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朝
鮮
後
期
幾
何
学
叫
「
瑳
達

金

変

著

H ・陶

官

一
九
七

O
年
五
月
ソ
ウ
ル
ソ
ウ
ル
大
皐
校
文
理
科
大
祭
附
設
韓

国
文
化
研
究
所
設
行

A
5
剣

一
七
四
頁

一
九
七

O
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
翌
七
一
年
に
設
表
さ
れ
た
「
朝
鮮
後

期
の
経
営
型
富
山肢
と
商
業
的
農
業
」
と
並
ん
で
、
著
者
金
容
隻
氏
の
李
朝
後
期

の
農
村
経
械
に
閥
す
る
一
連
の
研
究
の
集
大
成
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
一
九
五

0
年
代
の
末
に
李
朝
後
期
の
民
飢
の
研
究
か
ら
出
護
さ
れ
た
金
氏
は
、
六

0
年

代
に
入
っ
て
、
民
飢
激
裂
の
祉
曾
的
背
景
で
あ
る
農
村
経
済
の
幾
動
の
究
明
と

い
う
課
題
を
、
二
つ
の
側
面
か
ら
果
た
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の

一
つ
は
一

連

の
量
案
(
土
地
蔓
帳
)
研
究
を
通
じ
て
の
土
地
所
有
の
分
化
と
身
分
制
の
動
揺

と
い
う
側
面
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
水
田
に
お
け
る
移
秩
法
、
早
田
に
お
け
る

吠
種
法
の
普
及
を
中
心
と
し
た
農
業
技
術
の
登
展
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
前
者

が
生
産
閥
係
的
側
面
で
あ
り
、
後
者
が
生
産
力
的
側
面
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、

こ
の
雨
側
面
を
仙
総
合
し
て
、
李
朝
後
期
に
お
け
る
封
建
的
生
産

機
式
の
解
鱒
と
い
う
問
題
に
迫
ら
れ
た
の
が
本
書
と
前
掲
論
文
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
本
番
の
み
な
ら
ず
、
前
持
論
文
を
も
併
せ
て
書
評

す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
敢
え
て
木
書
の
み
に
絞
っ

た
の
は
、

生
産
力
の
設
展
と

生
産
関
係
の
醐
変
化
と
の
時
期
的
出
現
遜
を
統
一
的
に
捉
え
よ
う
と
さ
れ
る
著
者
の

立
場
が
、
木
書
に
も
っ
と
も
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
本
書
の
目
次
と
概
要
と
を
紹
介
し
て
お
こ
う。

一

序
言

二

前
期
農
書
一
の
増
補
と
そ
の
農
皐
思
想

-

農
家
集
成
の
編
纂

2

農
家
集
成
の
農
業
技
術
論

付

食
事
直
読

・
衿
陽
雑
録

・
四
時
纂
要
抄
の
農
業
技
術

口

朱
子
動
農
文
の
農
業
技
術

国

申

湖

、いか
増
補
し
た
農
業
技
術

3

農
家
集
成
の
農
業
経
済
論

付

土

地

所
有
問
題

口

農
業
経
営
問
題

国
農
政
理
念

三

前
期
農
書
増
補
の
限
界
と
新
農
書
の
要
請

-

農
家
集
成
の
限
界

2

新
農
書
の
出
現

付
税
制
松

口

山

林

経
済

3

山
林
経
済
の
増
補
と
農
業
経
営
論

村

山

林

経
済
の
増
補
l
|増
補
山
林
経
済
と
致
事
新
書
農
園
門

口

農

業
経
営
論

四

政

府

の
農
書
編
纂
計
蜜
と
嘗
時
の
農
息
子思
想

-

熔
旨
進
良
書
の
技
術
論
と
経
済
論

質
製
滋
農
書
の
技
衡
論
と
経
済
論
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付

北

皐

議

口
課
農
小
抄

3

海
東
農
書
の
農
業
論

五
新
・
奮
農
蓄
の
綜
合
と
そ
の
農
撃
思
想

-

林

園
経
済
志
の
編
纂

2

林
園
経
済
志
の
農
業
技
術
論

3

林
園
経
済
志
の
農
業
経
済
論

六

結

語

641 

一
は
問
題
提
起
の
部
分
で
あ
る
。
李
朝
後
期
に
は
大
同
法
・
均
役
法
の
賓
施

や
貨
幣
及
び
商
工
業
に
射
す
る
積
極
的
な
施
策
等
、
一
連
の
注
目
す
べ
き
改
革

が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
た
め
に
、
朝
野
を
問
わ
ず
皐
問
研
究
が
盛

ん
に
な
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
枇
曾
嬰
動
が
農
村
経
済
の
餐
動
を
土
蔓
と
し
て

い
た
た
め
、

農
業
問
題
の
研
究
は
、
様
々
な
研
究
の
中
で
も
中
心
的
な
位
置
を

占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
的
背
景
の
下
に
、
李
朝
後
期
に
は
、

