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皐

界

展

望

商
品
生
産
と
地
主
制
を
め
ぐ
る
研
究

ー
明
消
枇
曾
経
済
研
究
史
の
諮
問
題
付
|

本
稿
は
、
も
と
近
藤
秀
樹
の
。
清
代
研
究
へ
の
覚
書
φ

と
一
緒
に
掲
載
さ
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
編
集
上
の
都
合
か
ら
、
こ
の
稿
だ
け
が
、
本
腕
に
掲
せ

ら
れ
る
事
と
な
っ
た
。
考
察
の
封
象
を
、
表
題
に
示
し
た
二
つ
の
問
題
に
限
定

し
て
い
る
の
で
、
他
の
多
く
の
す
ぐ
れ
た
祉
曾
終
演
史
的
研
究
や
、
と
り
あ
げ

た
諸
研
究
の
な
か
の
他
の
有
用
な
債
値
が
、
こ
こ
で
は
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
鮎
、
あ
ら
か
じ
め
了
解
を
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
執
筆

に
さ
い
し
て
は
、
近
藤
と
若
干
の
討
議
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
論
旨
に
つ
い
て

の
最
終
的
責
任
は
、
あ
く
ま
で
寺
田
が
負
う
も
の
で
あ
る
事
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
な
お
、
文
中
、

敬
間
的
は
す
へ
て
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

商
品
生
産
と
地
主
制
の
問
題

戦
後
に
お
け
る
明
清
史
の
研
究
は
、
と
り
わ
け
枇
曾
経
済
史
の
分
野
に
お
い

て
、
者
る
し
い
設
展
を
と
げ
た
。
そ
れ
は
、
史
資
の
考
詮
に
お
い
て
、
方
法
論

に
お
い
て
、

一
段
の
飛
飽
を
み
せ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
問
題
意
識
に
お
い

て
、
戦
前
の
そ
れ
と
は
決
定
的
な
相
還
を
示
し
て
い
る
と
い
う
鮎
に
お
い
て
特

徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
設
定
さ
れ
た
共
通
の
主
題
は
、
明
清
時
代
に
お
け
る
中

園
一
世
曾
の
懸
史
的
性
格
を
追
求
す
る
事
に
あ
っ
て
、
研
究
は
、
商
品
生
産
の
性

格
規
定
と
地
主
H
佃
戸
関
係
の
問
題
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
い
う
事
が

出
来
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
載
後
の
新
し
い
研
究
動
向
の
あ
と
ず
け
は
、
す
で

に
先
与
に
よ

っ
て
何
回
か
誌
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
村
敬
直

・
多農

村
工
業
と
佃
戸
制
の
展
開
l
明
清
枇
曾
経
済
史
の
諸
問
題
|
ク
(
「
載
後
に
お
け

る
祉
曾
経
済
史
撃
の
表
逮
」
所
牧
)
や
、
卒
凡
社
版
「
世
界
歴
史
事
典
」

の
史

料
翁

(
明
代
は
藤
井
宏
、
清
代
は
一
柳
田
信
夫

・
山
根
幸
夫
の
執
筆
)
、
佐
伯
有

一
・
タ
日
本
の
明
清
時
代
研
究
に
お
け
る
商
品
生
産
評
債
を
め
ぐ
っ
て
h

(

「中

園
史
の
時
代
匿
分
」
所
牧
)
が
そ
れ
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
執
筆
者
自
身
の
問

題
設
定
と
方
法
に
よ
っ
て
、
個
別
研
究
が
到
達
し
え
た
理
論
的
・
賓
詮
的
成
果

を
整
理
し
、
将
来
へ
の
課
題
に
言
及
し
た
も
の
で
、
す
ぐ
れ
た
内
容
を
も
っ
労
作

で
あ
っ

た
。
い
ま
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
載
後
の
研
究
史
を
皐
読
史
的
に
回
顧
す

る
と
、
大
凡
そ
次
ぎ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
指
摘
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
戦
後
の
新
し
い
研
究
設
展
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
西
嶋
定

生
の
、
十
六
・
七
世
紀

に
お
け
る

棉
業
を
封
象
と
す
る
一
連
の

研
究
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
、
笛
時
代
の
中
園
枇
曾
に
お
け
る
商
品
生
産
の
設
達
が
検
設
さ

れ
、
そ
の
廃
史
的
性
格
が
規
定
さ
れ
た
。
卸
ち
、
帥
開
業
の
精
進
的
分
析
を
通
じ

て
、
零
細
農
民
の
副
業
的
綿
布
生
産
が
、
高
額
地
代
と
商
業
資
本
の
支
配
の
谷

間
の
な
か
で
成
長
し
え
な
か
っ
た
事
、
つ
ま
り
彼
ら
が
商
品
生
産
を
契
機
と
し

て
つ
か
み
え
た
か
も
し
れ
ぬ
利
潤
の
蓄
積
、
階
級
的
上
昇
の
可
能
性
は
、

ほ
と

ん
ど
紹
霊
的
で
あ
っ
た
事
、
ま
た
、
都
市
の
専
業
者
た
る
機
戸
も
、
政
府
の
綿

布
枚
買
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
非
濁
立
的
経
営
で
あ
っ
た
事
な
ど
が
論
登
さ

れ
、
そ
れ
ら
は
、
近
代
化
H
資
本
制
へ
進
む
べ
き
何
ら
の
契
機
を
も
も
ち
え
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
断
定
さ
れ
た
。

つ
い
で
、
西
嶋
の
研
究
で
は
鍋
れ
ら
れ
な
か
っ
た
地
主
制
の
問
題
が
、
北
村

敏
直

・
古
島
和
雄
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。
北
村
は
、
明

一
代
を
通
じ
て
自
作

農
の
分
解
が
行
わ
れ
、
郷
居
地
主
H
佃
戸
閥
係
が
進
展
し
た
事
、
郷
居
地
主
が

- 70一
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商
品
経
済
の
脂
製
展
に
よ
っ
て
階
層
分
化
を
お
こ
し
、
上
昇
し
た
者
は
商
業
と
結

び
つ
い
て
城
居
地
主
H
寄
生
地
主
化
し
た
事
を
論
じ
、
古
島
は
、
江
南
の
手
作

り
小
地
主
の
経
営
を
具
健
的
に
追
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
商
者
は
、
い
ず
れ
も

地
主
の
富
農
化
を
認
め
ず
、
寄
生
化
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
事
を
指
摘
す
る
に
と

ど
ま
っ
た
。

こ
の
西
嶋

・
北
村

・
古
島
ら
の
諸
研
究
は
、
戟
後
に
お
け
る
研
究
の
劃
期
的

進
歩
を
示
す
も
の
と
し
て
、

い
わ
ば
そ
の
第
一
期
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
卸
ち
、
そ
れ
ら
は
先
腐
的
な
業
績
で
あ
り
、
明
清
一
枇
曾
経
済
史
の
基

本
的
問
題
の
所
在
と
解
明
の
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
更
に
、
い
ず
れ

も
西
欧
の
近
代
勢
力
の
侵
入
に
先
立
つ
時
代
の
中
国
世
曾
の
内
部
に
自
生
的
解

趨
現
象
を
認
め
て
、
中
園
に
封
す
る
組
封
的
停
滞
論
的
理
解
へ
の
反
論
を
用
意

し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
峻
厳
な
限
界
を
設
定
し
て
、
解
慢
現
象
そ
の
も
の

が
、
迭
に
近
代
化
へ
の
主
健
的
契
機
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
す
る
貼
に
お
い

