
（
〔
銘
〕
・
撲
譜
己
・
忠
①
）
。
こ
こ
で
第
一
に
興
味
を
そ
そ
る
点

は
、
ネ
ル
ー
等
の
社
会
主
義
者
（
国
民
会
議
派
左
派
）
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
大
財
閥
）
と
が
重
工
業
化
推
進
と
い
う
一
点
で
一
致
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
両
者
は
基
幹
産
業
の
統
制
お
よ
び
国
有
化
を
め
ぐ
っ
て
鋭
く
対
立
し
、
こ
の
問
題
は
独
立
後
の
一
九
四
八

年
お
よ
び
一
九
五
六
年
の
産
業
政
策
決
議
（
閂
且
口
吻
風
画
一
曰
・
胃
邑
宛
８
・
一
員
】
・
ロ
、
）
に
ま
で
未
解
決
の
ま
ま
持
ち
こ
さ
れ
る
の
で
あ
っ

（
５
）
 

を
打
ち
出
す
。

（
４
）
 

た
に
せ
よ
、
そ
れ
と
の
類
似
は
形
式
的
な
Ｊ
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｜
「
《
《
⑰
。
＆
島
鷺
）
》
と
い
う
語
よ
り
ｊ
も
《
《
ご
骨
の
日
ご
と

い
う
語
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
」
（
〔
記
〕
己
』
届
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
実
質
的
差
異
が
イ
ン
ド
重
工
業
化
の
特
質
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て
、
帰
趨
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
生
産
力
論
の
優
位
（
傾
斜
生
産
！
）
が
第
二
次
計
画
以
後
の

工
業
化
政
策
の
基
調
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
興
味
を
そ
そ
る
の
は
以
上
の
重
工
業
化
論
そ
の
も
の
に
対
立
し
て
、
ガ
ン
ジ
ー
主

義
者
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
農
村
手
エ
業
の
復
興
。
発
展
論
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配
に
対

す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
性
格
を
荷
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
前
者
が
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配
の
本

質
を
近
代
工
業
成
長
の
阻
止
と
い
う
点
に
求
め
た
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
を
伝
統
的
農
村
手
工
業
の
解
体
と
い
う
点
に
求
め
た
の
で

あ
っ
た
。
否
定
す
る
も
の
は
否
定
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

こ
の
農
村
手
工
業
化
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
合
理
主
義
に
対
す
る
不
信
お
よ
び
イ
ン
ド
の
旧
来
の
共
同
体
関
係
の
復
興
論
と
結
合
し
て

い
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
第
一
に
、
ス
ワ
ラ
ジ
・
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
中
核
と
し
て
の
単
な
る
反
イ
ギ
リ
ス
Ⅱ
イ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚

と
い
う
象
徴
的
意
味
を
越
え
て
、
植
民
地
後
進
国
に
お
け
る
「
下
か
ら
」
の
国
民
経
済
建
設
の
一
つ
の
原
理
的
な
方
法
を
提
示
し
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
ネ
ル
ー
も
認
め
る
よ
う
に
「
資
本
の
欠
乏
と
労
働
力
の
過
剰
」
と
い
う
状
態
を
救
済
す
る
方
策
、

す
な
わ
ち
農
村
過
剰
労
働
力
を
雇
用
す
る
の
に
も
っ
と
も
手
っ
と
り
早
く
効
果
の
あ
が
り
う
る
方
策
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
Ａ
ｗ
〕

の
再
評
価
を
参
照
）
。
た
だ
し
ガ
ン
ジ
ー
の
農
村
手
工
業
化
論
に
お
い
て
は
、
技
術
導
入
に
よ
る
生
産
力
の
上
昇
と
い
う
観
点
が
欠
落

し
て
い
る
こ
と
が
、
致
命
的
な
欠
陥
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
反
近
代
Ⅱ
反
植
民
地
主
義
は
前
近
代
主
義
へ
と
変
質
す
る
危

険
性
を
孕
ん
で
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
り
広
い
視
野
の
も
と
に
国
家
計
画
委
員
会
の
動
向
（
一
致
と
対
立
）

を
ゑ
る
な
ら
ば
、
後
論
で
展
開
す
る
よ
う
な
イ
ン
ド
工
業
化
の
帰
結
は
、
近
代
的
重
工
業
の
推
進
と
伝
統
的
農
村
手
工
業
の
復
興
と
い

う
分
烈
し
た
形
（
生
産
性
の
増
大
か
、
そ
れ
と
も
雇
用
の
拡
大
か
、
と
い
う
二
者
択
一
）
で
し
か
エ
業
化
の
課
題
が
設
定
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
と
も
あ
れ
農
村
手
工
業
化
論
も
ま
た
、
重
エ
業
化
推
進
論
と
な
ら
ん



6２ 
で
第
二
次
五
か
年
計
画
の
主
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
工
業
化
を
め
ぐ
る
三
者
の
対
立
は
、

い
か
な
る
形
で
一
一
一
者
が
関
連
す
る
の
か
と
い
う
論
点
を
つ
き
つ
め
る
こ
と
な
く
、
反
植
民
地
主
義
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
一
点
で
同
一

（
６
）
 

線
上
に
立
つ
の
承
で
、
実
質
的
に
は
対
立
し
た
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
独
立
後
の
計
画
化
の
中
へ
流
れ
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

反
植
民
地
主
義
ソ
連
工
業
化
の
イ
ン
・
〈
ク
ト
、
イ
ン
ド
・
プ
ル
ジ
・
ア
ジ
ー
（
大
財
閥
）
の
利
篝
関
心
ｌ
こ
れ
が
重
ェ
業
化
繼

（
７
）
 

進
の
背
景
で
あ
る
。
だ
が
植
民
地
型
貿
易
Ⅱ
経
済
構
造
は
重
工
業
部
門
の
欠
如
と
同
義
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
重
工
業
化
の
推
進
に
よ

っ
て
克
服
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
第
一
次
計
画
期
に
お
け
る
艇
産
物
の
予
想
を
上
ま
わ
る
豊
作
を
一
つ
Ｑ
ハ
ネ
と
し

て
イ
ン
ド
は
重
工
業
化
推
進
へ
と
主
力
を
「
転
換
」
す
る
。
だ
が
第
三
表
を
ゑ
て
わ
か
る
よ
う
に
農
産
物
全
体
に
わ
た
っ
て
豊
作
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
き
わ
め
て
不
均
等
な
達
成
率
の
ほ
う
が
眼
に
つ
く
。
農
産
物
の
豊
作
と
は
、
す
ぐ
れ
て
食
樋
穀
物
の
こ

と
を
指
す
（
達
成
額
／
目
標
額
Ⅱ
一
四
一
一
一
）
の
で
あ
っ
て
、
綿
花
（
同
Ⅱ
八
一
一
）
、
ジ
ュ
ー
ト
（
同
Ⅱ
四
一
一
一
）
、
さ
と
う
き
び
（
同
Ⅱ
一
一
一

四
）
は
、
．
〈
キ
ス
タ
ン
の
分
離
独
立
の
影
響
を
蒙
っ
て
、
目
標
額
を
大
き
く
下
ま
わ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
、
第
一
次
計
画
が
最
も
力

を
注
い
だ
霧
・
電
力
の
分
野
で
も
目
鬚
を
達
成
で
き
ず
、
②
重
工
業
の
中
心
と
な
る
鉄
鋼
部
門
の
達
成
鏑
ｌ
仕
上
げ
鋼
（
風
「

四
五
）
、
銑
鉄
（
同
「
十
七
）
ｌ
が
き
わ
め
て
不
満
足
な
も
の
で
あ
り
当
蒙
門
の
艫
謹
を
ま
ざ
ま
ざ
と
露
呈
し
、
塁
に
教

育
の
普
及
も
計
画
ど
お
り
に
進
展
せ
ず
、
目
標
の
五
な
い
し
六
割
を
達
成
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
承
る
と
、
食
樋
穀
物
お

よ
び
油
種
・
綿
工
業
部
門
を
数
少
い
例
外
と
し
て
、
イ
ン
ド
経
済
は
ほ
ぼ
そ
の
全
般
に
わ
た
っ
て
一
層
の
発
展
努
力
を
要
請
さ
れ
て
い

た
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
食
樋
穀
物
の
豊
作
は
、
好
天
と
い
う
一
時
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
長
期
的
な
経

済
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
ゑ
て
決
定
的
な
農
業
生
産
性
の
上
昇
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と

す
る
な
ら
ば
、
重
工
業
部
門
の
欠
如
と
い
う
事
実
が
植
民
地
型
経
済
構
造
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
重
工
業
の
推
進
が
初
期
の
成
果
を
あ
げ
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
他
の
部
門
（
と
り
わ
け
農
業
部
門
）
の
並
行
的
発
展
が
同
時
に
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第３表第一次５か年計画期；目標額と達成額

''１蝋篭''２１翻鯖|(3蝋纈|(４１:(鶏）

灘|;Ｉ
６
６
９
０
０
 

●
●
●
●
●
 

７
２
０
７
４
 

１
２
 

９
３
０
４
６
 

●
●
●
●
、

０
０
９
２
５
 

１
１
 

３
２
３
４
０
 

４
８
４
３
４
 

１
 

１
 

2．潅漉・電力

灘漉面積(ｍ・acres）

電力（ｍｋｗ.）

51.0 

２．３ 

19.7 

１．３ 

14.0 

１．１ 

７１ 

８４ 

3．運輪・通信

船舶トン数
（lakhGRT） 

道路（OOOmls）

3.9 

260.8 

2．２０ ０．９ 

６ａ８ 

４１ 

4．工業

仕上げ鋼(lakhtons）

銑鉄（〃）

セメント（〃）

肥料（000ｔ）

綿工業

（i）紡綴糸(ｍｌｂ.）

（､)綿布(、.ｙd､）

ジュートエ業
（OOOtons） 

砂糖（〃）

９．８ 

１５．７ 

26.9 

101.3 

６．７ 

１２．６ 

21,1 

529.0 

３．０ 

２．２ 

19.0 

363.7 

５
７
０
９
 

４
１
９
６
 

１，１７９ 

４，５２８ 

８２４ 

１，１００ 

４６１ 

１，８７２ 

３７６ 

４００ 

４５４ 

２，０２３ 

２３０ 

７６０ 

９９ 

１０８ 

６１ 

１９０ 

5．社会サービス

小学校生徒数
（lakhs） 

進学率,６～11歳(％）

186.8 

４１．２ 

101.2 

１８．８ 

６１．３ 

９．９ 

60.6 

53.0 

へ

出所；１７ｐｐ､112-3,Table３
￣ 



6４ 

（
８
）
 

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
問
題
の
核
心
は
市
場
の
欠
如
で
あ
る
。
市
場
の
欠
如
を
重
エ
業
の
欠
如
に
置
換
す
る
と
い
う
問
題

の
所
在
に
対
す
る
認
識
の
ズ
レ
が
、
主
観
的
意
図
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
重
工
業
化
の
経
済
的
帰
結
を
イ
ン
ド
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
「
離
陸
」
論
（
〔
灯
〕
）
、
「
均
衡
成
長
」
論
（
〔
調
〕
）
、
「
ビ
ッ
グ
・
プ
ヅ
シ
こ
論
（
〔
妬
〕
）
は
、
す
べ
て
規
範
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

注
意
し
て
お
き
た
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
局
地
的
市
場
圏
」
論
を
開
発
理
論
と
し
て
適
用
す
る
赤
羽
氏
の
論
稿
が
や
は
り
規
範
的
性
格
を

も
っ
て
い
る
Ａ
２
〕
）
。
問
題
は
そ
う
し
た
経
済
発
展
の
規
範
が
、
低
開
発
経
済
突
破
の
客
観
的
可
能
性
と
ど
の
程
度
ま
で
接
点
を
も
ち
う
る
か
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
発
展
の
客
観
的
可
能
性
と
接
点
を
も
た
な
い
よ
う
な
規
範
は
、
も
は
や
規
範
と
し
て
の
意
味
を
喪
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ

う
い
う
観
点
か
ら
赤
羽
氏
の
理
論
を
検
討
す
る
と
、
局
地
的
市
場
圏
あ
る
い
は
内
部
自
給
型
産
業
構
造
の
形
成
が
何
ら
か
の
形
で
遂
行
さ
れ
な
い

か
ぎ
り
工
業
化
の
順
調
な
進
展
は
望
承
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
規
範
と
し
て
は
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
氏
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
局
地
的
市
場
圏
の
自
生
的
発
生
は
現
在
の
低
開
発
国
の
場
合
に
は
極
小
で
あ
り
、
そ
の
形
成
は
政
策
主
体
に
よ
っ
て
意
識
的
に
遂
行
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
政
策
主
体
（
あ
る
い
は
体
制
）
の
性
格
を
も
視
野
の
中
に
と
り
こ
ま
な
い
限
り
、
こ
の
理
論
は
生
き
て

こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
イ
ン
ド
の
よ
う
な
財
閥
独
占
お
よ
び
地
主
Ⅱ
前
期
的
資
本
の
社
会
支
配
下
に
あ
っ
て
は
、
局
地
的
市
場
圏
の
形
成
は

政
策
主
体
を
と
お
し
て
も
望
詮
う
べ
く
し
な
い
。
む
し
ろ
中
国
の
社
会
主
義
建
設
の
経
験
が
強
烈
な
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
、
局
地
的
市
場
圏
形

、
、
、
、

成
の
た
め
に
は
、
社
会
主
義
へ
の
体
制
的
推
転
が
不
可
欠
の
、
だ
が
一
つ
の
前
提
条
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
主
義
へ
の
体
制
的
推
転

を
と
も
な
う
こ
と
な
し
に
は
、
た
と
え
局
地
的
市
場
圏
が
萌
芽
的
に
形
成
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
は
局
地
的
市
場
圏
↓
国
民
経
済
の
発

展
あ
る
い
は
軽
工
業
中
心
の
市
場
圏
（
再
生
産
圏
）
↓
重
工
業
開
発
へ
の
傾
斜
と
い
う
氏
の
想
定
は
楽
観
論
的
す
ぎ
る
。
そ
う
し
た
発
展
経
路
が
、

た
と
え
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
の
「
産
業
革
命
』
の
過
程
で
十
分
に
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
も
、
決
し
て
「
必
然
的
に
」
現
在
の
低
開
発
諸
国
に
お

い
て
も
同
様
に
生
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
産
業
革
命
期
と
現
在
の
低
開
発
諸
国
の
工
業
化
に
あ
た
っ
て
の
初
期

条
件
の
相
違
（
と
り
わ
け
国
際
環
境
の
相
違
）
が
、
局
地
的
市
場
圏
の
も
つ
社
会
的
意
味
の
重
み
を
、
必
ず
や
蚕
食
し
て
や
童
な
い
か
ら
で
あ
る
。

モ
デ
ル
構
築
の
際
に
初
期
条
件
の
相
違
を
た
と
え
「
方
法
的
に
」
で
も
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ
の
モ
デ
ル
か
ら
現
実
と
の
緊
張
関
係
を
奪
い

去
る
こ
と
に
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
体
制
の
推
転
と
い
う
問
題
を
も
視
野
の
中
に
と
り
こ
ゑ
つ
？
し
か
も
国
際
経
済
論
あ
る
い
は
国
際
関
係
論
の

、

観
点
か
ら
理
論
を
再
構
成
す
る
》
」
と
な
し
に
は
、
局
地
的
市
場
圏
論
は
美
し
い
が
、
し
か
し
死
ん
だ
抽
象
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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（
７
）
の
象
な
ら
ず
イ
ン
ド
国
内
の
工
業
資
源
賦
与
量
も
ま
た
、
主
に
鉄
鋼
・
機
械
工
業
お
よ
び
石
炭
に
基
礎
を
腱
く
化
学
工
業
の
発
展
の
可
能
性
お

よ
び
有
利
性
を
示
し
て
い
た
（
〔
６
〕
弓
・
念
Ｉ
『
、
〔
皿
〕
弓
・
凹
忠
ｌ
⑭
ｇ
）
。

（
８
）
マ
ー
レ
ン
パ
ゥ
ム
は
イ
ン
ド
低
開
発
経
済
の
特
徴
を
ヌ
ル
ク
セ
の
言
う
よ
う
な
「
低
開
発
均
衡
」
と
し
て
で
は
な
く
、
い
ぶ
じ
く
も
「
不
均
衡

的
低
滞
状
態
」
（
切
冨
二
．
目
昌
：
一
の
。
［
１
－
，
２
巳
一
一
ヶ
『
冒
日
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
の
指
標
と
し
て
彼
は
、
主
要
工
業
に
お
け
る
過
剰
生

産
、
膨
大
な
失
業
お
よ
び
不
完
全
就
業
（
と
り
わ
け
農
業
部
門
）
、
激
慨
施
設
の
不
完
全
利
用
、
鉄
道
用
圧
延
ス
ト
ッ
ク
の
低
利
用
率
等
を
挙
げ

、
、
、

て
い
る
（
〔
幻
〕
ご
・
⑭
』
）
。
こ
う
し
た
植
民
地
型
経
済
か
ら
継
承
し
た
構
造
的
不
均
衡
は
、
重
工
業
部
門
の
設
立
に
よ
っ
て
の
象
解
決
さ
れ
う
る
も

の
で
も
な
く
、
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
学
派
的
想
定
に
立
っ
た
投
資
量
の
増
大
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

（
３
）
わ
が
国
の
資
本
主
義
発
展
史
の
中
で
一
つ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
「
二
重
構
造
」
の
形
成
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
承
る
な
ら
ば
、
産

業
榊
造
高
度
化
の
理
念
が
均
衡
的
産
業
櫛
造
形
成
の
理
念
を
圧
倒
す
る
形
で
、
あ
る
い
は
後
者
の
歪
染
を
社
会
的
コ
ス
ト
と
し
つ
つ
、
工
業
化
が

遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
現
在
の
低
開
諸
国
の
工
業
化
に
と
っ
て
一
層
の
問
題
性
を
帯
び
て
く
る
事
態

は
、
か
つ
て
の
後
発
資
本
主
義
諸
国
の
場
合
に
は
二
重
構
造
を
生
承
出
し
な
が
ら
も
と
も
か
く
も
工
業
化
を
成
功
さ
せ
た
産
業
榊
造
高
度
化
優
先