前
期
よ
り
も
質
・

量
と
も
に
優
れ
た
多
く
の
農
書
が
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

金
氏
は
、
「
こ
の
時
期
に
お
け
る
農
書
を
時
代
に
態
じ
て
分
析
・

比
較
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
枇
歯
園祭
動
と
農
事
と
の
闘
係
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
曲
旋風
ず
の
時
代
的
な
閥
心
が
段
階
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と

に
も
な

る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
農
民チ
は
質
事
思
想
の
中
で
も
中
心
的
な
分
野
で
あ
っ

た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
農
率
思
怨
の
澄
展
過
程
を
解
明
で
き
れ
ば
、
こ
の
時
期

の
寅
皐
思
想
の
薮
透
過
程
や
封
建
的
な
思
惟
方
式
の
解
健
過
程
を
理
解
す
る
の

に
も
少
な
か
ら
ぬ
助
け
に
な
る
と
考
え
る
」

(
九
頁
〉

と
述
べ
て
、

本
書
全
健

の
課
題
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

「
二
前
期
農
書
の
増
補
と
そ
の
農
撃
思
想
」
で
は
、
李
朝
後
期
の
最
初
の

農
書
で
あ
る
『
農
家
集
成
』
〈

一占
ハ
六
五
年
刊
行
、
以
下

『
集
成
』
と
略
す
)

が
分
析
さ
れ
る
。

『
集
成
』
は
、
前
期
に
著
わ
さ
れ
た
農
事
直
読

・
衿
陽
雑
録

・
四
時
纂
要
抄
の
三
農
書
に
、
世
宗
動
曲
演
数
文
と
朱
子
動
曲
反
文
を
併
せ
牧
録
し

た
も
の
で
、
文
字
通
り

。集
成
。
と
呼
ぶ
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
編
者

申
楓
は
農
事
直
設
に
の
み
増
補
を
加
え
て
い
る
が
、
原
本
の
直
読
(
以
下
『
直

読
』
と
略
す
)
と
新
た
に
増
補
さ
れ
た
直
読
と
を
比
較
し
て
、
李
朝
後
期
に
お

け
る
水
田
農
法
の

一
大出
現
革
、
卸
ち
移
秩
法
(
田
植
え
法
〉
の
全
図
的
普
及
と

い
う
事
態
を
主
張
さ
れ
た
の
が
片
山
隆
三
氏
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
金
氏
は
こ
の
片
山
氏
の
研
究
に
依
援
し
な
が
ら
も
、

『
集
成
』
に
朱
子
動

農
文
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
を
重
親
し
て
、
濁
自
の
見
解
を
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
、

『
直
説
』
・
衿
陽
雑
録
・
四
時
纂
要
抄
の
三
篇
が
い
ず
れ
も
中
閣
の
華
北
農
業
の

影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
宋
代
以
降
飛
躍
的
設
展
を
遂

げ
た
筆
中
南
の
農
業
を
反
映
し
た
朱
子
動
農
文
を
牧
録
す
る
こ
と
に
よ
り、
「
集

成
』
の
農
業
論
が
筆
中
南
的
な
も
の
へ

の
鵜
換
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
技
術
的
に
は
水
田
に
お
け
る
移
秩
法
の
導

入
で
あ
り
、

生
産
関
係
的
に
は
地
主
・
佃
戸
関
係
の
肯
定
で
あ
っ
た
、
と
主
張

さ
れ
て
い
る。

コ
ニ
前
期
農
書
増
補
の
限
界
と
新
農
蓄
の
要
請
」
で
は
、

最
初
に
『
集
成
』

の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
界
と
は
、
編
纂
方
式
と
し
て
濁
自
の
健

系
を
成
し
た
農
書
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
利
用
上
不
便
で
あ
っ
た
こ
と
、
内
容

面
で
は

『
直
説
』
以
後
約
二
0
0年
間
の
生
産
技
術
の
設
展
を
十
分
に
反
映
し

て
い
な
い
こ
と
(
特
に
早
田
設
業
の
護
展
に
注
目
し
て
い
な
い
こ
と
と
、
作
物

の
種
類
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
〉
、
宋
代
の
比
較
的
安
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
時
期
の
地
主

・
佃
戸
関
係
を
、
一
七
世
紀
の
既
に
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
朝
鮮

の
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
等
で
あ
る
。
2
以
下
で
は
、

-159ー



642 

こ
う
し
た

『
集
成
』
の
限
界
を
打
破
す
べ
く
著
わ
さ
れ
た
幾
つ
か
の
由民
書
に

つ

い
て
の
検
討
、か
行
な
わ
れ
て
い
る
。

『
集
成
』
以
後
の
最
初
の州
也氏警
は
朴
世
堂

の

守秘
経
』

(
一
六
七
六
年
刊
行
〉

で
あ
る
が
、
こ
れ
は

『集
成
』
の
継
承
を

目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
閣
の

『
山中尻桑
輯
要
』
か
ら
の
多
く
の
引
用
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
華
北
地
方
の
山従
業
技
術
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
っ