て
、
共
通
し
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
に
謝
す
る
批
判
の
展
開
、
卸
ち
、
中
国
世
曾
に
も
微
弱

な
が
ら
近
代
化
へ
の
契
機
乃
至
傾
斜
が
存
在
し
た
事
を
賞
設
し
よ
う
と
す
る
努

i

力
が
、
翠
読
史
の
第
二
期
的
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
藤
井
宏

-
波
多
野
善
大

・
里
弁
彦
七
郎
・
佐
伯
有

一
・
田
中
正
俊
・
横
山
英
ら
に
よ
る

盤
業

・
鍍
業

・
茶
業
・
綿
織
業
・
商
業
の
研
究
が
績
々
と
し
て
設
表
さ
れ
た
。

こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
中
園
の
歴
史
事
界
に
お
い
て
は
、
所
謂
資
本
主
義
の
蔚

芽
論
害
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
停
え
ら
れ
て
、
研
究
者
の
閥
心

を
よ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

第
二
期
を
形
成
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
盛
業

・
鍍
業

・
絹
織
業
・
製
紙

業
な
ど
の
分
野
で
問
屋
制
的
生
産
支
配
の
存
在
が
検
設
さ
れ
、
西
嶋
へ
の
反
設

が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
前
期
的
商
業
資
本
が
封
建
的
支
配
燈
制
を
弱
檀
化

せ
し
め
、
資
本
制
生
産
に
移
行
す
る
準
備
的
前
提
と
し
て
の
役
割
を
客
観
的
に

果
し
た
事
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
更
に
、
個
々
の
研
究
に
お
い
て
は
、
事
質

上
の
賃
努
働
や
私
的
自
営
農
の
存
在
さ
え
も
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
嶋
が
棉
業
の
な
か
に
マ

一一
ュ
フ
ア

ク
チ
品
ア
の
容
在
は
も
ち

ろ
ん
、
問
屋
的
前
貸
さ
え
も
認
め
な
か
っ
た
の
に
封
し
、
こ
の
時
期
の
諮
研
究

が
、
各
産
業
に
お
い
て
問
屋
制
的
生
産
支
配
の
存
在
佐
賀
詮
し
た
事
は
、
島
一

4

読

史
的
に
い
っ
て
、
第
二
期
的
研
究
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
事
の
出
来
る
重
要

な
観
貼
で
は
あ
る
が
、
問
屋
的
生
産
そ
の
も
の
は
、
多
く
の
場
合
、
封
建
的
諸

閥
係
の
解
慢
を
示
す
も
の
と
し
て
の
み
評
債
さ
れ
、
資
本
制
的
設
展
へ
の
起
貼

を
そ
こ
に
み
よ
う
と
す
る
者
は
少
く
、
近
代
化
へ
の
積
極
的
な
展
望
は
保
留
さ

れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
、
窮
極
的
に
は
そ
の
方
向
を
否
定
す
る
の
が

一
般
的
立
場
で
あ
っ
た
。
じ
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
期
の

研
究
が
到
達
し
え
た
成
果
も
、
第

一
期
の
論
理
そ
完
全
に
克
服
し
え
な
か
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
全
般
的
に
土
地
問

題
へ
の
閥
心
が
簿
く
、
北
村
や
古
島
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
地
主
制
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
具
躍
的
な
研
究
の
設
展
を
指
摘
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

一一

こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
あ
と
ず
け
を
う
け
て
、
以
下
に
お
い
て
論
じ
よ
う

と
す
る
の
は
、
こ
れ
に
績
く
時
期
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
趨
的
に

は
一
九
五
七
年
前
後
か
ら
現
在
六
一
年
初
頭
ま
で
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
時

期
を
準
設
史
的
に
一
つ
の
時
期
と
し
て
国
別
す
る
事
の
舘
否
は
と
も
か
く
と
し

て
、
前
述
の
よ
う
な
戦
後
に
お
け
る
研
究
史
の
劃
期
的
護
展
の
猶
い
手
で
あ
っ

た
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
期
間
は
或
る
種
の
沈
歎
の
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
表
面
上
は
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
設

言
は
必
ら
ず
し
も
活
溌
で
は
な
か
っ
た
。

噌

E
A

勺，.
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こ
れ
に
封
し
て
、
こ
の
時
期
に
撃
界
に
登
場
し
た
新
人
た
ち
の
な
か
で
、
最

も
注
目
す
べ
き
、
異
色
あ
る
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
小
山
正
明
と
重
田
徳
で

あ
っ
た

u

そ
の
主
題
は
、
明
代
を
奴
隷
制
時
代

(
こ
の
表
現
は
或
い
は
遁
笛
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
便
宜
的
に
、
こ
う
し
た
表
現
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ

た
。
)
と
規
定
し
、
中
聞
に
お
け
る
封
建
制
の
飽
制
的
際
立
期
を
明
米
清
初
の

袋
革
期
ー
よ
り
正
確
に
は
消
初
に
お
こ
う
と
い
う
大
胞
な
試
論
の
展
開
に
あ
っ

て
、
明
末
清
初
の
枇
曾
的
袋
動
の
な
か
に
、
封
建
的
諮
閥
係
の
解
鰻
H
中
国
近

代
化

へ
の
諸
契
機
を
検
設
す
る
事
を
も
っ
て
主
題
と
す
る
職
後
の
研
究
史
の
方

向
と
は
、
長
つ
向
か
ら
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
研
究
内
容
に
そ
く
し
つ

つ
、
そ
の
主
振
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
小
山
正
明

・
4

明
末
消
初
の
大
土
地
所
有
|
と
く
に
江
南
デ
ル

タ'地

州市
を
中
心
に
し
て

1
9
(史
筆
雑
誌
六
六
編

二一
枕
・
六
七
編

一
一
腕
五
七
年

一
一
一月

1
五
八
年

一
月
)
は
、
明
代
奴
隷
制
殺
を
裏
付
け
る
質
詮
的
研
究
で
あ

り
、
そ
の
翠
訟
の
基
幹
と
も
い
う
へ
き
位
億
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時

に、

か
つ
て
北
村

・
古
島
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
地
主
制
の
研
究
成
果
を
批
判
的

に
総
承
し
、
初
自
の
見
解
を
開
陳
す
る
事
に
よ
っ
て
、
永
い
間
間
四
十界
の
宿
題
と

な
っ
て

い
る
明
代
一
粧
台
の
恭
礎
的
椛
巡
の
解
明
に
迫
ろ
う
と
し
た
意
欲
的
な
業

綴
で
も
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
小
山
自
身
の
言
葉
で
要
約
す
る
と

次
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

『
第
一
に
、
明
代
、
と
く
に
そ
の
前
半
期
の
手
作
地
主
経
管
は
、
そ
の
手
作

地
お
よ
び
佃
作
地
と
も
に
、
擬
制
的
家
族
関
係
の
下
に
隷
属
せ
し
め
ら
れ
た
奴

隷
を
主
要
労
働
力
と
す
る
家
父
長
的
奴
隷
制
経
密
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二

に
、
こ
う
し
た
家
父
長
的
奴
隷
制
経
営
と
し
て
の
手
作
地
主
が
「
在
地
の
具
髄

的
な
土
地
用
盆
」

H
共
同
館
規
制
の
掌
握
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
篠
件
の
下
で

は

(
こ
れ
は
古
鳥
・
多
聞
明
末
長
江
デ
ル

タ
に
於
け
る
地
主
経
営
・懸
史
翠
研
究
一

四
八
駒
山
五

O
年
一
一
月
。
の
考
え
方
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
H
寺
田
)、

