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た
産
業
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
そ
の
復
旧
は
遅
れ
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
神
戸
港
の
よ
う
に
一
度

失
っ
た
顧
客
を
取
り
戻
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
た
め
、

産
業
復
興
は
地
域
の
復
興
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
部
品
産
業
な
ど
も
同
様
で
、
一
度
、
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
か
ら
は
ず
れ
る
と
、
復
旧
し
て
も
な
か
な
か
元

通
り
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
。

　
そ
の
一
方
で
、
最
近
で
は
公
共
事
業
の
入
札
に
誰
も

参
加
し
な
い
な
ど
の
入
札
不
調
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ

は
、
建
設
資
材
や
労
働
の
需
給
が
ひ
っ
迫
し
、
資
材
価

格
、
労
働
賃
金
と
も
に
上
昇
し
、
公
共
部
門
が
設
定
す

る
積
算
単
価
で
は
採
算
が
と
れ
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。

こ
う
し
た
現
象
は
市
場
経
済
に
お
い
て
は
当
然
起
こ
り

う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
優
先
度
で
あ

る
。
受
給
が
ひ
っ
迫
し
た
際
、
限
ら
れ
た
資
源
を
ど
こ

に
配
分
す
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
千
人
単
位
の

労
働
力
を
除
染
に
使
う
の
か
、
道
路
や
港
湾
の
復
旧
に

使
う
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
筆
者
は
生
活
基
盤
の
復
旧
が
大
事
で
は
な
い
と
言
う

つ
も
り
は
な
い
。
所
得
を
生
み
出
す
産
業
を
再
生
し
な

け
れ
ば
、
生
活
そ
の
も
の
が
再
生
さ
れ
な
い
の
だ
。

　「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」「
公
共
投
資
＝
無
駄
」

と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
け
が
先
行
し
、
公
共
投
資
を
全
面

生
産
性
を
高
め
る
社
会
資
本
投
資
を

金
の
調
達
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
前
政
権
で
も
主

張
さ
れ
て
い
た
「
格
差
是
正
」
も
再
分
配
の
た
め
の
資

金
を
ど
こ
か
ら
か
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

こ
の
部
分
の
議
論
が
あ
ま
り
に
希
薄
で
あ
っ
た
た
め
、

持
続
的
な
政
策
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、

経
済
再
生
を
し
て
、
経
済
を
成
長
さ
せ
、
所
得
を
増
や

す
こ
と
で
、
再
分
配
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
最
も
効

率
的
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
。

　
こ
れ
は
震
災
か
ら
の
復
興
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

復
興
増
税
で
資
金
調
達
を
す
る
に
し
て
も
、
課
税
ベ
ー

ス
で
あ
る
所
得
が
増
え
な
い
こ
と
に
は
、
思
う
よ
う
な

税
収
を
確
保
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
震
災
か
ら
の

復
興
は
経
済
の
再
生
と
同
時
に
進
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な

的
に
否
定
す
る
言
葉
が
お
ど
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
経

済
学
会
の
中
で
も
議
論
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
全
面
否
定
す
る
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
た
だ
、
短
期
的
な
景
気
浮
揚
効
果
を
期
待
す
る
か
、

長
期
的
な
生
産
力
効
果
を
期
待
す
る
か
で
や
り
方
が
変

わ
っ
て
く
る
。
前
者
だ
け
で
あ
れ
ば
、
極
論
を
す
れ
ば
、

穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
だ
け
で
も
効
果
が
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
だ
け
で
は
、
生
産
性
は

向
上
し
な
い
。
重
要
な
の
は
、
毎
年
の
投
資
に
よ
る
資

本
蓄
積
で
あ
り
、
そ
の
資
本
蓄
積
を
使
っ
て
生
産
に
生

か
す
こ
と
で
あ
る
。

　
後
者
の
生
産
力
効
果
と
は
、
道
路
や
空
港
な
ど
の
社

会
資
本
蓄
積
が
で
き
る
こ
と
で
、
移
動
コ
ス
ト
や
輸
送

コ
ス
ト
を
削
減
で
き
、
資
源
を
生
産
に
集
中
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
産
性
が
向
上
し
、
経
済
活
動
が
活
発