政
策
が
、
は
た
し
て
十
分
な
効
果
を
挙
げ
う
る
よ
う
に
社
会
的
に
機
能
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

（
４
）
な
お
近
代
国
家
の
形
成
お
よ
び
国
民
経
済
建
設
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
し
ば
決
定
的
役
割
を
は
た
す
と
ぶ
な
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
知
識
人
Ⅱ
ニ
リ
ー

、

卜
に
対
す
る
ソ
連
型
思
考
の
非
影
響
に
つ
い
て
の
実
に
興
味
深
い
レ
ポ
ー
ト
（
〔
ｕ
〕
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
こ
の
差
異
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
体
制
お
よ
び
政
治
制
度
の
相
違
で
あ
る
。
西
側
先
進
諸
国
の
関
心
を
集
め
た
の
は
、
ソ
連
の
場
合
に
は
社
会

主
義
体
制
の
下
で
重
工
業
化
を
推
進
し
た
の
に
対
し
、
イ
ン
ド
の
場
合
に
は
「
議
会
制
民
主
主
獲
」
制
度
の
下
で
重
工
業
化
を
推
進
す
る
と
い

う
、
史
上
に
例
を
柔
な
い
「
知
ら
れ
ざ
る
大
海
へ
の
船
出
」
（
〔
８
〕
で
・
田
）
と
し
て
映
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
〔
５
〕
｝
〕
百
・
】
】
い
’
い
、
〔
通
〕
ご
・
③
困

｛
（
．
、
〔
お
〕
で
．
】
】
罠
｛
．
、
〔
”
〕
ｇ
・
Ｅ
ｌ
⑫
）
。
ま
た
同
様
の
関
心
の
も
と
に
中
国
と
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
（
〔
７
〕
層
・
】

ｌ
恩
〔
型
〕
弓
・
の
ｌ
『
、
〔
釦
〕
、
〔
奴
〕
な
ど
）
。

（
６
）
三
者
の
考
え
方
の
相
違
は
、
一
九
四
四
年
に
あ
ら
わ
れ
た
三
つ
の
「
民
間
」
計
画
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
で
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

（
２
）
声
」
の
点
に
つ
い
て
、
低
開
発
諸
国
を
研
究
対
象
と
す
る
者
に
今
な
お
悪
魔
的
な
嘘
き
を
や
め
な
い
の
は
、
Ｆ
・
リ
ス
ト
の
植
民
論
で
あ
る

（
〔
Ⅳ
〕
ｇ
・
目
ｌ
色
）
。

（
〔
幻
〕
）
。
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第
二
次
計
画
以
後
の
議
論
は
、
投
資
の
規
模
と
配
分
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
焦

点
を
結
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
投
資
規
模
の
急
速
な
増
大
と
い
う
事
実

が
わ
れ
わ
れ
の
注
目
を
惹
く
。
イ
ン
ド
低
開
発
経
済
の
最
大
の
困
難
は
資
本
の

不
足
で
あ
り
、
重
工
業
化
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
資
本
が
創
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
投
資
規
模
増
大
の
要
求
は
、
国
民

所
得
の
成
長
お
よ
び
経
済
発
展
の
速
度
を
決
定
す
る
も
の
は
投
資
の
水
準
で
あ

る
と
い
う
理
論
的
想
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
投
資
は
所
得

を
墹
大
さ
せ
、
有
効
需
要
を
換
起
せ
し
め
、
投
資
誘
因
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
済
成
長
が
達
成
さ
れ
る
、
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
学
派
的
負
ロ
ッ
ド

Ⅱ
ド
ー
マ
ー
的
）
想
定
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
投
資
は
大
規
模
で
あ
れ
ば
あ
る

臆
ど
Ｉ
勿
譲
霧
し
う
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
響
ソ
の
範
囲
内
で
ｌ
成
長
率
は

高
ま
る
。
か
く
し
て
第
四
表
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
第
二
次
計
画
は
第
一

次
計
画
の
二
○
七
億
ル
ピ
ー
（
実
績
一
九
六
億
ル
ピ
ー
）
の
二
倍
を
は
る
か
に

越
え
る
四
八
○
億
ル
ピ
ー
（
実
績
四
六
七
億
ル
ピ
ー
）
を
、
ま
た
第
三
次
計
画

は
第
二
次
計
画
を
更
に
大
幅
に
上
ま
わ
る
七
五
○
億
ル
ピ
ー
（
実
績
八
五
八
億

ル
ピ
ー
）
の
公
共
部
門
支
出
を
盛
り
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
投
資

〔三〕

大
規
模
投
資
の
社
会
的
コ
ス
ト

第４表公共部門支出の金融
(単位：千万ルピー）

震|鶴ｌｉｉ二i聖景li農if護｢|簿
囑鰯|螂鮠雛

４，２３０４，３３０ 

571’７１９ 

３３５６８２ 

13,288 

１，９２１ 

８５０ 

Ⅱ接助’5211189180011,04912,20012,42312,4351…'2,614
計'2,o6911,96o'４，80014,67217,50018,577…,…'15,902Ⅲ、合

Ⅳ.Ⅱ/Ⅲ（%)’２５ﾕ’9.6116.712Z5129.312a2136.5旧６４１１６．４
出所；Gov・oflndia,BasicStatisicsrelatingtothelndianEconomy

資料；PlanningCommission
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先
行
型
経
済
成
長
論
の
想
定
は
、
イ
ン
ド
低
開
発
経
済
の
基
本
的
特
徴
を
象
あ
や
ま
っ
て
い
た
。
低
開
発
経
済
の
突
破
を
可
能
に
さ
せ

る
必
要
条
件
は
、
貨
幣
資
本
の
増
大
で
は
な
く
、
実
物
資
本
の
増
大
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
典
学
派
的
意
味
で
の
原
始
的
蓄
積
が
依
然

と
し
て
テ
ー
マ
で
あ
る
〔
妬
〕
。
「
蓄
積
せ
よ
、
蓄
積
せ
よ
！
こ
れ
が
モ
ー
ゼ
で
あ
り
、
予
言
者
で
あ
る
！
「
｜
・
ヌ
ル
ク
セ
の
理
論
に

し
た
が
う
な
ら
ば
、
実
質
的
な
意
味
で
の
国
内
市
場
の
狭
陰
Ⅱ
国
内
購
買
力
の
不
足
、
す
な
わ
ち
、
「
市
場
で
の
交
換
に
供
す
る
た
め

の
供
給
と
い
う
、
古
典
学
派
の
基
本
的
な
意
味
で
も
需
要
の
不
足
「
一
（
〔
鋼
〕
邦
訳
ご
・
ｇ
）
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
遊
休
資
源

の
存
在
を
前
提
と
す
る
ケ
イ
ン
ズ
学
派
的
意
味
で
の
有
効
需
要
の
不
足
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
困
難
は
、
「
貨
幣

的
拡
張
だ
け
で
は
そ
れ
を
除
去
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
諸
価
格
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
招
く
に
す
ぎ
な
い
」
（
旨
」
．
．

（
１
）
 

ロ
・
桿
○
）
。
貯
蓄
の
裏
付
け
を
も
た
な
い
低
開
発
経
済
に
お
い
て
は
、
貨
幣
的
拡
張
の
価
格
上
昇
効
果
は
そ
の
生
産
性
上
昇
効
果
を
は
る

か
腱
上
ま
わ
る
．
独
立
後
イ
ン
ド
が
陥
っ
た
ワ
ナ
Ｉ
そ
れ
は
「
ス
タ
グ
ブ
レ
ー
シ
；
」
に
他
な
ら
な
い
．
農
地
型
経
済
饗
の
継

承
お
よ
び
人
口
圧
力
の
増
大
に
帰
因
す
る
ス
タ
グ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
、
貨
幣
的
拡
張
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た

（
２
）
 

の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
理
論
的
前
提
に
立
つ
第
二
次
計
画
が
、
「
明
ら
か
に
利
用
可
能
な
資
源
に
で
は
な
く
、
『
必
要
性
』
に

も
と
づ
い
て
い
た
」
（
〔
“
〕
▽
圏
』
）
と
評
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
目
標
と
定
め
ら
れ
た
国
民
所
得
成
長
率
（
一

九
六
○
’
六
一
年
ま
で
に
二
五
％
の
増
大
）
お
よ
び
工
業
の
成
長
率
の
達
成
に
必
要
と
さ
れ
る
と
推
定
さ
れ
た
資
本
額
が
、
投
資
規
模

の
増
大
と
し
て
帰
結
し
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
資
源
ギ
ャ
ッ
プ
」
（
肘
の
８
月
８
ｍ
ｇ
）
の
存
在
、
お
よ
び
そ
れ
が
も
た
ら
す
で
あ

（
３
）
 

ろ
う
社
会
経
済
の
歪
象
に
対
す
る
関
心
は
、
こ
の
理
論
的
想
定
の
影
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
第
二
次
計
画
の
全
公
共
部
門

支
出
四
八
○
億
ル
ピ
ー
の
う
ち
三
分
の
一
を
も
占
め
る
一
六
○
億
ル
ピ
ー
が
赤
字
財
政
（
貨
幣
創
造
）
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
の
承
な
ら
ず
、
残
り
一
一
一
二
○
億
ル
ピ
ー
の
計
画
支
出
で
す
ら
確
実
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
う
ち
八
○
億
ル
ピ
ー
は
外
国
か
ら
の
援
助
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
更
に
七
○
億
ル
ピ
ー
は
公
債
に
依
存
し
て
い
た
。
す
な
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わ
ち
、
全
計
画
支
出
の
二
分
の
一
が
赤
字
財
政
（
貨
幣
創
造
）
と
外
国
援
助
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
実
績
に
お
て
い
は
四
一
一
一

％
）
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
次
計
画
に
お
い
て
は
赤
字
財
政
（
貨
幣
創
造
）
の
額
は
下
が
っ
た
（
た
だ
し
実
績
に
お
い
て
は
増
加
）
け

れ
ど
も
、
そ
の
分
篝
助
の
実
’
第
二
次
計
画
の
二
・
三
倍
ｌ
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
と
言
凝
る
．
ま
た
赤
字
財
政
（
貨
幣

創
造
）
と
援
助
の
総
計
は
二
七
六
億
ル
ピ
ー
で
全
計
画
支
出
の
一
一
一
○
％
、
実
績
に
お
い
て
は
一
一
一
五
六
億
ル
ピ
ー
で
同
四
一
％
で
あ
っ
た

（
第
四
表
参
照
）
。
以
上
の
指
標
が
如
実
に
語
る
よ
う
に
、
経
済
的
自
立
を
め
ざ
す
べ
く
着
手
さ
れ
た
重
エ
業
化
計
画
は
、
財
政
的
側
面

の
逼
迫
に
よ
っ
て
、
当
初
か
ら
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
外
国
援
助
へ
の
依
存
と
い
う
コ
ス
ト
を
払
わ
な
け
れ
ば
遂
行
さ
れ
え
な

い
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
た
。

さ
て
、
公
共
部
門
計
画
支
出
の
財
政
・
金
融
源
と
し
て
の
援
助
の
占
め
る
割
合
は
、
以
上
象
た
よ
う
に
第
二
次
計
画
以
後
著
し
く
増

大
し
た
が
、
実
績
で
こ
の
ト
レ
ン
ド
を
各
計
画
期
ご
と
に
み
て
い
く
と
、
第
一
次
計
画
期
一
八
億
九
千
万
ル
ピ
ー
（
全
計
画
支
出
の

九
・
六
％
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
次
計
画
期
に
は
一
○
四
億
九
千
万
ル
ピ
ー
（
同
、
一
一
二
・
五
＄
）
と
絶
対
額
で
五
・
六
倍
の

伸
び
を
示
し
た
。
こ
の
傾
向
は
第
三
次
計
画
で
は
更
に
強
め
ら
れ
、
二
四
一
一
億
三
千
万
ル
ピ
ー
（
同
、
二
八
・
二
％
）
と
絶
対
額
で
第

二
次
計
画
期
の
二
・
一
一
一
倍
、
第
一
次
計
画
期
の
実
に
十
二
・
八
倍
に
も
達
し
た
。
ま
た
純
国
民
生
産
物
に
占
め
る
割
合
で
ふ
て
も
、
第

一
次
・
第
二
次
・
第
三
次
計
画
期
そ
れ
ぞ
れ
年
間
平
均
で
、
○
・
四
％
↓
二
・
一
一
一
％
↓
一
一
一
・
二
形
と
墹
加
傾
向
を
た
ど
る
。
次
に
第
五

表
で
援
助
国
別
に
承
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
次
計
画
期
ま
で
の
借
款
。
贈
与
・

商
品
援
助
を
す
べ
て
合
わ
せ
た
総
援
助
承
認
額
の
う
ち
五
二
・
○
％
を
、
総
使
用
額
の
う
ち
五
七
・
九
％
を
占
め
る
。
ま
た
各
計
画
期

ご
と
に
ふ
る
と
、
第
一
次
計
画
期
に
は
総
承
認
額
の
五
六
％
、
総
使
用
額
の
七
○
％
、
第
二
次
計
画
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
六
○
％
、
五

五
％
、
第
三
次
計
画
期
に
は
四
五
％
、
五
九
影
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
膨
大
な
援
助
額
の
う
ち
さ
し
あ
た
っ
て
第
五
表
か
ら
注
目
を
惹
く

こ
と
は
、
Ｐ
。
Ｌ
・
四
八
○
に
よ
る
商
品
援
助
（
小
麦
を
中
心
と
す
る
余
剰
農
産
物
輸
入
の
見
返
り
資
金
を
イ
ン
ド
政
府
に
対
す
る
援
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第５表外国援助の構成；承認額・使用額

（切下げ前の為替レートによる，単位：千万ルピー）

第一次計画
終期まで

第二次計画期｜第三次計画期

承認額|使用額 承認額｜使用額｜承認額｜使用額

:勇鰄；}護|職｜
’ 

躍
724.75 

607.93 

３６．８４ 

226.89 

212.26 

９０．３１ 

1７０５２ 

８８．２２ 

１２３．３７ 

200.56 

1,505.16 

２０７．２３ 

２４０．８９ 

６０４ 

156`３９ 

１５５．７９ 

０６０ 

'淵

７
８
３
７
９
０
８
３
９
６
３
 

９
０
４
７
５
５
８
９
５
５
０
 

甲
●
●
●
０
□
０
０
０
Ｂ
●

１
８
４
７
０
０
９
９
９
８
１
 

４
３
４
７
１
０
６
１
４
４
 

２
１
１
２
１
１
１
 

ブ

２
 

122.99 

26.81 

260.79 222.801 8２ ３３． 57`２１ 

７
７
２
４
 

５
０
５
５
 

●
●
。
●

８
９
５
６
 

６
１
７
 

６
３
３
 

533.08 

７４．８５ 

７４，８５ 

1３ 147.52 

６４．７４ 

６４．７４ 

124. 

230.151 
230.151 

-’ 

2９ 

２９ 

116.82 

116.82 

1４．６３ 

１４．６３ 

●
●
 

（
叩
〆
］
（
平
安
］

琴,:含覇’
160.64’ 70.18 

44,26 

０．０３ 

Ⅱ、贈与

（i）アメリカ合衆国

（ii）イギリス

（iii）日本

６V）コンソーシアム
・メンバー総計

（V）ソビエト連邦

（vi）ソビエト・ブロ
ック総計

iii）その他

137.87 

２１．７９ 

ｑ９９ 

０．１３ 

１０９．６９ 

３８１ 

４．２１ 

２３．９７ 

107.15 

31.08 

０．８０ 

０１３ 

８８．２８ 

３．８１ 

４．２１ 

１４．６６ 

137.96 

９１．７７ 

０３９ 

125.47 

５４．５７ 

０，４２ 

０．３５ 

１１４．５３ 

１１５ 

１１５ 

９．７９ 

８５．５９ 

ｑ４３ 

０３５ 

１４７．２８ 

Ｌ１５ 

Ｌ１５ 

１２．２１ 

124.50 63.99 

6．１９ 1３．４６ 

1,130.73’ 
1,130.731 

１ 

ｎ．商品援助

（i）アメリカ合衆国

544.81 

544.81 

450.63 

450`６３ 

853.22 

853.22 

５－９２５１】

Ⅳ綬助総計l38L77120L5812,5359811,43Q3012,933491…8５
戸、

出所；７ｐｐ、172-3,Ｔａｂｌｅ１０．１，１０．２
￣ 
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肋
と
す
る
）
が
、
第
二
次
計
画
以
後
ア
メ
リ
カ
の
援
助
の
中
心
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
次
計
画
期
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
援
助
の
総
承

認
額
三
○
四
億
八
千
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
商
品
援
助
の
占
め
る
額
は
一
五
九
億
八
千
万
ル
ピ
ー
（
五
二
・
四
％
）
、
童
た
総
使
用
額
二
六

○
億
六
千
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
一
四
○
億
三
千
万
ル
ピ
ー
（
五
三
・
四
％
）
を
占
め
る
。
各
計
画
期
ご
と
に
承
る
な
ら
ば
、
第
二
次
計
画

期
で
は
承
認
額
の
七
四
％
、
使
用
額
の
七
○
％
を
、
第
三
次
計
画
期
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
四
％
、
五
一
％
を
占
め
る
。
ア
メ
リ
カ
と
並
ん

で
興
味
を
そ
そ
る
の
は
ソ
連
か
ら
の
援
助
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
第
二
次
計
画
期
以
後
の
著
し
い
琳
大
が
眼
に
つ
く
。
冷
戦
体
制

下
で
の
「
南
」
の
諸
国
を
め
ぐ
る
米
・
ソ
の
軍
事
的
・
政
治
的
目
的
Ⅱ
対
立
の
一
つ
の
反
映
を
、
こ
れ
ら
の
援
助
増
大
の
事
実
の
中
に

読
朶
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
ソ
連
の
援
助
の
推
移
を
承
る
と
、
第
二
次
計
画
期
で
は
借
款
総
承
認
額
一
二
八
億
一
千