農
民
層
の
分
解
H
土
地
集
積
は
、
こ
の
家
父
長
的
奴
隷
制
的
諸
閥
係
の
再
生
産

た
る
奴軸抑
制
的
大
土
地
所
有
に
締
結
し
た
(
こ
の
結
論
は
古
島
の
方
向
と
封
立

す
る
も
の
で
、
小
山
籾
自
の
見
解
で
あ
る
H
寺
田
)
。

第
三
に
、
明
代
中
頃
よ

り
の
農
村
手
工
業
の
尚口同
生
箆
化
は
、
家
父
長
制
的
奴
隷
制
的
毅
腐
の
下
に
あ

っ
た
佃
戸
の
経
営
を
し
て
、
自
立
鼠
純
再
生
産
可
能
の
経
営
へ
と
そ
れ
を
成
長

せ
し
め

(こ
の
貼
に
は
疑
義
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、、
そ
こ
で
は
農
村
手
工
業

に
闘
す
る
西
嶋
ら
の
結
論
が
大
鰹
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お

且
つ
、
そ
れ
が
佃
戸
経
営
の
上
昇
の
契
機
と
さ
れ
て
い
る
の
は
楽
観
的
に
す
ぎ

る
H
寺
田
)、

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
哲
来
の
明
代
手
作
地

主
H
家
父
長
的
奴
隷
制
緩
俸
を
解
鐙

・
後
質
さ
せ
て
、
そ
の
掌
握
下
に
あ
っ
た

「
在
地
の
具
種
的
な
土
地
用
盆」

H
共
同
種
規
制
は
、

佃
戸
を
構
成
員
と
す
る

佃
戸
相
互
間
の
地
縁
的
結
合
た
る
共
同
憾
の
機
能
に
鱒
移
し
、
こ
の
共
同
種
の

後
質
自
健
は
ま
た
、
家
父
長
的
奴
隷
制
緩
僚
と
し
て
の
明
代
手
作
地
主
掌
鐸
下

の
共
同
協
規
制
を
そ
の
存
立
の
甘都
礎
と
す
る
、
奴
隷
制
的
大
土
地
所
有
の
袋
質

を
も
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
』

こ
う
し
た
過
程
を
へ

て
、
明
末
端
問
初
以
降
こ
の

デ
ル
タ
地
帯
に
一
般
化
す
る
地
主
の
存
在
形
態
と
し
て
の
城
居
地
主

(
H郷
紳

・
大
地
主
)
が
出
現
す
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
奴
僕
を
膏
更
に
充
笛
し
て
、
公
的

徴
税
織
と
私
的
徴
租
権
と
を
自
ら
の
下
に
統

一
す
る
事
に
よ
っ
て
、
佃
戸
に
封

す
る
経
済
外
強
制
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
係
件
を
つ
く
り
出
し
た
。

こ
の

事
は

つ
ま
り
『
地
主
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
再
生
産
不
可
能
な
奴
隷
と

し
て
の
仰
戸
が
、

地
主
か
ら
は
濁
立
し
て
自
立
再
生
産
可
能
の
農
奴
へ
と
成
長

し
て
き
た
客
観
的
機
件
に
封
す
る
地
主
の
封
際
・
製
質
で
あ
り
、
こ
う
し
た
土

地
所
有
形
態
は
、

特
殊
中
図
的
な
封
建
的
土
地
所
有
と
言
え
る
だ
ろ
う
J

こ
う
し
た
議
論
の
展
開
に
謝
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
健
系
的
な
批
判
乃
至
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反
論
は
愛
表
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
が
、
皐
界
の
通
説
に
封
す
る
大
腸
な

挑
戦
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
謝
す
る
批
判
・
反
論
は
、
史
賓
の
具
慢
的
な
分

析
の
上
に
た
ち
、
自
身
の
理
論
的
規
定
を
提
出
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
近
い
将
来
に
お
い
て
笛
然
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
考

え
方
を
よ
り
正
し
く
浬
解
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
次
ぎ
の
よ
う
な
疑

問
を
提
示
し
て
お
く
事
は
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
。

そ
れ
は
、
奴
隷
そ
の
も
の
に
謝
す
る
概
念
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
場

合、

地
主
の
手
作
地
に
お
い
て
奴
隷
に
よ
る
耕
作
が
行
わ
れ
た
と
す
る
商
事
質
は

認
め
-て
よ
い
。
労
働
力
と
し
て
の
奴
隷
の
使
用
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
限
界
規
模
以
上
の
所
有
地
H
佃
作
地
の
耕
作
者
を
、
奴
隷
と
し
て
の
佃
戸

と
す
る
見
解
に
は
、
に
わ
か
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
は
何
よ

り
も
ま
ず
、
手
作
地
の
経
営
と
佃
作
地
の
経
倍
と
が
同
じ
卒
面
で
理
解
さ
れ
て

い
る
事
へ
の
疑
問
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
と
い
う
の
は
、
佃
作
地
な
る

も
の
は
、
手
作
地
の
範
闘
を
こ
え
て
土
地
が
集
積
さ
れ
、
そ
の
経
営
方
式
H
い

う
と
こ
ろ
の
奴
隷
制
的
生
産
様
式
で
は
管
理
運
営
が
出
来
な
く
な
っ
た
土
地
で

あ
り
、
そ
う
し
た
土
地
集
積
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
耕
作
者
と
し
て
の
佃
戸
が

出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
手
作
地
と
佃
作
地
の
経
営
が
同
質
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
の
は
、

論
理
的
に

い
っ
て
す
で
に
お
か
し
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

佃
作
地
の
耕
作
者
を
奴
隷
と
規
定
す
る
た
め
に
も
ち
だ
さ
れ
る
論
壊
、
た
と
え

ば、

「
佃
戸
は
多
く
佃
僕
と
言
わ
れ
て
擦
に
役
便
さ
れ
、
佃
戸
の
婦
女
も
地
主

の
下
に
服
役
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
佃
戸
が
死
亡
し
た
時
に
は
、
そ
の
萎
或
は

子
は
寅
燐
わ
れ
、
家
賃
は
地
主
の
所
有
に
録
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。L

「そ
れ
自

慢
買
寅
の
封
象
と
さ
れ
、
ま
た
他
屍
へ
の
移
住
も
許
さ
れ
ず
随
回
特
賀
さ
れ
」

た
な
ど
の
徴
設
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
そ
れ
を
奴
隷
と
規
定
す
る
決
定
的
な

要
因
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
農
奴
の
身
分
的
属
性
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
奴
隷
と
し
て
の
佃
戸
の
な
か
に
は

「
奴
僕

で
は
あ
る
が
主
家
よ
り
団
地
を
輿
え
ら
れ
、
主
家
と
は
別
の
家
屋
に
住
み
、

一

腹
濁
立
の
家
計
を
脇
田
む
も
の
」
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ

ば
、
そ
れ
を
奴
隷
と
す
る
事
は
一
一
層
困
難
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
「
地
主
と
と
の

定
着
奴
隷
家
族
と
の
枚
取
闘
係
は
、
街
役
の
徴
牧
を
中
核
と
し
て
構
成
さ
れ
、

奴
隷
家
族
は
佃
穏
と
し
て
枚
穫
高
の
約
牢
分
を
負
揺
す
る
耕
地
と
、
地
主
手
作

地
へ
の
無
償
耕
作
を
割
付
け
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
耕
作
地
か
ら
の
牧
穫
の
中
、