に
な
る
効
果
を
い
う
。
筆
者
ら
の
研
究
（
宮
川
努
・
川
崎

一
泰
・
枝
村
一
磨
（
二
〇
一
三
）「
社
会
資
本
の
生
産
力
効
果
の

再
検
討
」
経
済
研
究
、第
六
四
巻
三
号
、二
四
〇

－

二
五
五
）
で

は
、
社
会
資
本
の
生
産
力
効
果
の
存
在
が
改
め
て
確
認

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
公
共
投
資
が
無
駄
な
の
で
は
な
く
、

無
駄
な
投
資
も
一
部
で
な
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
効
率
性
で
あ
る
。

　
一
連
の
研
究
の
中
で
、
公
共
投
資
の
総
額
が
削
減
さ

れ
て
い
く
中
で
、
生
産
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。
ま
た
、
都
市
部
で
の
社
会
資
本
不
足
が

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
、
そ
れ
ま
で
コ
ン
テ
ナ

取
扱
量
が
世
界
の
三
位
に
あ
っ
た
神
戸
港
が
、
震
災
後

に
順
位
を
大
幅
に
落
と
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
四
〇
位

台
に
ま
で
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
産
業
で
も
当
て

は
ま
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
一
度
失
っ
た
顧
客
を
取
り

戻
す
こ
と
の
困
難
さ
を
表
し
て
い
る
。

　
東
北
の
地
場
産
業
の
一
つ
に
水
産
業
と
そ
れ
に
伴
う

水
産
加
工
業
が
あ
る
。
こ
れ
は
良
好
な
漁
場
が
近
く
に

あ
り
、
そ
れ
を
加
工
す
る
資
本
蓄
積
が
形
成
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
よ
る
。
と
こ
ろ
が
、
震
災
に
よ
り
、
こ
う
し

優
先
度
を
考
え
る

顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
の
で
あ

る
。
被
災
地
の
復
興
が
急
務
の
中
、
い
か
に
効
率
的
に

復
興
を
進
め
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
連

の
研
究
成
果
か
ら
、
都
市
部
へ
の
投
資
を
先
行
し
て
行

う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
都
市
部
で
は
、
一
定

の
収
益
性
の
見
込
め
る
事
業
に
関
し
て
は
、
民
間
資
金

を
使
っ
た
社
会
資
本
整
備
を
進
め
る
こ
と
も
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

　
過
疎
化
が
進
ん
で
き
た
地
域
で
震
災
前
と
同
じ
も
の

を
つ
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
投
資
は
無
駄
に
な
る
可

能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
少
な
く
と
も
、
都
市
の
コ
ン
パ

ク
ト
化
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
コ
ン
パ
ク

ト
化
に
よ
り
、
社
会
資
本
整
備
の
コ
ス
ト
を
抑
制
す
る

だ
け
で
は
な
く
利
用
率
が
高
ま
る
の
で
、
都
市
の
効
率

化
が
期
待
で
き
る
。
同
時
に
都
市
財
政
も
効
率
化
す
る
。

（
こ
の
点
は
川
崎
一
泰
（
二
〇
一
三
）『
官
民
連
携
の
地
域
再
生
』

勁
草
書
房
．
に
て
実
証
分
析
さ
れ
て
い
る
。）

　
コ
ン
パ
ク
ト
化
し
た
都
市
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、

一
つ
の
都
市
圏
を
形
成
す
る
こ
と
で
生
産
性
を
高
め
ら

れ
る
。
復
興
事
業
を
単
な
る
つ
く
り
直
し
で
は
な
く
、

東
北
の
未
来
志
向
型
に
す
る
こ
と
で
、
自
立
的
な
地
域

経
済
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
筆
者
は
期
待
す
る
。

震
災
復
興
で
生
産
力
を
高
め
よ

　
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
未
曽

有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
大
震
災
か
ら
の
復

旧
・
復
興
は
わ
が
国
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
震
災
復
興
は
過
去
の
災
害
と
比
べ
て
も
規

模
が
大
き
く
、
被
災
地
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
こ
と
に

加
え
て
、
政
府
の
債
務
残
高
が
極
め
て
大
き
い
た
め
、

厳
し
い
財
政
的
制
約
の
中
で
の
復
旧
・
復
興
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　
筆
者
は
震
災
か
ら
の
復
興
の
議
論
の
際
も
、
改
め
て

経
済
再
生
、
景
気
対
策
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

「
な
い
袖
は
振
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
復
興
資

経
済
再
生
、景
気
対
策
の
重
要
性
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