万
ル
ピ
ー
の
う
ち
一
一
一
一
億
九
千
万
ル
ピ
ー
（
二
五
％
）
、
借
款
総
使
用
額
七
二
億
五
千
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
七
億
五
千
万
ル
ピ
ー
（
一
○
・

一
一
一
）
を
、
第
三
次
計
画
期
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
○
億
一
千
万
ル
ピ
ー
／
二
一
一
一
五
ル
ピ
ー
（
四
・
三
％
）
、
一
一
○
億
七
千
万
ル
ピ
ー
／
一
九

○
億
八
千
万
ル
ピ
ー
二
○
・
八
％
）
を
占
め
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
援
加
が
民
間
部
門
（
独
占
的
財
閥
）
、
社
会
的
間
接
資
本
部
門

お
よ
び
商
品
援
助
中
心
型
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
垣
ソ
連
の
援
助
は
公
共
部
門
お
よ
び
重
工
業
部
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
心
型
で
あ
る

こ
と
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
援
助
を
内
容
別
に
承
る
と
、
贈
与
の
割
合
が
急
速
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
眼
に
つ
く
。
第
一

次
・
第
二
次
・
第
三
次
計
画
期
の
総
承
認
額
に
占
め
る
贈
与
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
六
・
一
鯵
↓
四
・
九
％
↓
四
・
七
％
と
、
ま
た

総
使
用
額
に
占
め
る
割
合
は
、
三
四
・
八
％
↓
一
一
・
二
％
↓
一
一
一
・
七
％
と
急
減
し
て
い
る
。

し
か
し
以
上
の
よ
う
な
巨
額
の
援
助
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
当
り
援
助
額
を
と
っ
た
場
合
、
イ
ン
ド
は
低
開
発
国

の
中
で
も
最
も
そ
の
額
の
少
い
国
の
一
つ
に
属
す
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
し
て
、
イ
ン
ド
は
よ
り
多
額
の
援
助
を
受
け
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
議
論
Ⅱ
提
案
が
な
さ
れ
る
Ａ
兜
〕
け
れ
ど
も
、
問
題
は
た
だ
単
に
援
助
額
の
増
大
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
の

も
の
で
は
な
い
。
援
助
が
い
か
な
る
社
会
的
機
能
Ⅱ
経
済
的
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
、
援
助
の
内
容
、
性
格
お
よ
び
援
助
を
受
け
入
れ
る



７１インF重工業化の経済的帰結
側
の
経
済
的
体
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
進
諸
国
に
よ
る
「
援
助
と
い
う
名
の
経
済
的

侵
略
」
↓
政
治
的
Ⅱ
軍
事
的
侵
略
へ
の
転
化
の
可
能
性
の
危
険
性
や
、
低
開
発
諸
国
内
に
お
け
る
援
助
の
ゆ
く
え
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
現
状
況
（
「
日
韓
経
済
協
力
」
の
実
態
！
）
を
想
起
す
れ
ば
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
現
在
の
国
際
的
な
政
治
・
経
済
関
係

を
所
与
と
す
る
限
り
、
援
助
額
の
増
大
は
低
開
発
諸
国
の
直
面
す
る
自
立
的
国
民
経
済
建
設
の
課
題
を
解
決
す
る
最
良
の
方
策
た
り
え

な
い
。
一
九
六
四
年
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
に
お
け
る
「
南
」
の
諸
国
の
要
求
、
「
援
助
よ
り
も
貿
易
を
」
は
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

に
お
い
て
は
正
当
性
を
有
す
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
イ
ン
ド
に
お
け
る
援
助
の
用
途
別
配
分
を
第
六
表
に
よ
っ
て
ふ
る
と
、
第
一
に
鉄
鋼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

含
め
た
工
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
第
三
次
計
画
期
ま
で
の
総
承
認
額
三
八
○
億
ル
ピ
ー
の
う
ち
実
に
二
八
一
億
ル
ピ
ー
（
七
四
％
）
、
総

使
用
額
二
六
八
億
ル
ピ
ー
の
う
ち
一
七
四
億
ル
ピ
ー
（
六
五
筋
）
と
圧
倒
的
な
部
分
を
占
め
、
次
に
鉄
道
・
電
力
・
港
湾
・
運
輸
。
通

信
と
い
っ
た
社
会
的
間
接
資
本
が
承
認
額
で
一
○
○
億
ル
ピ
ー
（
全
承
認
額
の
一
一
二
影
）
、
使
用
額
で
六
五
億
ル
ピ
ー
（
全
使
用
額
の

三
○
形
）
を
占
め
、
援
助
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
（
承
認
額
で
九
六
％
、
使
用
額
で
九
五
％
）
が
工
業
と
社
会
的
間
接
資
本
の
設
立
の
た

め
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
農
業
部
門
お
よ
び
教
育
を
含
め
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
門
へ
の
援
助
の
配
分
は

無
に
等
し
い
。
工
業
化
の
援
助
衣
存
的
性
格
お
よ
び
援
助
の
工
業
部
門
へ
の
一
方
的
配
分
と
い
う
政
策
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
次
に

公
法
四
八
○
（
勺
こ
す
一
一
Ｄ
Ｐ
、
弓
冷
。
、
す
な
わ
ち
「
合
衆
国
農
業
貿
易
発
展
・
援
助
法
」
ご
・
の
．
シ
、
骨
巨
冒
色
目
Ｈ
匙
の
Ｃ
の
ぐ
の
一
・
℃
日
の
員

陣
シ
叩
爵
の
菌
ロ
ロ
の
シ
ｏ
庁
）
に
よ
る
商
品
援
助
が
イ
ン
ド
経
済
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
を
承
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
Ｐ
・
Ｌ
ｏ
四

八
○
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
余
剰
農
産
物
（
ほ
と
ん
ど
が
小
麦
）
を
イ
ン
ド
へ
輸
出
し
、
そ
の
見
返
り
資
金
を
イ
ン
ド

政
府
へ
贈
与
・
借
款
の
形
で
援
助
す
る
も
の
で
、
国
内
の
余
剰
農
産
物
の
は
け
口
を
低
開
発
諸
国
に
求
め
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
の
染
な
ら
ず
一
九
五
六
年
八
月
の
最
初
の
契
約
か
ら
一
九
六
七
年
十
二
月
の
契
約
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第６表外国援助の用途別配分

（単位：百万ルピー）（）内は百分率

承 使認 額 額用

次
期
三
画

第
計

次
期
二
画

第
計

次
り
で

一醗
第
計
ま

次
期
三
画

第
計

次
期
二
画

第
計

次
り
で

一醗
第
計
ま計 計

０
Ｊ
９
Ｊ
９
Ｊ
０
１
 

５
１
２
３
４
７
８
０
 

８
．
５
．
０
．
１
《

，
０
‐
８
Ｌ
、
Ｉ

Ｆ
』
ｎ
口
Ⅱ
グ
【
Ｒ
ｕ

【
】

電
徴
遂
剛

炉
Ｈ
】
２
列
四
□
凸
呵
■
■
Ｒ
ｕ

【
】
【
『
２

６
Ｊ
Ｃ
Ｊ
８
Ｊ
４
Ｊ
５
Ｊ
０
１
 

０
４
９
０
７
９
１
５
５
７
６
８
 

１
．
３
．
０
．
０
．
６
．
０
．
 

，
３
１
，
２
，
０
１
，
２
 

｜
ｄ
１
 

１
３
５
 

１
 

Ｆ
閂
』
』
、
ｌ
夕
Ｒ
ｕ

日
一

四
月
】
、
『
】
『
〃
０
、
Ⅱ
Ⅲ

【
】
【
Ｎ
】

r1 

h｣ 

(lib?；i(}:ｂ６ｉ;|(欄|(柵|(,柵|(lib}iil(lib#;;|(洲計

Ｒ 

出所；５２ｐ､３３４Table５
￣ 
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に
至
る
ま
で
の
総
資
金
四
一
億
三
千
万
ド
ル
の
う

ち
イ
ン
ド
政
府
へ
の
援
助
に
あ
て
ら
れ
た
部
分
は

鐸
八
割
ｌ
借
款
が
二
四
億
九
千
万
ド
ル
（
六

○
・
四
％
）
、
噸
与
が
八
億
二
千
万
ド
ル
二
九
・

八
鯵
）
ｌ
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
二
割
は
合
衆
鬮

の
民
間
企
業
へ
の
借
款
と
し
て
二
億
七
千
万
ド
ル

（
六
・
六
％
）
お
よ
び
合
衆
国
政
府
自
身
の
使
用

と
し
て
五
億
五
千
万
ド
ル
（
十
三
・
二
％
）
と
い

う
再
配
分
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

イ
ン
ド
の
側
か
ら
承
る
な
ら
ば
、
本
来
自
国
の
政

府
が
自
由
に
し
う
る
資
金
の
使
用
権
・
処
分
権
を

一
度
ア
メ
リ
カ
に
委
ね
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
過
程
で
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ン
ド

間
で
の
資
金
の
再
配
分
と
援
助
の
六
割
を
占
め
る

借
款
へ
の
利
子
支
払
と
い
う
コ
ス
ト
す
ら
と
も
な

っ
て
い
た
。
は
た
し
て
Ｐ
。
Ｌ
・
四
八
○
に
よ
る

小
麦
輸
入
は
こ
う
し
た
コ
ス
ト
を
償
っ
て
あ
ま
り

あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
大
量
の
小
麦
輸
入



が
イ
ン
ド
経
済
に
与
え
る
影
響
は
諺
す
ぐ
れ
て
競
争
財
で
あ
る
食
糧
穀
物
生
産
に
与
え
る
影
響
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

確
か
に
一
方
で
は
人
口
増
加
率
に
追
い
つ
か
な
い
食
樋
増
加
率
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
は
農
産
物
価
格
の

引
下
げ
効
果
を
も
ち
、
た
め
に
農
業
の
発
展
誘
因
を
低
下
せ
し
め
る
よ
う
な
社
会
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
（
〔
⑲
〕
や
画
９
頭
・
）
。
か
く
し

て
イ
ン
ド
政
府
は
次
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
に
た
ち
い
た
っ
た
。
「
諸
計
画
の
た
め
に
非
イ
ン
フ
レ
的
財
源
を
獲
得
す
る
べ
き
か
、
そ

（
４
）
 

れ
と
も
農
業
の
た
め
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
べ
き
か
」
（
〔
顕
〕
己
．
②
』
②
）
。

と
も
あ
れ
Ｐ
．
Ｌ
・
四
八
○
に
よ
る
食
糧
穀
物
の
大
量
輸
入
は
、
都
市
優
先
Ⅱ
農
村
し
わ
寄
せ
型
政
策
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
た
と
え
Ｐ
。
Ｌ
・
四
八
○
援
助
が
き
り
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ま
た

そ
れ
に
よ
っ
て
農
産
物
価
格
が
何
ほ
ど
か
上
昇
し
農
業
発
展
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
た
だ

ち
に
イ
ン
ド
農
業
の
直
面
す
る
食
糧
不
足
解
消
の
課
題
で
あ
る
農
業
生
産
性
増
大
の
制
度
的
保
証
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
ン
ド
の
農
業
問
題
は
ま
ず
何
よ
り
も
社
会
問
題
と
し
て
（
土
地
改
革
、
大
家
族
制
度
の
改
革
お
よ
び
カ
ス

搬
卜
関
係
の
廃
絶
）
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
農
産
物
価
格
政
策
の
及
ぼ
し
う
る
生
産
性
上
昇
効
果
は
、
全
体

帰郷
と
し
て
の
農
村
・
農
業
政
策
の
一
環
と
し
て
位
掻
づ
け
ら
れ
な
い
限
り
、
本
来
の
意
味
を
と
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

畷
む
し
ろ
食
糧
危
機
は
一
層
深
刻
化
す
る
と
さ
え
一
一
一
一
口
え
る
で
あ
ろ
う
。
価
格
上
昇
効
果
が
生
産
性
上
昇
効
果
を
導
き
出
す
た
め
に
は
市
場

靴
機
構
の
成
立
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
っ
た
く
同
一
の
理
由
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

錘
食
糧
生
産
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
低
開
発
諸
国
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
に
よ
る
貨
幣
所
得
の
増

ドン
大
は
、
低
生
活
水
準
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
何
よ
り
も
食
樋
支
出
の
増
大
に
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
食
糧
支

イ

出
の
増
大
は
食
職
価
格
の
上
昇
を
導
き
出
す
。
し
か
し
こ
こ
で
供
給
側
の
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
に
出
あ
っ
て
、
連
鎖
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
と

３
 

７
ぎ
れ
る
。
農
業
部
門
に
お
い
て
生
産
的
投
資
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
な
い
限
り
、
価
格
の
上
昇
↓
生
産
性
の
上
昇
↓
需
給
の
均
衡



7４ 
と
い
う
波
及
効
果
は
望
め
な
い
。

さ
て
赤
字
財
政
（
貨
幣
創
造
）
に
よ
る
イ

ン
フ
レ
圧
力
は
貨
幣
需
要
を
過
大
に
換
起
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
的
に
は
価
格
上
昇

の
引
き
金
を
ひ
く
こ
と
に
な
り
、
対
外
的
に

は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ル
ピ
ー
の
過

大
評
価
を
引
き
お
こ
し
、
輸
入
の
増
大
お
よ

び
輸
出
の
停
滞
を
促
進
し
、
準
備
金
の
流
出

を
不
可
避
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
収
支

の
継
続
的
な
悪
化
へ
と
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
イ
ン
ド
経
済
の
危
機
が
二
つ
の

Ｆ
、
す
な
わ
ち
「
食
糧
危
機
「
’
（
｛
。
。
」
胃
血
目

Ｃ
鳥
厨
）
と
「
外
為
危
機
」
（
用
・
昂
〕
ぬ
ロ
の
Ｈ
‐

・
ゲ
自
由
の
且
鳥
）
に
端
的
に
象
徴
さ
れ
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
七
表
お
よ

び
第
一
図
で
国
際
収
支
の
ト
レ
ン
ド
を
承
る

と
、
第
二
次
計
画
期
に
お
け
る
重
工
業
化
の

推
進
と
と
も
に
輸
入
の
急
増
↓
貿
易
収
支
赤

(単位：Rscrores）2.200 

2.000 

1.800 

1.600 1)繍入(c､Ｍ､）

２１輪ｌｌＩ(f､０．１）1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

5)資本勘定

３１サービス

4騨術勘定

200 

０ 

200 

400 

600 

800 

1.000 
)５６１９５７１９５８１９５９１９５０１９６１１９６２１９６３ｉ964196519661967］9681960 

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｉｌｌｌｌ 
ｌ９５１１９５６１９５７１９58195919601961196219631964196519661967196819691970 

第１図国際収支の動向

出所；Gov､oflndia,BasicStatisticsrelatingtothelndianEconomy,ｐｐ､108～９
資料；ReserveBankoflndia
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第７表国際収支
(単位8千万ルピー）

1961 

～6２ 

1960 

～6１ 

1958 

～5９ 

1959 

～6０ 

1957 

～5８ 

1956 

～5７ 

1955 

～5６ 

1950 

～５１ 

l譲已薦jｌ
1969 

～7０ 

1967 

～6８ 

1968 

～6９ 

1965 

～6６ 

1966 

～6７ 

1963 

～6４ 

1964 

～6５ 

1962 

～6３ 

３
９
４
８
４
９
２
６
４
４
 

２
３
８
８
７
７
４
５
１
４
 

詔
⑭
刀
１
』
ｏ
虹
３
妬
翠
１

Ｌ
Ｌ
｜
＋
’
一
｜
＋
＋
一

５
４
１
５
６
２
６
５
９
７
 

０
７
３
９
１
５
３
２
８
３
 

４
６
７
３
３
６
１
９
７
１
 

７
３
３
３
４
４
１
 

Ｌ
Ｌ
｜
＋
｜
’
一
十
，
〒
一

８
６
２
６
７
３
２
７
９
６
 

２
４
８
１
７
４
６
３
９
．
５
 

０
２
７
８
８
８
 

２
Ｌ
’
十
一
一
一
十
十
一

６
３
３
５
１
９
８
１
９
０
 

５
９
６
６
３
２
５
１
６
６
 

Ｌ
Ｌ
一
十
一
一
十
十
十
’
一

０
３
６
６
０
９
１
２
０
８
 

１
’
十
＋
’
｜
＋
＋
＋

８
９
９
８
１
０
４
４
８
８
 

，
叩
⑬
”
如
躯
５
妬
閃
姐

Ｌ
｜
＋
＋
一
「
一
・
｜
「
＋
’

０
６
４
４
６
４
４
０
４
６
 

Ｐ
Ｃ
１
３
３
０
９
５
９
４
４
 

４
０
４
８
１
４
９
０
５
 

２
８
４
３
３
４
 

Ｌ
｜
＋
十
一
＋
一
・
十
一

８
９
９
２
３
０
８
９
１
９
 

６
０
』
ひ
７
５
４
０
８
８
５

９
８
１
７
１
５
４
４
 

０
６
４
１
３
３
３
 

１
｜
＋
一
一
｜
＋
＋
｜

｜嶮蠅》辨》躯》榴艫間》》拙漏
一辨聡辨頻遮垂辮議纒麺密“

出所；Ｇｏｖ・oflndia,BasicStatisticsrelatingtothelndianEconomy，ｐｐ、
108～９ 

資料；ＲｅｓｅｗｅＢａｎｋｏｆｌｎｄｉａ



7６ 
字
現
象
が
起
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
貿
易
収
支
の
赤
字
は
公
共
部
門
の
輸
入
急
増
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
貿
易
収
支
↓
経

常
勘
定
の
継
続
的
赤
字
傾
向
に
よ
っ
て
外
貨
保
有
量
が
急
減
し
、
そ
の
た
め
に
援
助
が
ま
す
ま
す
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
ピ
ル
ト
・
イ

ン
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
主
要
輸
入
品
の
動
向
を
第
八
表
お
よ
び
第
二
図
で
承
る
と
、
大
半

が
工
業
化
に
必
要
と
さ
れ
る
機
械
・
鉄
鋼
・
運
輸
機
器
・
非
鉄
金
属
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
予
測
も
で
き
、
ま
た
う