自
己
の
手
元
に
残
る
部
分
を
以
て
し
て
は
自
立
再
生
産
が
不
可
能
な
た
め
、
主

家
に
封
す
る
奴
隷
的
隷
廊
は
依
然
と
し
て
綴
綴
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
耕

地
に
謝
す
る
耕
作
植
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に

注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
農
奴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
し
も
奴
隷
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
佃
租
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
奴
隷
の
支
例
う
佃
租
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
言
葉
の
殿
密
な
概
念
と
し

て
、
本
来
あ
り
う
る
も
の
か
、
ど
う
か
。
ー
と
の
事
は
、
明
代
の
手
作
地
主
の

経
営
を
奴
隷
制
的
生
産
闘
係
と
す
る
そ
の
設
の
基
本
的
前
提
を
な
す
重
要
な
覗

貼
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
特
に
、
よ
り
正
確
な
見
解
を
聞
い
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
と
関
連
し
て
、
も
う
一
っ
そ
の
考
慮
を
わ
ず
ら
わ

す
な
ら
ば

(
い
さ
さ
か
無
い
も
の
ね
だ
り
の
感
も
な
く
は
な
い
が
て
佃
作
地

の
耕
作
者
を
奴
隷
と
し
て
の
佃
戸
と
み
る
立
場
が
、
仁
井
田
陸
に
よ
る
地
主
H

佃
戸
(
農
奴
)
閥
係
の
身
分
法
的
研
究
と
、

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

こ
の
貼
に
つ
い
て
も
、
そ
の
考
え
方
を
聞
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。
小
山
自
身

の
反
省
と
し
て
、
「
明
代
地
主
の
支
配
的
経
営
形
態
を
奴
隷
制
的
土
地
所
有
と

理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宋
代
荘
園
を
替
来
の
，見
解
(
主
と
し
て
周
藤
吉

之
の
業
績
H
寺
田
)
と
は
別
個
の
角
度
か
ら
検
討
し
直
し
て
、
明
代
の
奴
隷
制

的
土
地
所
有
と
如
何
な
る
閥
係
に
立
っ
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
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ろ
う
」
と
述
へ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
そ
れ
と

同
時
に
、
仁
井
田
の
業
績
に

つ
い
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い

か。一一一

小
山
の
前
記
論
文
が
下
部
構
造
の
竣
化
を
質
詮
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
検
設
さ
れ
た
明
末
清
初
に
お
け
る
生
産
関
係

の
嬰
化
、
つ
ま
り
奴
隷
制
的
生
産
閥
係
よ
り
封
建
制
的
生
産
闘
係
へ

の
移
行
に

釘
す
る
闘
門
家
櫛
力
の
封
胞
の
仕
方
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
小
山
の
方
向
を
理
論

的
に
補
強
す
る
事
を
目
指
し
た
の
が
、
重
田
徳
・

ベ
地
丁
併
徴
」
の
歴
史
的

意
義
へ
の
一
一
蹴
角
。
(
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要

一
五
)

で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ

は
も
と
も
と
同
研
究
所
の
研
究
含

(五
七
年
五
月
一二一

日
)
に
お
け
る
報
告
の

要
旨
で
、
論
文
と
し
て
設
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
じ
趣
旨
の
事
は
翌

年

一一

月
三
日
、
東
洋
史
談
話
曾
の
大
舎
に
お
い
て
、

多明
諸
問
時
代
に
お
げ
る

佃
戸
制
の
位
置
|
地
丁
併
微
を
中
心
に
1
9
と
題
し
て
公
表
さ
れ
て
お
り
、
筆

者
も
多
大
の
興
味
を
も
っ
て
聞
い
た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
ほ
ぼ
務
正
年
閥
を
劃
期
と
し
て
全
闘
的
に
施
行
さ
れ
た

税
制
改
革
と
し
て
の

地
丁
併
徽
は
、
明
中
期
以
来
の
賦
役
改
革
の
締
結
で
あ

り
、
そ
の
趣
旨
は
丁
銀
(
人
丁
税
)
の
地
銀
(
土
地
税
)

へ
の
繰
り
入
れ
、
つ
ま

り
、
人
頭
税
の
最
終
的
駿
止
と
章

一
な
地
税
と
し
て
の
地
丁
銀
制
の
確
立
に
あ

っ
た
が
、
こ
の
事
を
膝
史
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
惰
唐
の
均
田
制
H
律
令
鰻

制
下
に
お
い
て
、
古
代
国
家
の
校
奪
の
基
本
的
形
態
を
な
し
た
と
こ
ろ
の
「
絡

役
」
、
印
ち
、
人
身
的
直
接
支
配
の
原
則
が
、
雨
税
法
以
後
の
過
渡
的
形
銭
を

へ
て
最
終
的
に
消
滅
し
、
純
粋
に
土
地
所
有
を
媒
介
と
す
る
牧
奪
飽
系
が
成
立

し
た
一
帯
を
意
味
す
る
。
こ
の
政
治
過
程
に
封
隠
す
る
も
の
は
、
基
礎
過
程
に
お

け
る
佃
戸
制
H
基
本
的
に
は
土
地
の
貸
借
を
前
提
と
す
る
隷
属
関
係
の
展
開
で

あ
り
、
こ
の
関
係
を
封
建
的
関
係
と
解
す
る
な
ら
ば
、
地
了
併
徴
の
施
行
は
、

封
建
的
原
理
が
園
家
の
牧
奪
面
に
、
し
た
が
っ
て
園
家
権
力
の
性
格
に
ま
で
貫

徹
し
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
駄
を
も
っ
て
、
吐
曾
桃
成
を

規
定
す
る
支
配
的
ウ
ク
ラ
1
ド
の
縛
換
H
奴
隷
制
よ
り
封
建
制
H
の
一
方
の
指

標
と
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
論
理
は
ま
こ
と
に
明
快
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
理
が
論
理
と
し
て
説
得
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
少

く
と
も
次
ぎ
の
二
駄
に

つ
い
て
明
確
な
設
明
が
必
要
で
あ
る。

そ
の
一
は
、
人

頭
税
が
古
代
的
支
配
飽
制
の
下
に
だ
け
し
か
な
い
の
か
、
ど
う
か
。
箔
役
そ
の

も
の
が
人
身
的
直
接
支
配
の
盟
系
と
し
て
、
そ
れ
を
古
代
園
家
に
例
有
な
枚
奪

穏
系
と
理
解
し
て
よ
い
も
の
か
、
ど
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
中
世
的
支
配
の
表
現

と
し
て
理
解
し
て
も
一

向
さ
し

っ
か
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
駿
止
も
し
く

は
消
滅
は
、
封
建
的
値
制
の
成
立
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
崩
級
を
意
味
す
る
も

の
と
し
て
評
領
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
貼
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
、
こ

う
し
た
政
治
過
程
に
封
肺
服
す
る
も
の
と
し
て
の
佃
戸
制
が
「
基
本
的
に
は
土
地

の
貸
借
を
前
提
と
す
る
隷
属
閥
係
」
と
説
明
さ
れ
て
か
る
が
、
そ
れ
は
隷
属
関

係
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
契
約
閥
係
と
し
て
理
解
す
へ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
封
建
的
閥
係
で
は
な
く
て
、
よ
り
近
代
的
な
闘
係
の
成
立
を
示
す

も
の
で
は
な
レ
か
と
い
う
鮎
に

つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
小
山
の

前
記
論
文
へ
の
疑
問
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
封
建
的
健
制
の
崩
壊
と

し
て
理
解
さ
れ
か
ね
な
い
現
象
が
、
そ
の
樫
制
的
成
立
を
示
す
指
標
と
し
て
論

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
た
だ
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

重
田
に
は
、
こ
の
他
に

φ

消
初
に
お
け
る
湖
南
米
市
場
の
一
考
察
か

(東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
一

O

五
六
年
十
月
)
が
あ
り
、
小
山
・
室
田
に
よ
る
論
文

と
し
て
は
時
期
的
に
最
も
早
く
設
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
農

- 74一
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産
物
、
特
に
米
穀
の
流
通
商
か
ら
、
湖
南
に
お
け
る
在
地
の
市
場
構
造
の
分
析

を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
地
主
H
佃
戸
関
係
の
歴
史
的
劃
期
の
設
定
が
誠
み
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
清
初
に
封
建
制
の
纏
制
的
確
立
期
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
そ
の

事
裁
に
お
い
て
は
、
封
建
的
生
産
関
係
の
展
開
・
奏
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
事
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
童
図
の
前
記
論
文
は
、
恐
ら
く
は
、

そ
う
し
た
研
究
を
進
め
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
で
あ
る
と
思
う
が
、
西
欧
資
宅

主
義
の
進
出
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
経
済
構
造
の
製
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、

小
山
正
明
・
タ
清
末
中
園
に
お
け
る
外
国
綿
製
品
の
流
入
。
(
近
代
中
間
研
究

四

輯

六

O
年
七
月
)
に
よ
っ
て
、
そ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ほ
ぽ
一
八
八

0
年
代
以
後
の
外
園
綿
製
品
の
流
入
の
賓
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
海
閥
報
告
を
中
心
と
す
る
膨
大
な
資
料
の
な
か
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
次
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
も
(
外
園
製
)
綿
布
は
ほ
ぼ
中
圏
全
慢
を
通
じ
て
都

市
を
主
要
な
消
費
者
と
し
、
由
明
大
な
農
村
地
域
で
は
依
然
と
し
て
手
織
土
布
が

主
要
な
衣
料
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
、
綿
糸
は
蛍
初
華
南
に
お
い

て
の
み
用
い
ら
れ
た
も
の
が
、
イ

γ
ド
糸
の
出
現
と
と
も
に
華
北
・
・
東
北
地

方
、
ま
た
四
川
な
と
中
園
西
部
の
、
従
来
手
織
土
布
を
他
地
方
よ
り
輸
入
し
て

、
い
た
地
域
を
始
め
、
ほ
ぼ
中
圏
全
土
の
農
村
に
急
速
に
普
及
し
て
土
布
生
産
の

讃
大
震
度
を
粛
し
、
こ
の
こ
と
が
、
一
方
で
は
外
園
綿
布
の
農
村
地
帯
へ
の
浸

透
を
防
遍
す
る
と
と
も
に
、
他
万
、
以
前
そ
う
し
た
地
方
に
土
布
を
輸
出
し
て

い
た
江
南
デ
ル
タ
地
帯
・
湖
北
南
部
地
域
産
土
布
と
の
閣
に
競
合
開
係
を
成
立

さ
せ
、
こ
れ
ら
醤
来
の
土
布
生
産
中
心
地
匡
へ
の
紡
績
糸
の
浸
透
を
呼
起
す
と

と
も
に
、
さ
ら
に
農
村
の
家
内
工
業
か
ら
織
機
と
努
働
力
と
を
集
中
し
た
マ

戸

ュ
フ
ア
ク
チ

A

ア
形
成
へ
の
方
向
を
導
き
、
明
末
清
初
に
形
づ
く
ら
れ
た
葱
中

園
綿
業
の
生
産
構
造
は
、
こ
こ
に
大
き
な
縛
機
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
」

そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
黙
は
、
一
九
世
紀
の
入

0
年
代
以
後
に
お
け
る
外

園
綿
製
品
流
入
の
寅
態
、
及
び
そ
れ
に
と
も
な
う
中
圏
内
地
の
生
産
・
流
通
機

構
の
蝿
変
化
と
で
あ
る
が
、
更
に
、
か
か
る
基
礎
的
傑
件
の
綿
貫
化
の
な
か
に
、
農

村
家
内
手
工
業
か
ら
マ
-
ュ
形
成
へ
の
契
機
を
み
い
だ
し
、
・
明
末
清
初
に
形
づ

く
ら
れ
た
草
間
中
園
綿
業
の
生
産
構
造
が
、
大
き
な
縛
機
を
迎
え
る
事
と
な
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
重
要
な
毅
一
吉
で
あ
る
。
た
だ
、
い
う
と
こ
ろ
の
中
国

綿
業
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
の
成
立
と
展
開
の
諸
傑
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に

論
文
が
用
意
さ
れ
る
と
の
事
で
あ
る
か
ら
批
判
は
さ
し
ひ
か
え
る
が
、
そ
の
設

雪
一
ロ
は
、
戦
後
の
研
究
史
の
方
向
と
は
、
次
ぎ
の
二
鮎
に
お
い
て
喰
い
遠
い
を
示

し
て
い
る
。
邸
ち
、
付
明
末
清
初
に
問
屋
制
乃
至
マ
一
ュ
的
生
産
形
態
左
み
い

だ
そ
う
と
し
、
ま
た
、
み
い
だ
し
た
従
来
の
見
解
と
は
、
年
代
的
に
大
き
な
ひ

ら
き
が
認
め
ら
れ
る
事
(
こ
れ
は
、
小
山
が
清
初
を
も
っ
て
封
建
制
確
立
期
と

す
る
以
上
智
然
お
こ
る
相
違
で
あ
る
)
、
口
従
来
の
研
究
方
向
が
、
中
園
枇
曾

の
内
部
的
震
度
の
な
か
に
、
そ
う
し
た
生
産
関
係
の
餐
化
を
も
た
ら
す
契
機
を

求
め
た
の
に
封
し
て
、
小
山
の
場
合
に
は
、
外
園
綿
糸
の
流
入
に
よ
る
土
布
生

産
鎖
大
と
の
競
合
開
係
、
つ
ま
り
、
外
国
か
ら
の
刺
戟
も
し
く
は
歴
力
の
な
か

に
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
、
こ

の
二
鮎
で
あ
る
。

-75-

四

つ
ぎ
に
、
戦
後
に
お
け
る
研
究
史
の
方
向
を
継
承
す
る
研
究
と
そ
の
成
果
に

つ
い
て
、
考
察
を
す
す
め
る
事
に
す
る
。

そ
の
場
合
、
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
佐
伯
有
一
・

4

明
末
の
輩
氏
の
獲
|
所
謂
「
奴
襲
」
の
性
格
に
関
連
し
て

1
9
(東
洋
史
研



究
二
ハ
省
一
放
五
七
年
六
月
)
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
奴
獲
の
本
質
を
究
明
し

よ
う
と
す
る
展
望
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

て
、
部
麿
二

一
l
二
四
年
に
湖
州
を
中

心
と
し
て
、
典
型
的
な
宮
山
川
的
高
利
貸
的
寄
生
地
主
た
る
輩
氏
及
ひ
そ
の
姻
戚

に
あ
た
る
沼
氏
と
、
民
衆
と
の
間
に
お
こ
っ
た
、
不
動
産
の
不
正
取
引
に
端
を

愛
す
る
騒
乱
事
件
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
封
す
る
官
慾
の
底
分
の
内
容
が

分
析
さ
れ
た
結
果
、
次
ぎ
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
印
ち
、
こ
れ
に