な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
食
糧
穀
物
で
あ
る
小
麦
・
米
も
ま
た
急
増
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
を
み
の
が
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
一
九
六
○
’
六
一
年
以
後
を
み
る
な
ら
ば
、
全
輸
入
品
の
う
ち
資
本
財
・
中
間
財
が
ほ
ぼ
五
分
の
三
近
く
を
占
め
、

食
紐
が
ほ
ぼ
五
分
の
一
な
い
し
四
分
の
一
を
占
め
る
（
第
九
表
）
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
の
工
業
化
は
農
業
生
産
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
逢
っ
た
く
逆
に
農
業
生
窪
の
鍔
を
所
与
の
も
の
と
し
て
ｌ
あ
る
い
は
更
に
そ
の
鴬
を
社
会
的
コ

ス
ト
と
し
つ
つ
ｌ
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
．
し
た
が
っ
て
そ
れ
憾
早
蝋
圓
ら
の
市
場
的
限
界
に
つ
き
あ
た
り
、
自
ら
の
筒
を
し
め

（
５
）
 

る
と
い
う
自
家
憧
着
的
性
格
を
宿
命
的
に
担
っ
て
い
た
。
次
に
輸
出
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
一
一
一
一
口
う
と
、
第
十
表
お
よ
び
第
三
図
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
六
○
年
後
半
か
ら
目
ざ
ま
し
い
伸
び
を
ふ
せ
る
金
属
製
品
を
例
外
と
し
て
、
茶
・
ジ
ュ
ー
ト
製
品
・
綿
製
品
と
い
っ
た
伝

統
的
な
輸
出
製
品
が
依
然
と
し
て
圧
倒
的
で
、
全
輸
出
品
の
四
分
の
三
な
い
し
五
分
の
四
を
占
め
る
（
第
十
一
表
）
。
一
方
、
近
代
的
な

重
化
学
工
業
部
門
製
品
は
ま
だ
輸
出
し
う
る
段
階
に
到
達
す
る
ま
で
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
な
が
ら
周
知
の
よ
う
に
こ
う
し
た
伝
統
的

輸
出
品
は
需
要
弾
力
性
に
乏
し
い
し
、
ま
た
イ
ン
ド
製
品
の
輸
出
先
が
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
に
一
方
的
に
偏
重
し
て
い
る
た
め

に
、
こ
れ
ら
先
進
諸
国
の
成
長
率
の
低
下
に
よ
る
打
撃
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
象
た
場

合
、
伝
統
的
輸
出
品
に
極
端
に
依
存
す
る
イ
ン
ド
の
輸
出
に
は
大
幅
な
発
展
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
輸
出
構
造
の

転
換
Ⅱ
産
業
構
造
の
転
換
↓
輸
出
競
争
力
の
強
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
輸
出
入
の
状
態
に
対
し

て
、
イ
ン
ド
は
第
三
次
計
画
期
ま
で
輸
入
代
替
政
策
中
心
の
貿
易
Ⅱ
産
業
政
策
を
と
っ
て
き
た
が
、
》
」
の
「
内
向
的
発
展
」
を
め
ざ
す
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第８表主要輸入品
(単位：十万ルピー）

196011961 

～611～6２ 
195511956 

～５６１～5７ 
195711958 

～５８，～5９ 
1959 

～6０ 

1950 

～5１ 

|熱

８
７
５
６
６
０
７
６
０
２
 

９
７
６
８
９
５
０
４
２
６
 

３
８
２
５
４
５
（
ろ
９
４
４

ヶ
７
９
１
９
９
９
９
Ｊ
８

９
１
６
９
１
３
０
４
０
６
 

『
上

、
。

151320 

２，２４４ 

８，１７４ 

12,9781 
１，６３４ 

４，１２３ 

８，６８４ 

１，８６９ 

４，４３６ 

８，４２９ 

３，８８１ 

２０，７９５ 

小麦

米

原綿

鉱油・燃料

肥料

化学製品

鉄鋼

非鉄金属

機械

運輸機器

■
ロ
●
●
Ｐ
■
●
■
■
●

可
■
Ⅱ
凸
一
血
〆
】
、
『
）
・
ｌ
ｍ
－
一
再
』
可
〉
〈
（
即
》
【
。
〃
。
〈
〕
（
）
ｎ
〕
）
（
Ⅱ
叩
》

。
□
Ⅱ
一

6,9521 

1,2131 

賎
7,13817,230 

総輸入Ⅷ|`…|…|…|､…１，…|,…■…,|…
196411965 
～6５～6６ 

1968 

～6９ 

1969 

～7０ 

1966 

～6７ 

1967 

～6８ 

1962 

～6３ 

1963 

～6４ 

７
６
１
４
３
７
 

４
７
０
９
８
３
 

８
４
３
４
８
７
 

？
？
３
９
９
，
 

７
５
８
７
４
７
 

３
１
 

！
…
 

９
４
１
１
８
８
２
９
５
３
 

５
７
０
４
１
２
６
８
７
６
 

９
？
９
つ
■
曰
３
０
１
９

２
５
９
８
｛
、
８
８
８
４
６

１
４
 

３
５
８
１
２
２
４
４
４
６
 

３
２
７
９
９
８
１
２
８
８
 

４
８
２
７
５
６
１
４
２
９
 

２
８
９
９
９
？
７
，
，
？
 

８
５
８
３
７
６
８
７
４
４
 

１
 

１
 

３
 

小麦

米 篭
６，８３５ 

４，４８２ 

３，５７９ 

９，７７６ 

６，８３５ 

４１，９５９ 

６，９９０ 

４２，３０４ 

８，１６４ 

５，６４７ 

６，３３８ 

１０，２９６ 

５，４０５ 

13,4841 

３，７５０ 

4,898 

10,449 

３，７６４ 

３，２１１ 

９，３１５ 

５，５０６ 

３６，５９２ 

７，１０６ 

24,1921 
4,0171 

５，８０８ 

６，８６７ 

３，２８６ 

3,404 

10,496 

5,792 

40,427 

７，３４７ 

1１，３０９ 

２，７０１ 

５，６９１ 

８，７９７ 

3,024 

３，８０７ 

８，９０１ 

５，５１４ 

Ｂ
●
■
●
●
●
●
●
■
■
 

可
ロ
Ⅱ
△
〔
叩
〃
】
ハ
ベ
）
・
句
」
一
戸
民
）
《
・
里
呵
〉
［
ｂ
Ｊ
。
（
叩
【
）
ｎ
『
）
、
叩
）。□■（

H瀬燃illil
肥科’

化学製品

鉄鋼

非鉄金属

機被

運輸機器

9,793110,629 
8,573,8,893 
51,391’４２，２２０ 

６，２２１８，０９３ 

31,533, 

7,2051 

総輸入綴|､…,…|…"|…|…．'…'哩…|…
出所；ＧｏＭｏｆｌｎｄｉａ，BasicStatisticsrelatingtothelndianEconomy，ｐｐ,8２

９５ 

資料；MinistryofIndustry＆InternalTrade（OHiceoftheEconmicAdviser）



7８ 

(千万ﾙﾋﾟｰ）

Ⅲ 

別

iＭ 

9１ 

)【

Ｍ’ 

~51～56～57～58～59～60～61～62～63～64～65～66～67～68～69～７０ 

節２図主要輸入品の推移
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第９表輸入 構成 (％） の

資本財
中間財(a）

その他鉱産物食糧｜原 料

（
ろ
（
ｂ
一
０
６

●
●
●
●
 

Ｒ
》
６
４
４

■
上
り
】
、
０
１

28.9 

29.6 

43.5 

56.4 

〈
Ｕ
（
Ｕ
（
ろ
ワ
】

●
■
■
Ｃ
 

ｎ
Ｕ
Ｐ
０
１
（
Ｒ
）
 

ｎ
Ｊ
『
１
１

１
Ｐ
、
く
じ
０
１
戸
。
（
ｂ
９

戸
、
Ｐ
Ｄ
Ｐ
、
（
ｂ
〈
ｂ
《
ｂ
（
ｂ
（
ｂ

一
一
一
一
一
一
一
一

〈
Ｕ
の
二
戸
０
７
（
Ｕ
ワ
】
’
０
【
Ｊ

Ｐ
Ｄ
Ｆ
ｏ
Ｐ
ｏ
Ｐ
Ｄ
（
、
（
ｂ
〈
０
（
０

０
〉
０
）
０
〉
Ｑ
》
ｑ
》
９
９
口
）

勺
１
１
▲
１
▲
つ
上
『
人
１
１
▲
勺
上

15.5 

19.8 

5.0 

１１．６ 

２
７
７
３
 

●
●
●
●
 

８
０
７
２
 

５
６
５
５
 

５
９
２
９
 

●
●
■
●
 

２
２
３
４
 

19.0 

17.8 

25.0 

27.9 

14.2 

11.2 

９．７ 

１１．１ 

(a)＝化学製品及びその他の中間財，機械及び運輸機材
出所；Ｓ・RShenoy,India；ProgressorPoverty？,ＩＥＡ,1971.,ｐ､８２Table２４

第10表主要輸出品（単位：十万ルピー）

'1蝿1浬,|'鶏 '蓮711浬811甥，
1959 

～6０ 

1961 

～6２ 

Ｉ蕊辮illl蝋！
総輸出額'60.064|…2160,"5156,110'58,083163,965166,022,67,969

'甥311鶏|'甥511鶏|'鶏
1967 

～6８ 

1968１９６９ 

～６９１～7０ 

蕊溌雛
総輸出額,7L36179,32418L630180,,55111…皿869113…I14L321

１１ 

出所；Gov・oflndia,BasicStatisticsrelatingtothelndianEconomy,pp98～105
資料；Ministryoflndustry＆InternalTrade（Ｏ価ceoftheEconomicAdviser）



8０ 

(千万ﾙﾋﾟｰ）
250 

’ 
Ａ 
ｌ、
Ｉ、
ノ（

｝、、

ノ、

、

、

(2)ｼﾞｭｰﾄ製品

/ 
八

200 

150 

(3) 
8才

、、

１２１ 

100 

LI 

UⅢ 

(1) 

5０ 

(5) 

' 
ゲ

ゾ
界￣

少

■、 ニデヂ← 
夕

グ
夕

14ルー－－－－－－
ゲ

－－－ロゴ
ｌｌ－9０－－ 

1950195519551957195819591960196119621963196419651966196719681969 

～51～56～57～58～59～60～61～62～63～64～65～66～67～68～69～7０ 

第３図主要輸出品の推移
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第11表 輸出の櫛成

（％） 

伝統的(a）新工業化
輸出品製品

に）
その他 (a)＝農産物，原料，綿及びジ

ュート製品

の)＝化学製品,工芸的絹製品，

セメント,鉄鋼，機械及

び運輸機材

に)＝皮革及び皮革製品，羊毛

カーペット及びラグ

１
５
６
９
０
１
５
６
９
 

５
５
５
５
６
６
６
６
６
 

一
一
一
一
一
一
一
一
一

０
２
５
６
９
０
２
５
７
 

５
５
５
５
５
６
６
６
６
 

９
９
９
９
９
９
９
９
９
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

74.2 25.8 

24.5 

26.2 

22.8 

19`４ 

１２．０ 

１２．４ 

7５．５ 

73.8 

77.0 

77.3 ３．２ 

４．５ 

４．２ 

４．５ 

７．６ 

83.4 

83.3 

出所；

ＳＲ、Shenoy，ｏｐ､Cit.，ｐ８１

81.6 13.8 

74.9 1７．１ 

政
策
は
ほ
と
ん
ど
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
第
四
次
計
画
で
は
輸
出
促
進
政
策

と
い
う
「
外
向
的
発
展
「
一
を
め
ざ
す
政
策
へ
と
強
調
点
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
が
、
イ
ン
ド
国
際
収
支
の
継
続
的
悪
化
（
外
為
危
機
）
は
輸
出
入
政
策
の
手

直
し
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
定
の
前
提
条

件
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
は
一
「
内
向
的
発
展
」
Ⅱ
国
内
市
場
開
発
方
式

の
ほ
う
が
突
破
の
客
観
的
可
能
性
は
は
る
か
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
外
為
危
機
は

重
工
業
化
を
強
力
に
押
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
資
源
ギ
ャ
ッ
プ
」
の

一
つ
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
イ
ン
ド
重
工
業
化
は
、
大
規
模
な
投
資
を

要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
と
援
助
の
増
大
を
「
計

画
」
し
、
外
為
危
機
と
食
糧
危
機
を
鬼
子
と
し
て
生
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
重
工
業
化
の
歪
象
Ⅱ
社
会
的
コ
ス
ト
は
、
も
う
一
つ
の
焦
点
を

形
づ
く
る
投
資
の
部
門
別
配
分
を
め
ぐ
る
議
論
に
眼
を
や
る
時
、
よ
り
一
層
根
深

い
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
自
己
否
定
的
性
格
を
は
か
ら
ず
も
露
呈
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

（
１
）
し
か
し
な
が
ら
ヌ
ル
ク
セ
Ⅱ
ロ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ロ
ダ
ン
の
均
衡
成
長
論
が

「
不
況
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
的
分
析
の
一
変
種
か
ら
示
唆
さ
れ
た
」
と
す
る
〈
Ｉ
シ

ュ
マ
ン
の
指
摘
は
、
十
分
考
慰
に
価
す
る
（
〔
、
〕
獣
剤
勺
・
臣
）
。
周
知
の
よ
う
に

ヌ
ル
ク
セ
は
、
過
剰
人
口
国
に
お
け
る
農
村
の
偽
装
失
業
を
潜
在
的
貯
蓄
力
と
同
一



8２ 
視
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
均
衡
成
長
論
の
可
能
性
を
導
き
出
し
、
ま
た
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
資
本
形
成
率
の
増
加
が
消
費
の
縮
少
を
要
求
す
る
古

典
学
派
モ
デ
ル
と
も
、
消
饗
も
投
資
も
と
も
に
拡
大
す
る
こ
と
の
で
き
る
ケ
イ
ン
ズ
学
派
モ
デ
ル
と
も
異
な
っ
た
、
消
擬
水
準
を
切
り
下
げ
な
い

で
資
本
形
成
を
増
大
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
古
典
学
派
的
接
近
と
ケ
イ
ン
ズ
学
派
的
接
近
の
中
間
に
位
腫
す
る
消
饗
・
投
資
間
の
関
係
」
を
指
摘

、
、
、
、
、

す
る
の
で
あ
る
が
、
農
村
偽
装
失
業
と
潜
在
的
貯
蓄
力
が
決
し
て
同
義
で
な
い
以
上
、
均
衡
成
長
論
に
基
づ
く
投
資
需
要
の
増
大
は
実
質
的
に
は

ケ
イ
ン
ズ
学
派
的
想
定
に
立
っ
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
容
認
論
に
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
均
衡
成
長
論
は
、
結
局
は
「
現
実
逃
避
的
な
解

決
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
〈
１
シ
ュ
マ
ン
の
批
判
は
見
事
仁
こ
の
議
論
の
ア
キ
レ
ス
の
跡
を
一
言
で
射
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
「
生
存
部
門
」
と
「
資
本
家
部
門
」
と
い
う
二
部
門
分
割
に
よ
る
著
名
な
Ａ
・
ル
イ
ス
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
（
〔
響
）
、
資
本
形
成
を
目
的
と

す
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
「
自
己
破
壊
的
」
（
⑯
の
一
（
．
：
い
［
『
月
冒
の
）
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
自
発
的
貯
蓄
が
イ
ン
フ
レ
ー
ト
さ
れ
た

投
資
水
準
に
一
致
す
る
点
で
イ
ン
フ
レ
は
収
束
す
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
国
民
所
得
の
再
配
分
が
資
本
家
Ⅱ
貯
蓄
階
級
に
有
利
に
な

る
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
低
開
発
諸
国
に
お
い
て
貯
蓄
が
小
さ
い
の
は
、
「
彼
ら
が
あ
ま
り
に
も
貧
し
い
」
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
に

「
資
本
家
部
門
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
」
か
ら
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
開
発
イ
ン
フ
レ
は
原
始
的
蓄
積
の
強
力
な
テ
コ
と
し
て
機
能
し
う
る
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
ル
イ
ス
・
モ
デ
ル
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
モ
デ
ル
に
あ
っ
て
は
、
利
潤
に
よ
っ
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

さ
れ
た
資
本
（
ご
『
・
家
［
，
、
：
『
８
」
８
宮
［
・
一
）
で
あ
れ
、
信
用
に
よ
っ
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
さ
れ
た
資
本
（
。
『
＆
一
【
，
冒
目
・
の
」
・
息
旨
一
）
で
あ
れ
、
一
ノ

ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
す
る
究
極
的
な
影
響
は
同
一
で
あ
る
と
詮
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
モ
デ
ル
も
ま
た
ヌ
ル
ク
セ
と
同
様
に
、
生
存
水
準
賃

金
で
無
制
限
の
労
働
供
給
が
可
能
で
あ
る
（
つ
ま
り
労
働
の
限
界
生
産
性
Ⅱ
ゼ
ロ
）
と
い
う
「
古
典
学
派
的
仮
定
」
に
議
論
の
出
発
点
を
も
っ
て

い
た
。
こ
こ
で
は
労
働
供
給
側
で
の
鑑
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
は
方
法
的
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ひ
と
た
び
こ
の
仮
定
を
は
ず
し
た
場
合
、
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
資
本
家
部
門
の
拡
大
に
帰
結
す
る
よ
う
な
新
し
い
均
衡
点
に
到
達
し
う
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
ル
イ
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
利
潤
（
↓
貯
蓄
）
増
大
の
ペ
ー
ス
が
国
民
所
得
増
大
の
ペ
ー
ス
よ
り
も
速
く
進
ま
な
け
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
投
資
・
貯
蓄
水
準
が

一
致
す
る
均
衡
的
に
到
達
す
る
こ
と
ば
な
い
。
国
際
関
係
の
捨
象
（
↓
国
際
収
支
の
悪
化
）
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
も
、
「
生
存
部
門
」
Ⅱ
農
村

か
ら
の
労
働
供
給
側
の
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
、
お
よ
び
食
糧
供
給
の
非
伸
縮
性
、
更
に
は
「
資
本
家
部
門
」
に
お
け
る
企
業
者
精
神
の
稀
薄
等
々
の

現
実
的
諸
困
難
を
考
慮
に
入
れ
て
糸
れ
ぱ
、
ル
イ
ス
の
言
う
よ
う
に
資
本
形
成
の
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
「
自
己
破
壊
的
」
で
あ
る
と
は

必
ず
し
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

、
、

（
３
）
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
低
開
発
経
済
突
破
問
題
に
対
し
て
、
静
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
稀
少
資
源
の
最
適
配
分
と
い
う
新
古
典
学
派
的
視
点
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工
業
化
あ
る
い
は
経
済
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
承
た
場
合
、
利
用
可
能
な
資
源
を
計
画
化
に
よ
っ
て
各
部
門
に
適
切
に
配
分
し
な
け

れ
ば
癒
ら
ぬ
と
い
う
低
開
発
薑
に
と
っ
て
の
至
上
零
使
そ
の
利
用
し
う
る
資
源
量
ｌ
あ
る
い
は
Ｐ
・
ベ
ラ
の
一
一
一
一
員
う
「
誓

蒻
」
（
（
３
）
）
ｌ
が
絶
対
的
に
低
位
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
相
応
の
社
会
的
コ
ス
ト
葱
い
ず
れ
か
ｏ
部
門
が
何
ら
か
の
形
で
支
払
う

、
、
、

》
」
と
な
し
に
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
を
一
層
困
難
に
し
て
い
る
事
情
は
急
速
な
工
業
化
あ
る
い
は
経
済
発
展
が
要
請
さ

（
５
）
こ
う
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
る
客
観
的
可
能
性
は
ｌ
徹
底
的
な
土
地
改
革
が
望
め
な
い
限
り
’
二
つ
し
か
な
い
。
第
一
は
外
鬮
市

場
へ
の
進
出
で
あ
り
、
第
二
は
地
主
Ⅱ
富
農
層
を
中
心
と
す
る
国
内
市
場
の
上
か
ら
の
拡
大
で
あ
る
。
第
四
次
計
画
に
お
け
る
輸
出
促
進
政
策
と

「
緑
の
革
命
」
へ
の
転
換
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
な
お
イ
ン
ド
の
対
外
市
場
開
発
の
方
向
を
提
唱
し
た
も
の
と
し
て
、

砲
〕
が
興
味
深
い
。

（
４
）
一
般
的
に
言
っ
て
、
イ
ン
ド
の
よ
う
な
低
資
本
蓄
積
国
が
あ
え
て
重
工
業
化
（
大
規
模
投
資
）
を
遂
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
資
金
調
達
の

手
段
と
し
て
国
内
の
貨
幣
供
給
増
大
と
外
国
か
ら
の
援
助
へ
の
依
存
の
増
大
と
は
二
者
択
一
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
こ
れ
ら
と
ト
レ
ー
ド
・

オ
フ
の
関
係
に
あ
る
課
税
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
。
第
二
次
計
画
で
は
よ
り
多
く
前
者
に
、
第
三
次
計
画
で
は
よ
り
多
く
後
者
に
依
存
し
て

〔四〕 を
生
か
し
、
長
期
（
歴
史
）
動
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
資
本
の
原
始
的
蓄
積
と
い
う
ス
ミ
ス
↓
マ
ル
ク
ス
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
前
者
は
後
者
の
一
環
と
し
て
組
み
こ
ま
れ
な
い
限
り
、
そ
の
大
半
の
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
た
だ
わ

れ
わ
れ
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
低
開
発
経
済
に
お
け
る
市
場
機
構
の
未
形
成
と
い
う
事
実
と
、
稀
少
資
源
の
最
適
配
分
と
い
う
突
破
経
路
に
お
け

る
規
範
と
を
明
確
に
区
別
し
、
後
者
を
突
破
理
論
Ⅱ
原
蓄
論
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
）
」
と
で
あ
る
。
新
古
典
学
派
に
お
け
る
市
場

機
構
の
成
立
を
前
提
条
件
と
し
た
資
源
の
最
適
配
分
理
論
が
低
開
発
経
済
分
析
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
）
」
と
は
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
（
。
．
【
．

い
た
上
｝
言
え
る
。

〔
鍋
己
。

投
資
の
部
門
間
配
分
を
め
ぐ
る
社
会
的
コ
ス
ト
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れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
も
は
や
自
由
市
場
形
成

に
よ
る
最
適
資
源
配
分
と
い
っ
た
新
古
典
学
派
的
想
定
は
、
そ

の
ま
ま
で
は
規
範
と
し
て
の
社
会
的
意
味
を
喪
失
す
る
。
工
業

化
の
着
手
に
あ
た
っ
て
イ
ン
ド
の
陥
っ
た
デ
ィ
レ
ソ
丁
す
な

わ
ち
自
立
的
国
民
経
済
の
建
設
と
い
う
観
点
か
ら
糸
た
場
合
、

経
済
成
長
の
速
度
は
お
そ
い
け
れ
ど
も
さ
し
あ
た
っ
て
の
経
済

的
諸
困
難
を
解
決
す
る
方
策
と
し
て
よ
り
適
切
な
軽
工
業
・
農

業
の
発
展
か
ら
始
め
る
べ
き
か
（
雇
用
の
増
大
の
選
択
）
、
そ

れ
と
も
短
期
的
な
観
点
か
ら
み
た
場
合
は
少
な
か
ら
ぬ
犠
牲
を

忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
よ

り
急
速
か
つ
安
定
的
な
自
己
維
持
的
成
長
を
も
た
ら
し
う
る
重

工
業
の
発
展
か
ら
始
め
る
べ
き
か
（
生
産
性
の
増
大
の
選
択
）
、

い
う
二
者
択
一
は
こ
う
し
た
低
開
発
経
済
の
事
情
を
あ
の
語
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
イ
ン
ド
計
画
化
に
お
け
る
重

工
業
優
先
の
指
標
は
第
十
二
表
「
公
共
部
門
累
積
投
資
額
の
部

門
別
配
分
」
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
鉄
鋼
・

機
械
・
化
学
・
石
油
・
鉱
業
で
公
共
部
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ほ

ぼ
九
割
を
占
め
る
。
だ
が
い
か
な
る
形
で
の
工
業
化
で
あ
れ
ィ

第12表公共部門累積投資額の部門別配分
(単位：千万ルピー）

1964～５ ’1963~４ 

１額｜影

Ｉｉｉｉｌｉ 

1965～６ 

％’額’％額

９８１Ｉ 
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）
（
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２
，
０
〈
０

６
４
Ｃ
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８
７
 

●
●
●
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●

、
。
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Ｉ
ｑ
）
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●
４
１
句
上
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機
化
石
鉱

鋼
械
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890 40.62 

20.29 

９．１１ 

１２．２２ 
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355 
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計 1，８４２１９０．４３２，１６７１８９．７３ 小 1.545 9０．６２ 

４．９６’ 

1:;’ 
3.831 

航空・船舶

金融

建築・船修善
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２
６
９
３
 

９
 

５
 

５．４０ 1０１ 

６ 

120 

７ 

１１ 

１１０ 

4．９７ 

０．２９ 

０．４６ 

４．５５ 

0．３５ 

0．５３ 

０
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ソ
ド
に
お
い
て
は
、
国
民
総
生
産
の
五
割
あ
ま
り
を
占

め
、
全
労
働
力
の
七
割
あ
ま
り
を
擁
す
る
農
業
部
門
に

お
け
る
経
済
余
剰
の
増
大
に
工
業
化
の
成
否
が
か
か
っ

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ

ン
ド
の
重
工
業
化
政
策
は
、
こ
の
点
に
対
し
て
深
刻
な

注
目
を
注
い
で
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
農
工
間
の
相

互
依
存
関
係
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
、
も
っ
ぱ
ら
工
業
へ
の
鍵
業
の
依
存
関
係
あ

る
い
は
工
業
化
が
農
業
部
門
に
与
え
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

影
響
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
逆
に
農
業

へ
の
工
業
の
依
存
（
す
な
わ
ち
農
業
部
門
に
お
け
る
経

済
余
剰
の
増
大
と
、
そ
れ
の
工
業
部
門
へ
の
移
転
）
の

側
面
は
ほ
と
ん
ど
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な

（
１
）
 

か
つ
た
（
〔
、
〕
）
こ
う
し
た
農
工
間
の
関
係
を
一
示
す
た

め
に
は
、
農
工
間
の
相
対
価
格
の
動
向
と
租
税
配
分
の

状
態
が
二
つ
の
大
き
な
規
準
を
提
供
す
る
。

ま
ず
農
産
物
と
工
業
製
品
と
の
卸
売
価
格
の
相
対
関

係
を
第
十
三
表
お
よ
び
第
四
図
に
う
か
が
っ
て
み
る

第13表卸売価格の 動向（1952～3＝100）
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インド重工業化の経済的帰結8７ 
と
、
工
業
化
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
農
産
物
価
格
の
設
定
と
い
う
事
実
を
読
糸
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
九
六
一
一
丁
六
四

年
か
ら
は
農
産
物
価
格
の
ほ
う
が
工
業
製
品
価
格
を
上
ま
わ
り
、
逆
シ
ニ
ー
レ
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
こ
の
原
因
は
人

口
増
加
と
貨
幣
所
得
の
増
大
に
よ
っ
て
換
起
さ
れ
た
需
要
が
す
ぐ
れ
て
農
産
物
の
消
費
と
な
っ
て
実
現
す
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
生
活
水

準
の
低
さ
と
農
産
物
の
供
給
不
足
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
農
産
物
の
中
で
最
も
基
本
的
な
食
糧
穀
物
だ
け
を

と
り
出
し
て
み
る
と
、
一
九
六
三
’
六
四
年
雀
で
相
当
の
変
動
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
工
業
製
品
に
有
利
な
交
易
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

が
、
こ
こ
で
も
ま
た
六
四
’
六
五
年
以
後
は
逆
シ
ニ
ー
レ
の
傾
向
が
承
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
全
商
品
に
対
す
る
食
樋
穀
物
の

相
対
価
格
が
一
貫
し
て
低
く
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
み
た
Ｐ
。
Ｌ
・
四
八
○
に
よ
る
穀
物
輸
入

の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
農
産
物
の
相
対
価
格
の
動
向
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
工
業
化
の
推
進

に
と
っ
て
促
進
的
で
あ
っ
た
と
も
抑
制
的
で
あ
っ
た
と
も
断
定
し
か
ね
る
。
ま
た
食
糧
穀
物
の
相
対
価
格
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、
第
二
次

計
画
期
お
よ
び
第
三
次
計
画
期
前
半
に
か
け
て
は
耕
作
者
に
と
っ
て
不
利
で
あ
っ
た
と
言
え
る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
事

実
が
た
だ
ち
に
工
業
化
の
た
め
の
強
力
な
価
格
政
策
の
有
効
性
を
意
味
し
て
い
る
な
ど
と
は
お
よ
そ
言
い
え
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
都

市
に
お
け
る
生
活
水
準
の
悪
化
に
よ
る
暴
動
の
勃
発
を
お
さ
え
る
た
め
の
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
措
置
と
し
て
の
色
合
を
も
っ
て
い
た
。

（
２
）
 

鑿
部
門
・
磯
村
へ
の
し
わ
寄
せ
ｌ
鍵
馬
そ
れ
も
と
り
わ
け
鍵
業
労
譽
・
小
作
階
級
の
生
活
水
準
の
よ
り
一
厨
の
悪
化
議
蠅

（
３
）
 

び
篝
潜
在
失
業
裏
の
よ
り
一
層
の
増
大
ｌ
を
一
方
で
惹
起
し
都
市
優
先
政
策
を
と
り
つ
つ
も
（
〔
蕊
〕
）
、
し
か
も
そ
れ
で
い
て

農
業
部
門
か
ら
工
業
部
門
へ
の
資
源
（
経
済
余
剰
）
の
移
転
お
よ
び
そ
の
生
産
的
投
資
と
し
て
の
使
用
は
、
価
格
政
策
の
観
点
か
ら
み
る

か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
顕
著
な
動
き
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
も
そ
も
市
場
経
済
が
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
イ
ン
ド
社

会
に
お
い
て
は
、
価
格
政
策
の
有
効
性
そ
の
も
の
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
で
再
び
ル
イ
ス
の
二
部
門
分
割
モ
デ
ル
に
お
け
る
発
展
不
能
の
ケ
ー
ス
を
想
い
出
し
て
象
よ
う
（
〔
型
〕
己
．
」
困
串
・
）
。
資
本
家



8８ 
部
門
が
食
魎
を
生
産
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
部
門
の
拡
大
は
、
食
紐
需
要
の
拡
大
↓
資
本
家
生
産
物
（
工
業
製
品
）
に
対
す
る
食
搬

価
格
の
相
対
的
上
昇
↓
利
潤
の
低
下
へ
と
連
鎖
し
て
発
展
は
不
可
能
に
な
る
。
他
方
、
生
存
部
門
が
よ
り
多
く
の
食
糧
を
生
産
す
る
と

す
れ
ば
、
工
業
製
品
に
と
っ
て
の
交
易
条
件
の
悪
化
と
い
う
状
態
か
ら
は
ま
ぬ
が
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
質
賃
金
の
上
昇
元
イ
ス
の
モ

デ
ル
で
は
、
資
本
家
部
門
の
賃
金
水
準
は
生
存
部
門
の
生
活
水
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
想
定
さ
れ
て
い
る
）
↓
利
潤
の
低
下
へ

と
連
鎖
し
て
こ
こ
で
も
ま
た
発
展
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
。
資
本
家
部
門
に
と
っ
て
の
交
易
条
件
の
改
善
が
生
存
部
門
に
お
け
る
生
産

性
の
上
昇
を
償
っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
「
前
門
の
虎
、
後
門
の
狼
」
（
ず
。
岳
の
目
一
一
口
目
ｇ
ｏ
宮
ｑ
ｚ
－
ｍ
）

と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
価
格
政
策
（
相
対
価
格
の
動
向
）
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
イ
ン
ド
は
こ
の

モ
デ
ル
の
示
唆
す
る
よ
う
な
発
展
不
能
の
ワ
ナ
に
陥
る
危
険
性
は
十
分
あ
る
。
経
済
発
展
（
工
業
化
）
の
始
期
に
お
い
て
は
、
「
工
業

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

化
に
資
金
供
与
す
る
の
は
農
業
で
あ
る
」
（
旨
」
・
》
石
・
』
②
←
）
と
い
う
の
が
鉄
則
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
に
農
業
へ
の

工
業
の
依
存
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
両
部
門
へ
の
租
税
配
分
の
状
態
へ
と
眼
を
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
こ
こ
で
理
論
的
に
想
定
さ
れ
う
る
結
論
は
自
明
で
あ
る
。
急
速
な
工
業
化
推
進
の
た
め
に
農
業
部
門
に
犠
牲
を
強
い
る
よ

う
な
重
課
税
政
策
が
と
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
ｌ
繼
民
は
常
に
「
シ
ジ
フ
識
ス
的
労
苦
」
に
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
！
と
。
と
言
う
の

は
他
で
も
な
く
後
発
国
が
急
速
な
工
業
化
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
時
に
は
、
農
業
部
門
か
ら
工
業
部
門
へ
の
経
済
余
剰
の
強
力
的
移
転

が
、
と
り
わ
け
農
業
部
門
に
対
す
る
重
課
税
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
国
家
の
手
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
連
お
よ
び

（
４
）
 

日
本
の
経
験
が
坤
吟
の
う
ち
に
語
っ
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
イ
ン
ド
の
現
実
は
こ
の
理
論
的
想
定
を
く
つ
が
え

す
。
ｖ
・
Ｐ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
詳
細
な
実
証
分
析
に
よ
る
と
Ｒ
ｕ
〕
）
、
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
に
イ
ン
ド
工
業
化
は
租
税
配
分
の
観
点
か
ら

（
戸
ａ
）

承
る
か
ぎ
り
推
進
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
逆
の
様
相
を
一
不
し
て
い
る
。
第
十
四
表
「
農
業
部
門
お
よ
び
非
農
業
部
門

に
お
け
る
租
税
の
配
分
」
を
ゑ
て
い
た
だ
き
た
い
。
租
税
の
七
割
を
負
担
す
る
の
は
非
農
業
部
門
で
あ
り
、
農
業
部
門
は
逆
に
わ
ず
か



第14表農業部門および非農業部門における租税の配分
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9０ 
三
割
を
負
担
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
民
総
生
産
の
五
割
あ
ま
り
を

農
業
部
門
が
占
め
る
と
い
う
事
実
を
念
頭
に
お
け
ば
、
こ
の
租
税

配
分
が
農
業
部
門
に
か
な
り
有
利
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
年
を
追
う
に
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
農
業
部
門
に
有

利
に
な
っ
て
い
く
傾
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
更
に
も
う
一
点
顕

著
な
特
徴
を
示
す
の
は
租
税
の
中
心
が
間
接
税
（
お
よ
び
そ
れ
の

増
大
傾
向
）
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
間
接
税
の
占
め
る
割

合
は
農
業
部
門
（
ほ
ぼ
六
五
’
七
五
彩
）
の
ほ
う
が
非
農
業
部
門

（
ほ
ぼ
五
○
’
六
五
％
）
よ
り
も
一
○
’
二
○
％
多
い
こ
と
で
あ

る
。
農
業
部
門
に
対
す
る
租
税
の
圧
倒
的
部
分
が
間
接
税
に
よ
っ

て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
だ
貨
幣
経
済
化
さ

れ
て
い
な
い
農
業
部
門
の
潜
在
的
経
済
余
剰
を
生
産
的
に
動
員
し

よ
う
と
す
る
際
に
、
一
つ
の
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
に
な
り
う
る
。
こ