参
加
し
て
鍛
罰
に
慮
せ
ら
れ
た
奴
僕
に
は
、
豪
奴
(
別
に
紀
綱
の
僕
と
も
い

い
、
主
人
の
家
計
運
営
を
専
ら
括
笛
し
、

自
ら
私
有
財
産
を
抑
耐
え
て
、
積
書
人

と
し
て
生
活
す
る
能
力
と
係
件
す
ら
も
ち
え
た
も
の
)
と
逆
奴
(
枇
曾
的
経
済

的
に
そ
の
立
場
は
弱
く
、
私
有
財
産
を
も
た
ず
、

一
般
幾
民
と
さ
ほ
ど
後
ら
な

い
も
の
)
の
別
が
あ
っ
た
事
を
見
分
け
、

「
奴
僕
は
、

首
時
の
位
曾
に
お
い

て
、
支
配
層
た
る
地
主

・
高
利
貸
・

大
商
人
か
ら
、
直
接
生
産
者
農
民

・
工
人

・
小
商
人
、

そ
し
て
純
粋
の
家
内
奴
毅
に
至
る
様
々

の
階
層
の
存
在
形
態
を
そ

の
内
賓
と
し
て
具
有
し
」
た
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
「
奴
僕
が
奴
僕
身

分
の
一
代
限
り
の
解
放
を
叫
ん
で
暴
力
に
訴
え
た
と
こ
ろ
の
奴
鑓
は
、
果
し
て

奴
僕
が
奴
僕
身
分

一
般
H
償
wm奴
隷
的
身
分

一
般
に
反
援
し
て
の
み
惹
き
お
こ

さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
く
る
。
」

つ
ま
り
、
家
奴
は
「
た
と
い
彼
ら
が
主
観
的
に
は
奴
僕
身

分
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も、

自
己
が
内
貨
に
持
っ
て
い
る
地
主

・
高

利
貸
・

特
櫨
的
商
業
資
本
の
性
的
柏
と
自
己
矛
盾
す
る
ほ
ど
の
行
動
に
踏
切
る
こ

と
は
一
般
的
に
は
期
待
し
得
な
い」

の
で
あ
り
、
「
下
層
の
奴
僕
は
、
む
し
ろ

奴
僕
身
分
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
質
質
的
に
は
奴
僕
下
層
と
同
様
の

存
在
形
態
に
あ
る
佃
農
・
手
工
業
職
人
・
小
商
人
た
ち
と
こ
そ
、
よ
り
共
通
の

利
害
を
持
つ

」
の
で
あ
る
@

佐
伯
が
積
極
的
に
主
張
す
る
の
は、
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一
路
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

奴
僕
層
の
枇
曾
的
存
在
形
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
明
末
清
初
の
一
枇
曾
構
造
の

基
本
的
性
格
を
規
定
す
る
手
掛
り
を
提
供
し
て

い
る
が
、
更
に
、
輩
氏
の
出現
に

介
在
し
た
佃
刷
版
の
存
在
形
態
と
閥
連
し
て
、
後
ら
に
射
す
る
豪
奴
の
搾
取
が
あ

っ
た
事
、
そ
れ
が
佃
農
の
質
力
向
上
を
阻
止
す
る
篠
件
と
な
っ

た
の
で
は
な
い

か
、
な
ど
の
諸
貼
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
小
山
を
も
含
め
て
、
従
来
の
「
抗
租

・
奴
襲
」
に
闘
す
る

理
解
と
評
償
に
封
し
て
、
再
考
会
」、つ
な
が
す
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
例
を

あ
げ
る
な
ら
ば
、
抗
租
運
動
を
、
佃
由
民
に
お
け
る
商
品
生
産
の
採
用
に
よ
る
資

力
の
た
か
ま
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
も
し
く
は
、
城
居
地
主
の
成
立
に
よ
る

佃
戸
支
配
の
後
退
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
評
領
す
る
見
解
は
、
佐
伯
の
い
う
よ
う

に
、
豪
奴
に
よ
る
佃
農
の
搾
取
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
経
済
外
的
強

制
の
機
構
を
如
何
に
排
除
し
て
、
そ
れ
は
お
こ
り
え
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
傑

件
を
一ホ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
北
村
敬
直
は
、
そ
の
地
主
制
研
究
の
主
題
を
、
地
主
の
個
別

・

具
飽
的
存
在
形
態
の
分
野
に
、
つ
つ
し
て
、

。
由
亭
都
の
貌
氏
l
清
初
地
主
の一

例
l
o
(経
演
出
f

年
報
八
・
九
集
五
七
年
一一
一月
j
五
八
年
三
月
)
を
設
表
し

た
。
そ
れ
は
、
先
進
縦
済
地
憎
か
ら
は
な
れ
た
江
西
省
翰
州
府
寧
都
燃
の
郷
紳

た
る
貌
氏
の
、
明
消
鼎
革
と
三
務
の
乱
と
い
う
こ
大
動
飢
期
を
つ
う
じ
て
の
四

世
代
に
わ
た
る
鎚
遜
を
、
そ
の
三
回
の
資
産
均
分
の
貫
態
、
下
級
郷
紳
と
し
て

の
族
的
生
き
万
、
地
主
に
封
抗
す
る
勢
力
と
し
て
の

「
回
賊
」

の
動
き
な
ど
を

中
心
に
す
え
つ
つ
考
察
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
宗
族
制
と
財
産
均

分
制
が
矛
盾
な
く
併
存
す
る
か
、
下
級
郷
紳
の
収
入
源
は
何
か
、

「
回
賊
」

の

歴
史
的
位
鐙
な
ど
、
新
し
い
が
重
要
な
問
題
黙
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
。
特

に
、
資
産
均
分
の
問
題
は
、
そ
の
事
貨
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
て
も
、
従
来
の

研
究
に
お
い
て
は
、
具
種
的
に
そ
れ
に
燭
れ
る
事
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
も

一 76-
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か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
最
も
主
要
な
論
鮎
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が

積
極
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
鮎
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
恩
ヲ
。
し
か

し
、
と
の
研
究
の
も
つ
新
し
さ
は
、
と
の
鮎
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

創

ち
、
そ
れ
は
、
北
村
の
志
す
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
て
、

更
に
多
く
の
地
主
の
具
樫
例
に
つ
い
て
論
じ
、
「
そ
れ
を
幾
つ
か
の

タ
イ
プ
に

分
類
し
、
各
タ
イ
プ
の
特
徴
を
つ
か
ん
だ
上
で
、
も
う
一
度
、
全
髄
と
し
て
綜

合
す
る
」
と
い
う
研
究
方
法
自
慢
の
新
し
さ
で
あ
っ
て
、
別
の
幾
つ
か
の
具
髄

例
を
そ
ろ
え
て
の
積
極
的
な
護
言
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
農
家
経
済
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
地
主
H
佃
戸
の

問
題
と
も
関
連
し
、
更
に
、
商
品
生
産
の
構
造
分
析
に
も
つ
な
が
り
を
も
っ
問

題
で
あ
る
か
ら
、
西
嶋
以
来
常
に
論
議
さ
れ
て
来
た
主
題
で
あ
る
。
寺
田
隆
信

・
0

明
代
蘇
州
卒
野
の
農
家
経
済
に
つ
い
て
。
(
東
洋
史
研
究
一
六
省
一
統
五

七
年
六
月
)
も
、
そ
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
基
本
的
経
済
地
帯
た
る
蘇
州

卒
野
の
農
村
経
済
の
概
略
と
、
そ
の
幾
貌
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
副
業