う
し
て
み
る
と
資
本
主
義
経
済
（
あ
る
い
は
原
始
的
蓄
積
）
の
進

展
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
イ
ン
ド
の
租
税
構
造
は
そ
れ

を
積
極
的
に
推
進
す
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た

い
。
次
に
第
十
五
表
で
一
人
当
り
所
得
に
対
す
る
平
均
課
税
率
の

動
向
を
部
門
別
に
染
る
と
、
農
業
部
門
の
ほ
う
が
四
’
六
％
で

第15表農業・非農業部門における平均課税率

(単位：ルピー）

農業部門 非農業部門

課税率藻人当&|蔬人当糾課税率一人当り
課税 蔬人鶚Ｉ

;U 

jj 

『
上
ワ
軒
、
。
４
一
戸
○
く
り
７
（
己
。
〉
（
Ｕ
１
ワ
】

戸
、
吟
Ｄ
Ｆ
Ｄ
戸
Ｄ
Ｆ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
０
Ｐ
０
ｌ
Ｄ
６
戸
。
〈
ｂ

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

０
『
よ
２
３
４
４
Ｆ
。
６
庁
Ｊ
（
ひ
９
ｎ
Ｕ
１

Ｐ
ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
戸
Ｄ
Ｐ
ｂ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
（
、
戸
、
戸
。
〈
ｂ
（
ｂ

９
０
〉
９
ｑ
）
９
９
０
）
ｑ
》
９
９
０
〉
９

弔
上
１
▲
『
上
１
《
『
上
１
▲
勺
上
『
１
っ
上
『
上
『
上
１
△

７
０
２
６
９
 

●
●
、
０
０

７
８
８
８
８
 

3．６３１ 

３．８１， 

２
８
７
４
０
４
６
２
７
８
９
２
 

□
□
■
●
●
Ｏ
●
●
●
●
●
Ｐ
 

６
１
７
７
９
８
４
３
５
２
８
５
 

３
４
３
３
３
３
４
５
５
６
６
７
 

『
上
ｎ
ｕ
ｎ
凸
Ｒ
）
【
Ｊ
’
４
つ
上
〔
５
（
ひ
ｑ
〉
ｑ
〕
７
０

１
４
２
９
』
２
３
Ｐ
Ｃ
７
７
Ｒ
）
２
６

Ｊ
４
４
４
－
４
４
４
４
４
５
４
。
〔
Ｏ
Ｐ
Ｄ

８．８１ 

９．５０ 

８．９３ 

ａ７４ 

９．１３ 

８８５ 

９．８９ 

11.37 

11.65 

12.85 

13.02 

13.21 

３
０
８
７
５
７
８
 

０
０
０
３
０
２
４
 

●
Ｐ
Ｃ
■
■
●
白

４
４
５
５
５
６
５
 

－
０
６
４
戸
。
ワ
』
４
７
０

６
■
■
●
■
●
●
 

ｑ
）
（
Ｕ
ワ
】
ワ
］
ｑ
）
３
３

■
１
・
１
１
－
勺
人
１
１

5.93 

5.61 

5.90 

へ

出所；１４ｐ､５６Tab]e､２
￣ 
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9２ 
す
る
こ
の
奇
妙
な
ま
で
の
無
関
心
は
、
一
つ
に
は
計
画
化
へ
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
的
思
考
の
浸
透
（
赤
字
財
政
論
）
に
、
一
つ
に
は

「
民
主
主
義
」
的
政
治
制
度
Ｉ
「
福
祉
国
家
‐
｜
の
理
念
の
浸
透
の
も
と
で
の
ソ
連
重
工
業
化
政
策
の
一
面
的
理
解
（
農
村
収
奪
論
の
欠

落
）
に
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
一
つ
に
は
農
村
社
会
に
お
け
る
前
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
温
存
Ⅱ
カ
ス
ト
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た

地
主
Ⅱ
前
期
的
資
本
層
に
よ
る
農
村
支
配
（
土
地
改
革
の
不
徹
底
）
仁
帰
因
す
る
。

プ
ラ
イ
オ
Ⅲ
テ
イ

と
こ
ろ
で
投
資
の
部
門
別
配
分
に
関
す
る
優
先
順
位
の
問
題
を
、
経
済
発
展
の
経
路
に
関
す
る
歴
史
的
モ
デ
ル
の
選
択
と
い
う
発
生

史
的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
返
す
と
、
以
上
ゑ
て
き
た
よ
う
な
イ
ン
ド
麺
工
業
化
政
策
の
歪
承
あ
る
い
は
盲
点
が
低
開
発
経
済
突
破
問

題
に
対
し
て
も
つ
歴
史
的
意
義
に
は
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
開
発
理
論
Ⅱ
政
策
は
常
に

先
進
諸
国
の
一
定
の
歴
史
的
経
験
を
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
提
起
す
る
論
点
は
絶

え
ず
い
か
な
る
形
で
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
先
進
諸
国
の
経
済
発
展
の
経
験
を
抽
象
す
る
の
か
と
い
う
歴
史
意
識
（
あ
る
い
は

歴
史
無
意
識
）
と
密
接
に
関
連
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
低
開
発
諸
国
が
選
択
す
べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
，
〈
先
発
国
型
（
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
川
ア
メ
リ
カ
型
）
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
後
発
国
型
（
あ
る
い
は
ロ

（
｛
Ｊ
）
 

シ
ァ
ー
日
本
型
）
で
あ
る
。
イ
ン
ド
重
工
業
化
政
策
の
盲
点
は
実
に
こ
の
両
モ
デ
ル
構
築
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
視
角
の
ズ
レ
Ⅱ
死
角

に
対
応
す
る
。
こ
の
視
角
の
ズ
レ
は
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
に
せ
よ
、
両
モ
デ
ル
と
も
に
工
業
化
あ
る
い
は
経
済
発
展
の
成
功
の
諸
条

件
の
象
を
探
究
す
る
姿
勢
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
（
立
身
出
世
的
歴
史
観
！
）
。
逆
に
言
え
ば
、
工
業
化
あ
る
い
は
経
済
発

展
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
支
払
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
様
角
な
社
会
的
コ
ス
ト
の
理
論
化
に
対
す
る
関
心
の
欠
如
が
、
低
開
発
経
済

開
発
理
論
Ⅱ
政
策
と
し
て
の
両
モ
デ
ル
に
対
し
て
等
し
く
楽
観
論
的
な
色
彩
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
低
開
発
諸
国
に
お
け

る
工
業
化
の
諸
条
件
を
探
る
上
で
ア
リ
ァ
ド
ネ
の
糸
と
な
る
も
の
は
、
そ
も
そ
も
工
業
化
の
た
ゑ
の
社
会
的
『
ス
ト
を
支
払
う
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
ま
た
も
し
支
払
い
う
る
も
の
と
す
れ
ば
い
か
な
る
形
で
可
能
な
の
か
、
と
い
う
諸
条
件
を
染
き
わ
め
る
こ
と
で
あ
る
。



9３インド重工業化の経済的帰結
こ
の
点
に
対
す
る
関
心
を
欠
如
し
た
工
業
化
モ
デ
ル
が
開
発
政
策
と
し
て
低
開
発
諸
国
の
現
実
に
応
用
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
モ
デ
ル

の
も
つ
社
会
的
意
味
は
変
質
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
モ
デ
ル
が
前
提
し
て
い
る
歴
史
的
諸
条
件
は
、
低
開
発
諸
国
に

お
い
て
は
し
ば
し
ば
解
決
す
べ
き
諸
困
難
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
が
工
業
化
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
範
例

と
し
て
注
目
を
あ
び
た
ソ
連
工
業
化
の
経
験
は
、
重
工
業
化
の
推
進
Ⅱ
自
立
的
生
産
基
盤
の
確
立
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
明
る
い
面
だ

け
が
一
方
的
に
肥
大
化
さ
れ
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
り
（
。
｛
・
〔
３
〕
、
〔
、
〕
）
、
そ
の
循
の
反
面
と
し
て
の
亜
工
業
化
を
可
能
に
な
ら

し
め
る
と
同
時
に
、
他
方
で
憾
霞
誉
に
重
工
業
化
の
た
め
に
支
払
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
社
会
的
雲
と
い
う
闇
の
部
分
ｌ
と
り
わ

け
鍵
民
の
収
奪
と
う
‐
リ
ン
主
義
へ
の
転
化
ｌ
を
も
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
社
会
的
分
業
の
展
開
水
準
に
対
す
る
關
心
は
橇
と

ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
。
資
本
の
創
世
記
に
お
い
て
も
光
は
闇
の
中
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
工
業
化
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て

ロ
シ
ア
は
イ
ン
ド
よ
り
も
は
る
か
に
発
展
水
準
は
高
か
っ
た
い
一
人
当
り
所
得
は
イ
ン
ド
よ
り
も
六
○
＄
高
く
、
鉄
鋼
産
出
量
は
イ
ン

ド
の
五
倍
で
あ
り
、
全
人
口
に
占
め
る
通
学
生
従
数
の
割
合
は
イ
ン
ド
が
一
影
以
下
な
の
に
対
し
ロ
シ
ア
で
は
八
＄
で
あ
っ
た
と
言
う

（
勺
．
Ｏ
・
三
島
巴
目
・
房
・
◎
辱
の
」
】
ロ
〔
８
〕
）
。
ま
た
一
九
五
五
年
の
イ
ン
ド
の
一
人
当
り
食
櫛
消
費
量
は
、
一
九
一
一
八
年
ソ
連
の
そ
れ
の

わ
ず
か
一
一
一
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
（
〔
犯
〕
で
．
Ｅ
←
）
。
こ
う
し
た
ご
く
不
完
全
な
初
期
条
件
の
相
違
を
示
す
指
標
を
比
較
し
た
だ
け
で
す

ら
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
ソ
連
型
重
工
業
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
い
か
に
不
可
能
に
近
い
か
を
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
で
は
大

規
模
な
重
工
業
化
に
十
分
耐
え
う
る
だ
け
の
高
度
な
農
業
生
産
性
水
準
（
農
業
部
門
に
お
け
る
経
済
余
剰
）
が
な
い
の
で
あ
る
。
先
に

ゑ
た
と
こ
ろ
で
は
、
租
税
配
分
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
農
業
部
門
は
非
農
業
部
門
に
対
し
て
は
む
し
ろ
有
利
な
関
係
を
示
し
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
し
て
し
ば
し
ば
農
業
部
門
に
お
け
る
潜
在
余
剰
を
生
産
的
に
動
員
し
、
工
業
化
を
促
進
す
る
の
た
め
に
よ
り
多
額
の
租
税
を

農
業
部
門
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
る
（
〔
ｕ
〕
〔
、
〕
）
。
一
見
説
得
的
な
提
案
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

た
だ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
解
決
法
と
し
て
の
染
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
農
業
部
門
に
お
け
る
潜
在
余
剰
の
非
生
産
的
役
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資
お
よ
び
消
費
の
原
因
は
誠
地
主
Ⅱ
高
利
賛
の
前
期
的
資
本
に
よ
る
農
村
支
配
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
農
業
部
門
に
重
課
税
を

か
け
れ
ば
工
業
化
は
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
し
う
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
イ
ン
ド
農
村
は

再
度
白
骨
に
埋
ま
る
か
も
知
れ
ぬ
。
問
題
は
む
し
ろ
農
村
内
部
に
お
い
て
生
産
的
投
資
を
な
し
う
る
よ
う
な
制
度
的
諸
条
件
を
と
と
の

え
、
農
業
の
生
産
性
そ
の
も
の
を
上
昇
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
土
地
改
革
を
中
心
と
し
た
「
農
業
革
命
」
が

先
行
し
な
い
か
ぎ
り
、
重
課
税
政
策
は
農
村
を
ま
す
ま
す
疲
弊
に
追
い
や
る
だ
け
で
農
業
生
産
性
は
上
昇
し
え
な
い
し
、
ひ
い
て
は
工

業
化
そ
の
も
の
の
刎
死
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
う
い
う
状
態
で
は
、
イ
ン
ド
重
工
業
化
の
社
会
的
意
味
は
ソ
連
に
そ
の
範
を
と
り
な
が

ら
も
当
初
か
ら
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
イ
ン
ド
重
工
業
化
に
対
す
る
最
も
呵
責
な
い
批
判

は
、
ま
ず
「
正
統
派
経
済
学
」
の
立
脚
点
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
批
判
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
論
点
の
一
つ
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
投
資
の
規
模
と
配
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
基

調
は
「
発
展
は
農
業
に
始
ま
る
一
と
い
う
点
の
確
認
に
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
の
合
理
的
根
拠
は
国
際
分
業
（
比
較
優
位
）
Ⅱ
自
由
貿
易

論
的
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
技
術
選
択
Ⅱ
雇
用
政
策
論
的
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
反
イ
ン
フ
レ
Ⅱ
財
政
・
金
融
論
・
価
格
政
策
論

的
観
点
か
ら
等
鐵
’
一
一
一
一
国
う
霞
で
も
な
く
資
本
不
足
・
労
働
力
過
剰
型
低
開
発
風
で
は
資
本
節
約
「
労
禦
約
型
発
展
が
鑛
適
で
あ
る

と
い
う
要
素
墜
論
を
中
心
に
し
て
相
互
に
関
連
し
て
い
る
ｌ
様
蕊
で
あ
る
が
、
発
展
は
鑿
よ
り
始
ま
る
（
あ
る
い
は
工
業
化
砿

農
業
部
門
に
依
存
す
る
）
と
い
う
点
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
イ
ン
ド
重
エ
業
化
の
盲
点
を
見
事
に
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
低
開
発
経
済
の
困
難
は
こ
こ
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
大
蛇
ハ
ー
フ
ナ
ー
の
如
き
深
淵
の
ロ
を
開
く
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
低
開
発
経
済
か
ら
の
突
破
を
真
に
困
難
に
し
て
い
る
事
態
は
、
急
速
な
工
業
化
が
要
請
さ
れ
る
状
況
の
中
で
農
業
か
ら
の

発
展
が
順
調
に
工
業
化
へ
と
展
開
し
う
る
客
観
的
可
能
性
が
極
小
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
先
進
国
型
経
済
発
展
の
経
路
に
対
す
る

信
頼
が
も
は
や
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
逆
に
農
業
か
ら
の
発
展
は
国
際
分
業
（
「
新
植
民
地
主
義
」
）
と
い
う
先
進
諸
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や
、
、

国
の
利
害
関
心
の
わ
く
組
み
の
中
へ
と
絶
え
ず
逆
編
成
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
場
合
、
農
業
か
ら
の
発
展
は
遂
に
換
骨
奪
胎
さ
れ

、
、
、

て
農
業
だ
け
の
発
展
と
し
て
肥
大
化
し
化
石
化
し
つ
つ
、
工
業
化
の
前
提
条
件
を
形
成
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
経
済
の
存
立
そ

（
ロ
Ｕ
）

の
山
）
の
を
す
ら
危
機
に
お
と
し
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
重
工
業
化
に
範
を
と
る
「
正
統
派
経
済
学
」
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
側
が
、

国
内
の
社
会
的
分
業
の
発
展
水
準
に
関
し
て
、
そ
の
歴
史
的
モ
デ
ル
と
の
初
期
条
件
の
相
違
を
分
析
の
枠
組
糸
の
中
に
意
識
的
に
取
り

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
国
内
的
契
機
の
欠
落
）
の
と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
工
業
化
に
範
を
と
る
批
判
す
る
側
も
、
先
進
諸
国

と
現
在
の
低
開
発
諸
国
と
の
工
業
化
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
の
決
定
的
な
初
期
条
件
の
相
違
と
な
る
世
界
史
的
意
味
で
の
段
階
落
差

－
－
－
低
開
発
諸
国
の
突
破
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
ま
ず
何
よ
り
⑩
も
世
界
的
広
が
り
を
も
つ
「
南
北
問
題
」
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
を
想
起

さ
れ
た
い
－
－
－
を
分
析
の
枠
組
糸
か
ら
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
国
際
的
契
機
の
欠
落
）
。
低
開
発
経
済
突
破
の
諸
条
件
を
理
論

的
に
模
索
す
る
本
来
の
土
壌
は
、
楽
観
論
的
な
両
モ
デ
ル
の
地
平
の
彼
方
に
あ
る
。

（
２
）
〔
４
〕
の
推
計
に
よ
る
と
、
「
段
低
生
活
水
準
」
を
政
府
関
係
研
究
者
の
調
査
に
よ
る
月
間
一
人
当
り
消
費
者
価
格
二
○
ル
ピ
ー
よ
り
も
低
く
見

積
っ
て
十
五
ル
ピ
ー
と
し
て
も
二
九
六
○
’
六
一
年
価
格
。
た
だ
し
保
健
・
教
育
費
は
除
く
）
、
最
低
生
活
水
準
以
下
の
農
村
人
口
の
全
農
村

人
口
に
占
め
る
比
率
は
、
一
九
六
○
’
六
一
年
Ⅱ
三
八
％
に
対
し
て
一
九
六
八
’
六
九
年
Ⅱ
五
四
％
へ
と
激
増
し
て
い
る
。
絶
対
数
で
言
え
ば
、

一
億
三
千
五
百
万
人
か
ら
二
億
三
千
万
人
へ
の
増
加
で
あ
る
。

（
３
）
失
業
・
偽
装
失
業
（
あ
る
い
は
不
完
全
就
業
）
に
つ
い
て
は
統
計
の
不
備
お
よ
び
概
念
の
不
明
確
さ
の
た
め
に
正
確
な
数
値
を
得
る
こ
と
は
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
失
業
者
数
が
第
一
次
計
画
終
期
に
五
三
○
万
人
、
第
二
次
計
画
終
期
に
九
○
○
万
人
、
第
三
次
計
画
期
に
は
一
二
○
○
万
人

へ
と
急
速
に
ふ
く
れ
上
が
っ
て
い
く
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
〔
⑲
己
。

と
こ
ろ
で
偽
装
失
業
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
っ
て
農
業
生
産
性
を
引
き
下
げ
る
こ
と
な
く
労
働
力
を
農
業
部
門
か
ら
工
業
部

、
、
、
、
、

門
へ
と
生
産
的
に
動
員
し
、
「
貧
困
の
悪
循
環
」
を
断
ち
切
り
う
る
潜
在
的
貯
蓄
力
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
の
現

（
１
）
農
業
部
門
に
お
け
る
経
済
余
剰
と
い
う
の
は
、
。
〈
イ
ャ
ー
ズ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
食
樋
お
よ
び
原
料
よ
り
な
る
実
物
的
余
剰
と
金
融
的
余
剰

よ
り
櫛
成
さ
れ
て
い
る
。
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、
、
、
、
、
、
、

実
に
引
き
つ
け
て
）
」
の
モ
デ
ル
の
社
会
的
意
味
を
考
え
て
承
る
と
、
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヌ
ル
ク
セ
・
モ
デ
ル
は
雇
用
機
会

の
創
出
こ
そ
が
低
開
発
経
済
の
困
難
解
決
策
と
し
て
工
業
化
の
方
策
に
対
す
る
関
心
を
呼
び
起
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
農
業
部
門
の
発
達
に
対

す
る
無
関
心
を
も
呼
び
起
し
た
。
彼
の
言
う
「
均
衡
成
長
」
論
は
も
っ
ぱ
ら
需
要
の
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
』
も
強
調
点
は
工

業
製
品
（
相
互
間
）
に
対
す
る
需
要
の
創
出
へ
と
移
行
し
、
工
業
化
の
進
展
に
伴
っ
て
生
ず
る
食
糎
需
要
の
増
大
に
承
あ
う
供
給
量
の
提
供
と
い

う
問
題
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
。
「
国
家
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
形
で
の
集
団
的
貯
蓄
が
、
偽
装
失
業
に
暗
に

含
ま
れ
て
い
る
潜
在
的
貯
蓄
力
の
動
員
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
Ｊ
も
の
だ
「
（
〔
羽
〕
残
留
ロ
・
国
）
と
い
う
指
摘
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
ｊ
小
）
し
生
産
的

小
農
民
が
役
に
立
た
な
い
扶
養
家
族
・
・
…
・
を
資
本
計
画
の
仕
事
へ
送
り
、
し
か
も
な
お
扶
養
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
に
は
彼
ら
の
実
質
上

の
貯
蓄
は
有
効
な
貯
蓄
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
、
し
た
が
っ
て
「
偽
装
失
業
の
資
本
蓄
積
へ
の
利
用
は
、
そ
の
体
制
自
体
の
中
で
賄
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
」
（
で
．
Ｂ
）
と
い
う
理
論
的
想
定
か
ら
し
て
、
腱
業
生
産
性
そ
の
も
の
の
上
昇
は
必
ず
し
ｊ
も
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
理
論
臆
、

工
業
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
偽
装
失
業
問
題
は
必
然
的
に
解
決
さ
れ
う
る
と
想
定
し
て
い
た
（
こ
れ
が
他
な
ら
ぬ
イ
ン
ド
・
プ
ー
ブ
ナ
ー
た
ち
の

考
え
方
で
あ
っ
た
。
。
．
｛
・
〔
７
〕
で
・
望
）
。
だ
が
イ
ン
ド
の
現
実
は
こ
の
想
定
と
矛
盾
し
、
失
業
・
偽
装
失
業
は
逆
に
蝋
大
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
議
論
も
可
能
で
あ
る
。
第
一
、
失
業
・
偽
装
失
業
の
増
大
は
工
業
化
の
進
展
が
相
対
的
に
遅
か
っ
た
か

ら
起
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
急
速
な
工
業
化
が
遂
行
さ
れ
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
（
い
わ
ゆ
る
戻
匡
、
’
壱
一
色
目
の
局
冨
の
立
場
）
。
第
二
、
工
業
化
そ

の
Ｊ
ｂ
の
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
資
本
集
約
的
Ⅱ
労
働
節
約
的
な
重
工
業
化
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
労
働
集
約
的
な
工
業
化
方
式

へ
と
転
換
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
失
業
問
題
は
解
決
す
る
。
し
た
が
っ
て
ど
ち
ら
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
失
業
・
偽
装
失
業
の
増
大
と
い
う
現
象

か
ら
た
だ
ち
に
「
潜
在
的
貯
蓄
力
と
し
て
の
偽
装
失
業
」
論
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
が
、
ポ
ス
タ
ン
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
先
立
つ
農
業
革
命
は
、
第
一
に
増
大
す
る
人
口
に
対
す
る
食
紐
の
供
給
、
第
二
に
工
業
製
品
に
対
す
る
国
内
市
場
の

拡
大
、
第
三
に
工
業
部
門
へ
の
労
働
力
の
供
給
、
を
は
た
し
た
と
い
う
（
〔
狙
〕
）
。
以
上
の
議
論
で
欠
落
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
前
提
と
し
て
い

る
の
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
艇
・
工
関
係
で
あ
る
。
第
一
、
人
口
増
大
の
も
と
で
は
食
廠
の
供
給
は
農
業
生
産
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
の
み
確
保
さ

れ
る
。
つ
ま
り
偽
装
失
業
者
の
労
働
の
限
界
生
産
力
Ⅱ
ゼ
ロ
の
想
定
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
ま
た
た
と
え
あ
て
は
ま
っ
た
と
し
て
も
「
余
剰
」
食

極
は
避
村
内
部
で
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ヌ
ル
ク
セ
の
理
論
で
は
、
農
村
に
お
け
る
極
端
な
低
生
活
水
準
と
い
う
基
本
的
要
因
が
抜
け

落
ち
て
い
る
。
第
二
、
工
業
化
の
一
方
的
進
展
が
た
だ
ち
椹
農
村
市
場
の
拡
大
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
Ｊ
い
）
ま
た
艇
業
生
産
性
の
上

昇
↓
避
民
所
得
の
増
大
と
い
う
実
質
購
買
力
の
拡
大
な
く
し
て
は
、
工
業
製
品
の
販
路
は
開
け
ず
過
剰
生
産
に
陥
る
だ
け
で
あ
る
。
第
三
、
偽
装
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失
業
の
存
在
は
遊
休
的
な
産
業
労
働
力
（
産
業
余
備
軍
）
の
存
在
と
同
義
で
は
な
い
。
偽
装
失
業
が
産
業
労
働
力
と
し
て
再
形
成
さ
れ
る
た
め
に

は
、
一
連
の
社
会
的
陶
汰
の
過
程
（
広
義
で
の
教
育
）
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
国
家
に
よ
る
経
済
的
余
剰
の
強
力
的
移
転
と
い
う
事
態
は
、
し
か
し
な
が
ら
後
発
国
の
糸
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
先
発
諸
国
も
ま
た
こ
う

し
た
苦
悩
の
一
時
期
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
「
資
本
論
」
原
始
的
蓄
積
に
お
け
る
「
暴
力
的
槙
杼
」

の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
「
古
典
派
経
済
学
は
、
富
の
産
染
の
苦
し
象
に
つ
い
て
は
、
瞬
時
も
見
誤
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
一

句
は
、
今
な
お
洞
察
の
輝
き
を
や
め
な
い
。

（
５
）
税
の
綴
鱗
は
以
下
の
と
お
り
．
ま
ず
中
央
政
府
税
（
国
税
）
は
、
①
直
接
税
ｌ
｛
・
一
宮
…
…
三
○
：
…
…
一
・
一
国
澪
…
…

冨
〆
》
（
」
｝
向
咳
目
の
：
ご
》
〈
・
）
ヨ
の
画
一
Ｓ
［
§
（
【
）
Ｑ
｛
［
冨
〆
》
（
、
）
、
〔
ロ
日
已
：
。
」
『
の
四
鷺
国
二
・
口
』
巨
二
の
⑫
》
（
一
］
）
Ｅ
己
門
の
ぐ
の
目
の
で
、
側
と
⑪
で
直

接
税
の
ほ
ぼ
九
五
％
を
占
め
る
。
②
間
接
税
－
－
（
四
）
旨
や
。
『
【
」
貝
］
．
（
ワ
）
ロ
ロ
】
。
ｐ
の
〆
の
『
○
一
の
①
」
目
の
、
》
（
・
）
弓
受
・
ロ
旦
一
：
］
図
い
い
の
ご
伽
の
『
い
》

－
１
－
。
…
で
、
⑥
と
側
で
間
接
税
の
ほ
ぼ
九
九
を
占
め
る
．
次
に
州
政
府
税
（
地
方
税
）
憾
、
①
直
接
税
’
一
・
一
伊
豐
…
…
一
・
一
…

２
日
『
画
一
旨
８
日
の
冒
〆
》
（
。
）
弔
閂
。
｛
ｍ
ｍ
ｍ
－
ｏ
曰
［
受
．
（
ロ
）
同
切
ｇ
［
の
』
具
］
》
（
の
）
の
冒
日
勺
⑭
ｐ
ｐ
ｑ
『
①
碩
一
［
『
罠
】
。
ｐ
」
巨
二
の
⑫
轡
（
（
）
ご
『
ず
目
】
ヨ
ョ
◎
ぐ
：
｜
の
胃
Ｃ
ｐ
ご

圖
溌
で
何
が
輝
艤
六
○
％
を
占
め
る
．
②
闘
接
税
賦
’
一
露
一
ｍ
圖
一
…
；
一
・
一
○
…
｜
鬮
一
：
謡
・
｛
・
）
、
騨
一
…
…
ヨ
ョ
。
（
…
…
．

（
』
）
言
。
［
。
円
く
”
臣
・
一
の
⑬
旨
×
．
｛
の
）
向
ご
［
・
『
［
画
一
コ
ョ
の
貝
ニ
ロ
ミ
・
口
［
：
（
（
）
○
二
一
の
『
“
で
、
②
と
仰
で
ほ
ぼ
七
○
％
を
占
め
る
。

（
６
）
注
慰
窪
換
起
し
て
お
き
た
い
点
は
、
イ
ン
ド
の
綴
税
率
そ
の
も
の
が
ｌ
部
門
を
問
わ
ず
ｌ
先
進
鰭
鬮
と
比
較
し
た
場
合
、
ば
る
か
に
低
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
の
資
金
調
達
方
法
と
し
て
、
課
税
に
多
く
た
よ
ら
ず
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
多
く
た
よ
る
と
い
う
事
実
は
、
イ
ン

ド
が
一
つ
の
「
軟
弱
国
家
」
（
、
。
｛
庁
：
肩
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
「
他
に
は
何
も
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
弱

い
政
府
で
も
実
施
す
る
一
」
と
の
で
き
る
課
税
」
（
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
）
に
他
な
ら
ぬ
。

（
７
）
後
発
国
型
を
ロ
シ
ア
Ⅱ
日
本
型
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
勿
論
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
承
な
す
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
先

発
国
型
と
比
較
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
先
発
諸
国
の
強
力
な
側
圧
を
受
け
つ
つ
本
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
文
明
の
外
部
で
急
速
な
工
業
化
を
な
し
え
た

両
国
の
経
験
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
後
発
国
型
と
し
て
同
一
に
分
類
さ
れ
る
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
言
う
な

ら
ば
、
国
家
主
導
型
重
工
業
化
中
心
の
い
わ
ば
「
上
か
ら
」
の
エ
業
化
類
型
と
し
て
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
「
緑
の
革
命
」
唱

道
下
で
最
近
わ
が
国
の
工
業
化
に
対
す
る
関
心
が
、
そ
う
し
た
工
業
化
を
可
能
に
せ
し
め
た
農
業
生
産
性
お
よ
び
教
育
水
準
の
高
さ
に
集
ま
っ
て

き
て
い
る
）
」
と
は
注
意
に
価
す
る
。
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
へ
の
重
点
移
行
は
、
日
本
の
工
業
化
を
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
先
発
諸
国
の
経
験
の
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イ
ン
ド
重
工
業
化
計
画
の
経
済
的
帰
結
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
要
約
し
よ
う
。
資
本
蓄
積
の
絶
対
的
低
位
の
も
と
で
の
重

工
業
化
の
推
進
は
、
貨
幣
創
造
と
外
国
援
助
を
計
画
支
出
の
二
つ
の
主
要
な
財
政
・
金
融
源
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
と
援
助
へ
の
依
存
を
不
可
避
の
も
の
に
し
た
。
の
糸
た
ら
ず
資
本
集
約
的
Ⅱ
労
働
節
約
的
璽
エ
業

部
門
へ
の
投
資
の
偏
重
的
配
分
は
、
と
り
わ
け
農
村
に
お
け
る
失
業
・
不
完
全
就
業
の
増
大
と
生
活
水
準
の
悪
化
を
呼
び
起
し
た
。
そ

し
て
こ
う
し
た
事
態
を
背
景
と
し
つ
つ
、
「
国
家
資
本
主
義
」
の
保
護
の
も
と
に
外
資
依
存
的
な
財
閥
型
独
占
の
温
室
的
育
成
を
図
っ

た
の
で
あ
る
（
〔
超
〕
〔
犯
〕
〔
⑫
〕
）
。
更
に
、
一
方
で
は
イ
ン
フ
レ
圧
力
に
よ
る
輸
出
停
滞
お
よ
び
輸
入
激
増
に
よ
る
外
貨
準
備
の
流

出
を
惹
起
し
、
慢
性
的
な
外
為
危
機
を
糸
ち
び
き
出
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
れ
は
人
口
圧
力
の
増
大
お
よ
び
農
業
生
産
性
の
停
滞

を
背
景
と
し
た
食
紐
危
機
の
一
層
の
深
化
と
し
て
は
ね
返
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

植
民
地
型
経
済
構
造
の
克
服
如
何
と
い
う
観
点
か
ら
以
上
の
諸
帰
結
を
眺
め
わ
た
し
て
承
る
な
ら
ば
、
重
工
業
化
の
推
進
に
も
か
か

方
へ
引
き
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
わ
が
国
の
工
業
化
は
先
発
国
型
工
業
化
の
－
．
戸
ラ
リ
ー
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
し
て
位
腫
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
「
内
向
」
型
（
ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
と
「
外
向
」
型
（
マ
ラ
ャ
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
と
に
分
け
、
前
者
の
経

済
的
低
滞
と
後
者
の
高
発
展
率
と
を
比
較
し
、
第
一
次
産
品
輸
出
主
導
型
発
展
の
意
義
を
強
調
し
て
や
ま
な
い
Ｈ
・
ミ
ン
ト
の
議
論
（
〔
西
）
の

、
、
、
、
、

弱
点
は
、
第
一
次
産
品
輸
出
の
増
大
↓
外
貨
独
得
↓
高
成
長
率
の
達
成
と
い
う
事
実
と
外
貨
獲
得
↓
工
業
化
の
進
展
（
産
業
構
造
の
転
換
）
と
い

う
事
実
と
を
直
接
的
に
連
結
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
経
済
成
長
の
達
成
（
国
民
所
得
の
上
昇
）
と
い
う
事
実
は
、
一
定
の
国
内
的
諸
前
提

条
件
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
産
業
織
造
の
転
換
（
工
業
化
）
を
呼
び
起
す
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
植
民
地
型
経
済
構
造
の

継
承
と
い
う
社
会
的
コ
ス
ト
を
甘
受
す
る
時
に
の
象
ミ
ン
ト
の
議
論
は
正
当
化
さ
れ
る
。

〔五〕

結
果
と
展
望
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わ
ら
ず
第
一
次
産
品
・
消
我
財
輸
出
Ⅱ
生
産
財
輸
入
と
い
う
貿
易
概
造
に
は
基
本
的
な
転
換
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
工
業
化
の
強
調
の
循
の
反
面
と
し
て
の
農
業
部
門
の
無
視
は
、
人
口
増
加
率
に
追
い
つ
か
な
い
食
樋
琳
加
率
と
い
う
現
象
を
引
き

起
し
、
食
温
穀
物
輸
入
の
急
激
な
上
昇
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
、
イ
ン
ド
経
済
の
対
外
依
存
的
性
格
を
ま
す
ま
す
構
造
的
に
定
着
せ
し

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貿
易
構
造
の
観
点
か
ら
ふ
る
か
ぎ
り
植
民
地
的
性
格
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
議
論
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
国
で
あ
れ
エ
業
化
に
着
手
す
る
際
に
は
当
面
の
あ
い
だ
先
発

諸
国
か
ら
の
生
産
財
の
輸
入
と
金
融
的
・
技
術
的
援
助
へ
の
依
存
の
過
程
を
経
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
の
場
合
も
こ
う
し
た
歴
史

上
広
く
染
ら
れ
る
エ
業
化
の
経
験
の
例
外
で
は
な
く
、
産
業
柵
造
の
高
度
化
に
伴
っ
て
や
が
て
は
生
産
財
輸
出
型
貿
易
構
造
へ
と
転
換

し
う
る
。
外
為
危
機
お
よ
び
食
紐
危
機
は
こ
う
し
た
工
業
化
の
「
生
み
の
苦
し
み
」
と
し
て
の
経
過
的
な
諸
困
難
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
困
難
か
ら
た
だ
ち
に
植
民
地
型
経
済
構
造
の
継
承
↓
低
開
発
経
済
の
構
造
的
定
着
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
い
や
む
し
ろ
長
期
的
観
点
か
ら
ふ
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
の
重
工
業
化
は
依
然
と
し
て
自
立
的
国
民
経
済
建
設
の
方
策
と

し
て
の
意
味
を
何
ら
喪
失
し
て
い
な
い
、
と
。
だ
が
こ
の
議
論
は
貿
易
構
造
の
転
換
能
力
を
過
大
評
価
し
て
い
る
（
国
際
的
契
機
の
無

視
）
か
、
あ
る
い
は
産
業
の
構
造
的
転
換
の
た
め
の
基
礎
的
諸
条
件
を
不
問
に
付
し
て
い
る
（
国
内
的
契
機
の
無
視
）
か
、
ど
ち
ら
か

で
あ
る
。
イ
ン
ド
低
開
発
経
済
の
底
流
は
国
内
市
場
の
狭
臘
Ⅱ
原
蓄
の
未
完
で
あ
っ
て
こ
の
課
題
解
決
の
鍵
は
「
重
工
業
化
」
に
あ

る
の
で
は
な
く
「
農
業
革
命
」
に
あ
る
。
イ
ン
ド
社
会
の
財
閥
型
独
占
Ⅱ
地
主
・
高
利
債
資
本
に
よ
る
前
期
的
支
配
の
櫛
造
が
揚
棄
さ

れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
磁
場
で
の
重
工
業
化
の
推
進
は
低
開
発
経
済
の
構
造
的
定
着
と
し
て
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
イ
ン
ド
低