経
営
(
棉
業
・
絹
業
)
の
澄
展
す
る
基
盤
と
篠
件
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
現
象
の
史
料
的
記
述
に
終
始
し
て
、
濁
自
の
論
旨
を
展
開
す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
特
に
北
村
・
古
島
の
地
主
制
研
究
の
ね
ら
い
が
消
化
さ
れ
て
お

ら
ず
、
基
本
的
階
級
関
係
と
し
て
の
地
主
H
佃
戸
関
係
が
現
象
分
析
の
中
心
的

視
角
に
す
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
農
家
経
済
そ
の
も
の
が
、
一
般
的
且
つ

史
料
的
に
論
心
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
事
は
、
そ
の
方
法
論
に
お
け
る
根
本
的

飲
陥
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
同
じ
問
題
は
、
片
岡
芝
子
・

4

明
末
清
初
の
華
北
に
お
け
る
農
家
経

営
。
(
吐
曾
経
済
史
皐
二
五
容
・
ニ

・三
銃
五
九
年
六
月
)
に
よ
っ
て
も
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
江
南
地
方
を
封
象
と
し
た

事
を
不
満
と
し
、
中
国
一
位
曾
の
経
済
的
全
僅
構
造
を
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め

の
前
提
的
基
礎
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
華
北
(
山
東
・
河
北
・
河
南
)
地
方
に

お
け
る
土
地
所
有
と
商
品
生
産
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
接
近

の
設
鶴
自
慢
は
ま
こ
と
に
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
、
主
と
し
て
史
料
の
制
約
に

よ
っ
て
、
問
題
が
伺
別
的
・
抽
象
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
傾
向
も
あ
る
が
、
そ

の
結
論
は
濁
自
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
結
論
と
し
て
、
「
後
進
地
帯
に
属
す

る
華
北
に
お
い
て
、
中
小
土
地
所
有
者
の
農
業
経
営
が
富
農
的
護
展
の
方
向
を

示
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
農
村
綿
織
物
業
の
設
展
が
農
業
か
ら
分
献
し
た
専

門
的
生
産
者
を
生
み
出
し
て
い
る
事
質
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
従
来
の
研

究
成
果
が
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
方
向
を
否
認
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
と

は
、
全
く
封
照
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
濁

自
の
見
解
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
結
論
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
事
は
、
恐
ら

く
は
幾
観
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
態
の
可
能
性
と
し
て
は
認
め

え
て
も
、
可
能
性
が
必
然
性
と
な
る
た
め
に
は
、
更
に
、
個
々
の
問
題
に
謝
す

る
よ
り
具
鐙
的
な
論
設
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
在
村
地
主
の
寄
生
化
に

つ
い
て
、
商
業
資
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
治
的
牧
奪
の
問
題
に
つ
い
て
、

そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
う
し
た
も
の
の
支
配
下
に
お
け
る
、
い
う
と
こ
ろ
の
零

細
自
作
農
の
再
生
産
機
構
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
階
層
分
化
の
方
向
と
程
度

に
つ
い
て
、
で
あ
る
。

つ
い
で
、
土
地
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
を
と
り
あ
げ
る
と
、
省
国
代
に
お
け
る

最
も
基
礎
的
な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
一

際
自
明
の
事
と
し
て
深
く
は
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
。
森
正
夫
・
。
明
初
江
南
の

宮
田
に
つ
い
て
(
上
)
|
蘇
州
・
松
江
二
府
に
お
け
る
そ
の
具
纏
像
l
'
(東

洋
史
研
究
一
九
谷
三
腕

六
O
年
一
一
一
月
)
は
、
こ
う
し
た
態
度
に
射
す
る
反

省
を
要
求
す
る
。
印
ち
、
江
南
地
方
を
主
釘
象
と
し
て
進
め
ら
れ
た
戦
後
の
研

究
史
で
は
、
所
謂
官
回
に
つ
い
て
、
一
態
常
識
的
に
、
そ
の
税
額
を
私
租
と
等

-77-
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し
い
も
の
と
規
定
し
、
そ
れ
が
こ
の
地
万
の
農
業
経
営
に
課
し
た
苛
酷
な
政
治

的
収
奪
を
強
調
し
、
こ
こ
に
農
民
層
の
分
解
を
促
進
す
る
主
要
な
契
機
を
み
る

の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
見
解
が
安
嘗
性
を
も
つ
た
め
に
は
、

富
田
制
度
に

つ
い
て
の
よ
り
具
飽
的
な
研
究
過
程
が
ふ
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、
明
初

洪
武
年
間
に
お
け
る
蘇

・
松
二
府
の
宮
田
が
ま
ず
と
り
扱
わ
れ

た
。
そ
の
結
論
に
よ
る
と
、
官
回
の
租
は
従
来
考
え
ら
れ
て

い
た
ほ
ど
重
い
も

の
で
は
な
く
、
し
か
も
、
{呂田
耕
作
者
に
は
箔
役
労
働
が
菟
除
乃
至
軽
減
さ
れ

て
い
た
の
で
、
政
治
的
政
奪
そ
の
も
の
は
、
耕
作
者
に
劃
し
て
そ
れ
ほ
ど
重
く

は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

森
の
こ
の
主
張
は
、
兵
鱒
的
な
数
字
の
提
示
に
よ

っ
て
、
一
ザ
盤
客
観
的
で
あ

り
、
そ
の
駄
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
研
究
史
の
方
向
を
反
省
さ
せ
る
契
機
と
な

る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
土
地
の
に
な
う
負
揺
が
重
か
っ
た
と
か
、
軽
か
っ

た
と
か

い
う
の
は、

い
わ
ば
、
相
謝
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
具
僅
的
な
再
生
産

構
造
の
な
か
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
が
、
根
本
的
な
問
題
と
し

て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
貼
に

つ
い
て
は
、
績
編
の

な
か
で
鯛
れ
ら
れ
る
と
の
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
批
評
は
留
保
し

て
お
く
。

最
後
に
、
棉
業
と
商
業
資
本
の
問
題
に

つ
い
て
。
寺
田
隆
信

・
。
蘇
絵
地
方

に
お
け
る
都
市
の
棉
業
商
人
に

つ
い
て
。

(
史
林
四

一
容
六
続

五

八

年

一一

月
)
は
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
方
向
は
、
西
嶋
に
謝
し
て
波
多
野

善
大
が
提
出
し
た
批
判
(
争
中
国
史
把
握
の
前
進
1

西
嶋
定
生
氏
の
研
究
成
果

に
つ
い
て

1
9
歴
史
事
研
究

一三
九
鋭
四
九
年
五
月
)
の
線
に
そ
っ
て
、
棉

布
生
産
に
お
い
て
商
人
の
生
産
者
支
配
H
問
屋
制
前
貸
が
出
現
し
て
い
た
事
を

史
料
的
に
検
設
し
、
そ
の
最
も
大
規
模
な
も
の
と
し
て
、
蘇
州
の
字
放
を
あ

げ
、
つ
い
で
そ
の
機
能
を
解
説
す
る
事
に
あ
っ
た
。
更
に
、
藤
井
宏
も
ま
た
、

ク
明
代
松
江
楠
業
の
基
本
構
造
。
(
東
洋
史
談
話
舎
大
禽
に
お
け
る
研
究
報
告

五
九
年
一
一
月
)
に
お
い
て
、
西
嶋
の
見
解
に
反
論
を
加
え
、
農
村
紡
織
業
は

箪
な
る
-刷
業
以
上
の
意
義
を
も
ち
、
都
市
の
織
布
業
者
H
機
戸
も
康
範
な
販
路

を
背
景
と
す
る
自
律
的
地
盤
を
有
し
て

い
た
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
棉
業
の
研
究
は
、
西
嶋
の
明
ら
か
に
し
た
事
賞
を
出
護
鮎
と

し
、
新
た
な
史
賓
の
検
謹
と
そ
の
解
緯
に
つ

い
て
、
或
る
程
度
の
進
展
を
み
せ

た
と
い
う
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
特
に
毛
田
の
場
合

に
そ
う
で
あ
る
が
、田中
な
る
史
料
の
提
出
、
問
屋
制
生
産
の
事
賞
を
示
し
た
も

の
と
解
稗
出
来
る
可
能
性
の
あ
る
史
料
の
並
列
的
提
示
に
お
わ
り
、
そ
れ
が
成

立
し
う
る
篠
件
の
出
現
を
論
ず
る
と
い
う
理
論
的
側
面
か
ら
の
追
求
を
敏
い
て

い
る
貼
は
、
根
本
的
な
弱
駄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
研
究
方
法
の
反
省
、

ひ
い
て
は
第
二
期
の
諸
業
績
を
も
含
め
て
の
反

省
と
し
て
、
次
ぎ
の
よ
う
な
事
が
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
十
六

・
七
世
紀
、
及
び
そ
れ
以
後
の
中
園
、
殊
に
長
江
下
流
の
デ
ル

タ
地
帯
に
お
い
て
は
、
問
屋
的
生
産
、
マ

一二
生
産
な
ど
、
資
本
主
義
的
商
品

生
産
の
初
期
的

・
萌
芽
的
段
階
を
示
す
事
例
を
み
い
だ
す
事
は
、
さ
ほ
ど
困
難

で
は
な
い
が
、
問
題
は
、
軍
な
る
事
例
の
護
見

・
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
て

は
、
研
究
の
設
展
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
例
が
、
中

園
枇
曾
の
ど
の
よ
う
な
廃
史
的
援
展
を
背
景
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
、
ま
た
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
枇
曾
的
分
業
・
市
場
構
造
の
上
に
存
在
し
た
か
と
い
う
設
展

的
乃
至
構
造
的
解
明
が
と
も
な
わ
な
い
か
ぎ
り
、
西
嶋
の
論
理
と
業
績
を
克
服

し
た
事
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
寺
田
が
前
記
論
文
で
、
字
放
の
支
配
下
に
あ
っ
た
端
坊
の
経
営
形
態

を
マ

ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
鮎
に

つ
い
て
は
、
横
山

英
が
、
新
し
い
史
料
の
分
析
に
も
と
ず
い
て
批
判
を
加
え
た
。

(
多清
代
に
お

- 78ー
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け
る
蹴
布
業
の
経
営
形
態
上
。
東
洋
史
研
究
一
九
省
三
貌
六

O
年
一
一
一
月
)

五

以
上
に
よ

っ
て
、
奥
え
ら
れ
た
範
囲
で
の

研
究
成
果
の
あ
と
ず
け
を
お
わ

る
。
そ
の
あ
と
を
い
ま

一
度
回
顧
し
て
、
な
お
の
こ
さ
れ
た
問
題
黙
の
整
理
と

い
う
作
業
が
最
後
に
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ま
え
に
、
古
川

幸
次
郎
の
二
つ
の
論
文
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
う

0

0

許
停
沈
石
田
l
市

民
的
教
養
人
の
系
譜
1
9
(朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル

六
0
年
四
月
二
四
、
五
月
て

八
日
腕
)
と
五
十夢
陽
の

一
側
面
|
古
文
僻
の
庶
民
性
1
8
(立
命
館
文
田
宇
一

八
O
貌

六

O
年
七
月
)
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
事
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
、
世
曾
経
済
史
的
立
場
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
き

に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
解
明
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ

ら
、
殊
に
前
者
は
、
そ
の
姿
勢
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
戟
後
の
研
究
史
の
そ
れ

と
共
通
す
る一

面
を
も
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
代
中
期
の
蘇
州
近
郊
の
一
地
主

の
停
記
を
書
く
事
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
討
論
の
材
料
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
な
か
で
、
そ
の
見
解
が
注
目
さ
れ
批
判
さ
れ
る
事
を
期
待
し
て
い

る
。
内
容
に
そ
く
し
て

い
う
な
ら
ば
、
沈
石
田
は
郷
居
在
村
地
主
の
賓
例
と
し

て
、
地
主
制
の
研
究
と
関
係
す
る
と
同
時
に
、
在
村
地
主
に

F

封
す
る
理
解
を
、

よ
り
具
程
的
に
、
よ
り
扇
富
に
し
て
、
研
究
の
進
展
に
貢
献
す
る
も
の
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

奥
え
ら
れ
た
枚
数
が
つ
き
た
の
で
、
今
後
の
問
題
を
走
り
書
き
す
る
。

き
て
、
最
近
の
数
年
聞
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を
、
以
上
の
よ
う
に
評
債
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
必
ら
ず
し
も
内
容
堕
富
で
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
個
々
の
史
貨
の
検
設
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
進
展
を
み
た
の

は
事
質
で
あ
り
、
ま
た
、
地
域
別
研
究
が
従
来
の
枠
を
や
ぶ

っ
て
終
済
的
後
進

地
僻
へ
と
績
が
り
を
み
せ
た
の
も
、
具
趨
的
な
成
果
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
清
一
位
合
同
経
済
史
の
全
健
的

な
理
解
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
進
歩
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い

の
が
賀
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
殊
に
、
吐
曾
の
基
本
的
構
造
の
解
明
、
具
種

的
に
は
、
土
地
所
有
の
あ
り
方
と
地
域
差
の
検
討
、
そ
の
解
飽
の
方
向
と
程
度

と
賀
、
佃
戸
暦
の
再
生
産
構
造
H
封
建
的
生
産
関
係
の
設
展
と
解
僅
の
問
題
な

ど
を
、
真
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
事
に

よ
っ
て
、
そ
の
感
じ
が
一
一
層
強
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
研
究
史
の

基
本
的
主
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
明
の
程
度
如
何
は
、
他
の
分
野
に
お
け
る
研

究
の
設
展
を
大
き
く
規
制
す
る
。
近
い
将
来
に
お
い
て
、
乙
の
問
題
が
積
極
的

に
論
議
さ
れ
、
祉
曾
綬
済
史
の
理
解
が
更
に
前
進
す
る
事
を
期
待
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
明
末
清
初
」
と
い
う
時
代
的

枠
の
な
か
で
自
己
完
結
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
近
代
史
把
握

へ
の

直
接
的
前
提
係
件
を
探
ぐ
る
と
い
う
積
極
的
な
問
題
視
角
が
と
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
恐
ら
く
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

震
後
に
、
小
山

・
童
図
の
業
績
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
彼
ら
自

身
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、
今
後
ひ
き
つ
‘
つ
い
て
検
設
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
仮
設
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
筆
者
の
提
出
し
た
疑
問
を
も
含
め
て
、
よ

り
多
く
の
批
判
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う

し
た
過
程
を
へ
て
、
問
題
は
更
に
一
段
と
掘
り
さ
げ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

以
上
で
稿
を
お
え
た
い
と
思
う
が
、
引
用
し
た
各
論
文
の
内
容
の
理
解
と
紹

介
と
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
謀
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
貼
に
つ
い

て
の
危
倶
は
大
き
い
。
も
し
誤
り
が
あ
れ
ば
、
筆
者
の
不
明
を
、

‘各
執
筆
者
及

び
讃
者
に
む
か
つ
て
お
詑
び
し
た
い
。
寛
恕
を
お
願
い
す
る。
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