開
発
経
済
工
業
化
は
、
ま
さ
に
国
民
経
済
の
自
立
的
形
成
の
断
念
と
い
う
血
の
契
約
を
悪
魔
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
の
象
遂
行
ざ
れ
え

た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
木
は
そ
の
実
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
重
工
業
化
の
経
済
的
帰
結
を
あ
え

て
「
逆
説
的
な
」
と
形
容
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。
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ロ
」
の
勺
の
ロ
号
口
、
の
冠
の
己
Ｃ
』
》
】
ロ
①ｒ
Ｌ
 

Ｏ
－
質
百
○
二
）
の
．
。
Ｚ
○
二
’
一
冒
冨
ｇ
ｏ
｛
の
。
ご
】
①
［
三
『
一
二
二
ｍ
⑫
。
皀
冒
皀
冒
。
［
廓
。
【
旨
、
序
で
○
一
】
こ
》
両
８
口
○
目
一
．
伜
宅
Ｃ
ｌ
一
二
８
｜
ご
く
の
①
宍
一
望
・
く
臣
［
Ｉ
忌
曹

引
用
文
献

一
一
］
の
】
口
の
こ
の
こ
８
。
（
ご
Ｃ
ぐ
の
『
亘
冒
『
臣
『
缶
一
写
」
旨
○
（
一
一
〕
の
⑫
一
〆
二
の
⑬
・
向
８
二
○
三
一
の
序
弔
。
｜
三
目
一
一
こ
の
の
云
一
』
》
ぐ
昌
閂
－
←
》

□
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戸Ｉ戸Ⅱ

３１３０ 
￣’、－ノ

〔
躯
〕
言
、
ユ
ユ
－
８
Ｐ
シ
・
》
●
｜
凹
陽

戸、丙

２７２６ 
￣'－ 

ﾉョノーｂノー、

２５２４２３ 
￣￣'Ｌ－Ｊ 

戸、戸Ⅱノミノー、

２２２１２０１９ 
，－ノ､－ダ、￣￣

戸ｈ

３２ 
，－′ 

戸9

29 
￣’ 

〔
羽
〕
冨
凹
一
目
ゲ
凹
巨
ヨ
ヨ
ミ
・
曹
甸
『
。
⑫
己
の
。
厨
【
Ｃ
『
閂
己
』
旨
ロ
」
ｎ
月
一
．
己
ョ
：
【
》
シ
’
－
２
年
ロ
ョ
ョ
ヨ
》
后
巴

〔
卯
〕
…
…
…
》
閂
ロ
』
冒
俸
○
三
日
帥
８
回
［
『
②
切
厨
目
」
の
ぐ
の
一
○
宮
ロ
の
ロ
〔
固
の
Ｈ
［
Ｃ
『
日
：
８
》
レ
ョ
①
『
一
目
二
両
８
口
○
口
】
一
○
尻
の
『
一
の
乏
藝
」
巨
二
の
ご
＄

〔
虹
〕
二
一
〔
【
四
》
少
．
。
『
受
ず
臣
『
二
の
ロ
［
日
】
■
」
旨
口
緒
ユ
２
－
臼
『
Ｐ
旨
》
□
『
由
一
ケ
色
昌
一
詞
・
〕
岸
］
・
］
．
、
ご
目
、
｜
の
『
の
ユ
、
．
》
シ
」
ョ
ご
】
鼻
『
具
ヨ
ロ
影
の
、
〔
）
一
】
○
ご
一
ｏ

ユ
の
ぐ
の
｜
◎
で
目
９
斤
旨
月
旦
一
色
．
□
邑
宍
の
ご
・
句
・
》
后
団

〔
型
〕
富
国
具
国
・
》
同
８
：
ョ
一
・
房
①
Ｃ
Ｑ
陣
晏
の
目
」
の
『
」
⑮
ぐ
の
一
．
ご
ａ
８
目
【
『
－
８
。
ｘ
｛
Ｃ
ａ
ご
・
宅
．
》
』
②
己
（
渡
辺
利
夫
他
訳
、
低
開
発
国
の
経
済
理

論
、
東
洋
経
済
新
報
社
）

、
ｊ

〔
調
〕
…
…
…
》
同
８
口
。
目
一
○
（
ず
８
ｑ
庫
《
ず
⑦
Ｅ
ロ
ユ
の
ａ
、
『
の
一
○
百
⑦
ユ
８
巨
員
ユ
の
、
》
』
９
ｍ
冒
眉

、
』
ｒ
Ｌ
、
診

〔
鍵
〕
…
…
…
》
シ
ョ
ー
員
の
『
官
の
【
四
二
Ｃ
口
。
｛
の
８
コ
◎
曰
】
Ｃ
宮
の
安
菌
ａ
ｐ
の
、
⑫
】
ｇ
』
》
旨
】
俸
冨

ｒ
Ｌ
ｒ
Ｌ
 

、
Ｊ

〔
鋼
〕
…
…
…
》
弓
与
の
ご
季
『
色
『
」
伜
〔
ず
の
。
ニ
ラ
藺
己
‐
］
。
◎
寿
旨
、
８
皀
員
ユ
の
⑫
。
【
⑩
Ｃ
色
【
ず
の
回
、
（
』
⑰
旨
．
］
垣
臼
。
ご
眉ｒ
Ｌ
 

〔
妬
〕
三
胃
」
四
一
）
の
．
】
少
⑫
旨
口
』
国
目
色
函
色
口
ご
Ｐ
昌
円
］
】
ロ
８
【
一
】
の
ご
◎
ぐ
の
Ｈ
匂
。
（
回
国
二
Ｃ
曰
、
。
“
ご
◎
一
ｍ
．
》
宅
の
ご
血
昌
百
国
。
。
【
い
》
ご
患

Ｐ
計
【
奮

波
密
店
）

所
収
）

」
①
『
杵

Ｊ
 

宍
巨
目
の
｛
い
）
、
．
》
ご
ロ
ユ
の
『
」
⑩
『
の
一
○
℃
の
」
８
巨
員
『
】
の
功
俸
冒
？
】
ロ
」
届
、
庁
同
旨
一
ロ
ゴ
儲
の
一
．
芹
ラ
の
旦
箇
■
８
」
８
巨
口
〔
己
の
い
〕
」
①
農
旨
】

Ｊ
 

く

い
の
三
一
ｍ
．
シ
・
図
向
８
：
ヨ
ー
Ｃ
』
の
『
の
－
．
℃
目
の
ロ
斤
君
】
忌
巨
ロ
一
一
ヨ
ー
［
＆
目
で
壱
一
一
の
⑫
。
【
一
興
ず
。
日
》
后
農
】
口
揖ｆ
 

い
⑩
重
一
切
》
］
・
勺
・
壜
ｐ
巳
の
【
Ｃ
己
唾
】
⑫
】
ロ
冒
旦
旨
坤
の
８
■
○
ヨ
ー
。
」
の
『
の
一
○
℃
目
の
員
庫
缶
目
①
己
、
：
ご
◎
一
一
○
瑁
曹
国
『
：
云
一
呂
切
》
】
坦
冨

Ｊ
 

ｐ
で
［
。
ご
雪
冒
・
》
ぬ
［
『
色
［
の
巴
（
目
色
、
１
２
一
日
『
の
即
自
『
ず
：
匡
騎
俸
目
『
色
一
℃
一
目
己
ロ
ｍ
・
一
口
・
ｇｆ
 

ｐ
ｍ
【
》
司
己
＆
『
－
，
弓
》
ワ
ー
の
し
。
宍
①
２
円
｛
色
畷
目
碩
・
」
】
の
侭
君
臼
砲
君
胃
厨
冨
［
［
巨
己
１
コ
の
シ
色
⑫
：
且
日
目
ｍ
・
岳
怠
（
小
林
昇
訳
、
艇
地
制
度
論
、
岩

四
一
『
ぬ
｝
旨
〕
：
〉
少
・
○
》
弓
庁
の
骨
皀
の
巴
。
｛
の
○
・
口
Ｃ
目
・
」
の
ぐ
の
一
・
ロ
ョ
の
二
｛
》
爵
一
の
Ｃ
・
石
・
・
屋
留
（
麻
田
四
郎
訳
、
経
済
発
展
の
戦
略
、
巌
松
堂
）

閂
。
」
一
曲
》
の
。
『
の
冒
冒
の
口
［
Ｃ
｛
。
日
毎
の
守
畷
斤
蜀
『
⑩
竜
８
『
己
－
，
口
“
、
」
『
飴
（
〔
。
Ｅ
二
旨
の
ご
』
②
白

戸
“
恩
蚕
・
国
。
】
の
三
（
板
垣
与
一
）
、
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
と
経
済
発
展
ｌ
東
南
ア
ジ
ア
近
代
化
の
起
点
ｌ
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
二

戸
。
》
の
汀
Ｃ
一
再
（
伊
藤
正
二
）
、
独
立
後
の
独
占
資
本
の
発
展
と
経
済
的
従
属
（
中
村
平
治
編
、
イ
ン
ド
現
代
史
の
展
望
、
青
木
書
店
、
一
九
七
二
、

異
【
Ｅ
、
冒
忌
律
の
８
目
日
后
酉
◎
君
｛
す
冒
旦
冒
詐
宅
鼻
一
甑
冨
ご
鮠
】
貝
の
【
ず
の
旨
。
価
与
巨
一
ｍ
》
の
８
『
、
の
シ
一
一
自
陣
ご
ロ
ー
「
旨
》

■
 

●
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〔
媚
〕
両
目
》
ぐ
・
【
・
幻
・
ぐ
・
》
『
二
『
の
閂
日
⑥
員
萱
閂
口
８
日
の
俸
忌
①
目
色
一
二
℃
｝
｝
①
『
冒
目
巨
己
ｑ
‐
」
⑥
ご
句
－
．
℃
＆
①
８
目
目
］
》
】
①
忠
》
ご
』に

〔
妬
〕
宛
Ｃ
⑫
の
口
禺
の
冒
宛
◎
邑
自
》
可
・
ｚ
ｊ
Ｚ
Ｃ
篇
ｍ
Ｃ
ｐ
岳
の
（
ラ
の
。
『
竜
。
〔
夢
の
（
《
囚
、
句
白
骨
》
》
】
日
四
・
ｍ
・
向
一
一
一
⑫
巴
・
》
向
８
二
．
ヨ
ー
Ｃ
二
目
の
一
○
℃
目
の
貝
｛
Ｃ
『

Ｆ
昌
旨
シ
ョ
の
『
－
８
．
の
（
・
冨
閂
二
目
勺
思
い
、
》
】
や
臼

〔
灯
〕
詞
・
の
庁
・
君
・
ョ
・
言
・
》
目
：
百
ｍ
の
“
・
〔
の
８
国
・
昌
一
。
、
『
・
竃
［
す
。
ｐ
・
ロ
－
８
日
目
目
勗
（
目
昌
一
｛
の
閂
Ｐ
Ｃ
“
ヨ
ヶ
『
己
、
の
□
・
田
・
》
巳
巴
（
木
村
健
康
他

訳
、
経
済
成
長
の
諸
段
階
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）

〔
妃
〕
、
：
》
用
・
》
閂
且
冨
律
晏
の
目
閏
斥
図
・
｛
ｍ
・
巨
忌
庫
ｍ
・
貝
写
の
画
、
（
し
め
旨
》
両
８
コ
・
目
・
騨
弓
・
冨
目
一
三
の
⑦
宍
一
『
・
ぐ
日
「
頚
】
・
眉
》
農
巴
『
⑭

〔
⑲
〕
の
プ
の
己
。
嗜
簿
団
・
河
・
》
目
」
旨
曰
の
８
回
。
目
一
Ｃ
ｂ
Ｃ
ｌ
】
。
］
・
勺
。
石
巨
一
色
『
で
凰
汚
②
：
四
口
》
后
９
Ｊ
 

〔
卯
〕
の
一
一
『
の
『
日
：
》
］
・
】
『
胃
目
一
二
日
四
（
の
◎
ず
）
の
。
二
：
。
｛
ｚ
の
テ
コ
】
）
い
め
。
ｎ
国
一
房
目
》
旨
＠Ｋ
 

〔
副
〕
、
冨
苛
①
》
○
・
四
・
【
・
庫
少
・
目
・
Ｐ
３
目
。
員
写
》
閂
。
」
冒
俸
宅
色
面
晩
冒
口
沁
一
目
」
）
宅
８
℃
一
⑪
痔
の
８
皀
。
目
琶
・
□
己
『
⑦
厨
】
豆
弔
忌
、
山
》
⑭
ａ
の
」
己
・
〕
］
②
ｓ

〔
“
〕
両
目
、
：
汀
『
》
□
・
宍
・
）
而
○
ぐ
曾
口
陣
８
℃
】
３
］
』
の
『
の
一
○
ョ
目
斤
ご
閂
ロ
」
置
叩
８
貝
の
目
石
Ｃ
『
凹
旦
】
ロ
『
の
⑪
庁
ョ
２
斤
ロ
呉
芹
の
『
ロ
晩
ご
『
Ｃ
ケ
ー
の
三
⑬
序
已
一
＄
ヨ
ニ
ゴ
甲

■
 

■
 

〔
訂
〕
…
…
…
》
。
：
』
宜
色
、
四
Ｈ
己
】
２
－
－
】
ず
の
国
一
】
ご
ｇ
ご
》
シ
顕
色
】
ロ
⑩
庁
〔
ず
の
い
｛
『
の
四
目
皿
。
『
三
目
］
の
⑫
困
房
◎
二
の
８
口
○
日
】
易
・
弓
菖
晏
の
。
ご
因
○
○
弄
切
》

ご
国
（
加
藤
寛
・
丸
尾
直
美
訳
、
反
主
流
の
経
済
学
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）

〔
犯
〕
Ｚ
の
一
目
》
］
・
》
目
安
の
昌
切
８
ぐ
の
ｑ
・
自
己
愚
・
巳
怠
（
辻
直
四
郎
他
訳
、
イ
ン
ド
の
発
見
（
上
）
（
下
）
、
岩
波
書
店
）

〔
”
〕
ｚ
旨
弄
②
の
》
宛
．
》
宅
８
ヶ
一
の
日
⑳
。
｛
・
§
冒
一
閾
・
日
国
〔
】
：
冒
巨
ａ
の
円
の
『
の
’
８
③
１
８
目
芹
１
の
“
．
厚
い
】
・
田
一
四
・
富
の
一
一
．
］
④
忠
（
土
屋
六
郎
訳
、
後
進
諸

国
の
資
本
形
成
、
雄
松
堂
）

〔
狐
〕
○
房
巨
貫
国
冨
。
（
大
塚
久
雄
）
、
国
民
経
済
ｌ
そ
の
歴
史
的
考
察
、
一
九
六
五
、
（
『
著
作
染
・
第
六
巻
」
所
収
、
岩
波
聾
店
）

〔
虹
〕
…
・
…
・
・
》
オ
ラ
ン
ダ
型
貿
易
国
家
の
生
成
、
一
九
六
○
（
「
著
作
集
・
第
六
巻
』
所
収
）

〔
⑫
〕
○
圏
》
少
・
Ｚ
・
》
○
日
ず
ご
、
８
口
○
の
貝
『
の
二
。
。
。
【
ｍ
８
ｐ
Ｃ
日
』
。
□
Ｃ
宅
の
『
』
』
。
『
三
②
こ
の
。
｛
【
ず
①
。
①
尋
］
旨
の
。
、
ご
ｍ
己
。
一
一
Ｑ
》
口
８
己
○
ョ
】
Ｃ
伜
勺
。
一
一
‐

二
目
一
三
『
の
⑦
産
］
》
ぐ
閂
自
１
局
】
】
＆
②

〔
妃
〕
勺
◎
男
色
目
〕
二
国
・
旨
．
ご
少
、
ユ
の
臣
一
日
３
－
℃
『
。
ご
］
の
Ｂ
ｍ
Ｃ
｛
巨
口
こ
の
７
』
の
『
の
一
．
己
①
」
８
ロ
ロ
ォ
『
】
の
山
ご
岳
の
一
碕
冨
。
〔
同
色
『
◎
己
の
四
．
凶
、
『
四
『
一
画
。
三
ｍ
８
ｑ
．
】
し
副

冒
且
・
・
》
句
：
［
伜
『
の
一
の
ぐ
：
８
，
ロ
ョ
ワ
筐
、
の
ご
・
句
．
．
】
①
国
（
小
松
芳
秀
訳
、
「
史
実
と
問
題
意
識
』
第
十
章
「
腱
業
と
経
済
発
展
ｌ
歴
史
の
教

○
×
｛
。
『
」
ｑ
・
句
・
》
忌
呂

訓
」
、
岩
波
霞
店
）
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〔
後
記
〕
本
稿
は
一
九
七
四
年
度
に
提
出
し
た
助
手
終
了
論
文
の
一
部
を
割
愛
し
て
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
稿
「
研

究
ノ
ー
ト
・
イ
ン
ド
工
業
化
過
程
に
お
け
る
腱
業
問
題
」
（
本
誌
、
四
一
’
一
一
一
・
四
号
）
と
相
補
う
関
係
に
あ
る
。
作
成
す

る
に
あ
た
っ
て
蝿
前
稿
同
様
、
山
内
一
男
教
授
の
御
指
導
を
賜
っ
た
、
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
と
致
し
ま
す
。
な
お
、

法
政
大
学
学
内
特
別
助
成
金
の
援
助
を
受
け
た
。

Ｆ、戸几ノーｈ

５４５３５２ 
%－ノ－￣』

ｊ
 

、
庁
忌
の
（
の
己
》
巳
・
俸
丙
・
出
】
｝
］
》
沙
】
」
８
冒
旦
旨
》
旨
③
⑬Ⅲ
 

、耳⑩鼻のロ》勺・序言・口で庁自の」唖・》日ラの。１，房。〔閂且】：□｜冒昌品』⑥８回◎目一・ｓ・一｛。］】ロ号⑪】。ｇ・鯵．。×『Ｃａロ・宅・・】冨函
Ｋ
自
己
一
己
『
露
・
日
昌
：
（
矢
内
原
忠
雄
）
、
帝
国
主
義
下
の
印
度
、
大
同
書
院
、
一
九
四
一