た
。
『
楢
巡
』
の
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
中
関
農
書
に
皐
び
な
が
ら

も
朝
鮮
濁
自
の
農
法
を
求
め
た

『
直
説
』
や

『
集
成
』
の
著
述
方
法
と
は
異
な

っ
て
い
た
が
、
た
だ
早
田
農
法
の
改
善
(
H
H
麹
過
の
代
田
法
の
提
唱
)
と
い
う

貼
で
『
集
成
』
の
内
容
を
超
え
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
朱
子
皐
的
な
思
考
方
式

を
脱
却
し
て
中
園
古
代
の
古
典
を
通
じ
て
自
己
の
皐
聞
を
新
た
に
構
築
し
よ
う

と
し
た
こ
と
、
の
二
駄
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
た
。

『楢
経
』
が

『
集
成
』
と
立
場
を
根
本
的
に
異
に
し
て
い
た
の
と
は
封
照
的

に
、
一

七
O
O
年
頃
に
者
わ
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
洪
部
選
の

『
山
林
経
済
』

は
、

『
集
成
』
を
基
本
と
し
て、

洪
高
選
自
身
の
見
聞
に
よ
り
笛
時
朝
鮮
で
行

な
わ
れ
て
い
た
技
術
を
「
俗
方
」
と
し
て
補
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

朝
鮮
の
農
書
や
「
俗
方
」

で
説
明
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
中
間
食
害
を
引
用
し

て
お
り
、
引
用
さ
れ
た
中
園
農
書
は
『
刷
隠
書
』
の
よ
う
な
宋
代
以
降
の
新
し

い
良
書
が
多
か
っ

た
。
内
容
的
に
は
、

『
集
成
』
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
か

っ
た

読
菜
栽
培
の
記
述
等
の
新
味
が
あ
り
、
纏
系
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
相
侠
っ
て

旋
く
流
布
し
た
が
、
地
主
・
佃
戸
制
の
批
判
と
い
う
覗
黙
は
な
か
っ
た
、
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

『
山
林
経
済
』
は
農
家
で
重
貨
が
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
版
本
が
な
か

っ

た
た
め
誤
字

・
脱
字
の
多
い
篤
本
が
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で

『
山

林
経
済
』
を
正
確
に
祖
述
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
不
備
を
補
っ
た
二
つ
の
農
書

が

一
八
世
紀
中
葉
に
著
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
が
柳
重
臨
の
『
増
補
山
林
経
済
』

(
一
七
六
六
年
完
成
)
と
徐
命
腐
の

『
致
事
新
書
』
農
園
門
で
あ
っ
た
。
前
者

は
玉
萄
黍

・
煙
草

・
甘
藷
等
の
新
し
い
作
物
の
耕
作
法
を
記
述
し
た
り
し
て
、

『
山
林
経
済
』
の
倍
の
分
量
に
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の

農
業
経
営
論
で
あ
る
。

即
ち
、
煙
草
栽
培
の
有
利
さ
を
述
べ

た
こ
と
に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
自
給
の
た
め
の
農
業
で
は
な
く
、
努
働
力
邸
ち
資
本

を
よ
り
少
な
く
投
入
し
て
最
大
の
枚
盆
を
上
げ
よ
う
と
す
る
農
業
に
闘
す
る
経

済
思
想
」

(
七
九
頁
)
で
あ
り
、
こ
う
し
た
硯
鮎
は
以
前
の
良
書
に
は
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
嘗
時
の
官
吏
の
た
め
の
行
政
指
針
書
で
あ
る

『
致
事

新
書
』

の

一
部
門
と
し
て
、

『
山
林
経
済
』
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
『
山
林
経
済
』
の
農
業
論
が
、
朝
鮮曲
反
撃
の
主
流
と
し
て
、
図
家
に

よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

さ
て
、
三
で
考
察
さ
れ
た
諸
袋
書
は、

『
稽
経
』
を
除
い
て
い
ず
れ
も

『集

成
』

を
後
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な

紋
陥
を
共
有
し
て
い
た
。
移
秩
法
の
普
及
に
伴
う
皐
災
の
頻
愛

(
日
本
の
よ
う

な
締
雨
が
な
い
朝
鮮
の
場
合
、
田
植
え
期
の
水
の
安
定
し
た
確
保
は
よ
り
困
難

で
あ
っ

た
|
|筆
者〉

と
い
う
事
態
に
も
拘
ら
ず
、
水
利
問
題
に
つ

い
て
の
言

及
が
な
い
こ
と
、
或
い
は

『
集
成
』
に
見
ら
れ
る
地
主

・
佃
戸
制
肯
定
論
に
針

し
て
、

積
極
的
に
自
己
の
見
解
を
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
、
等
が
そ
れ
で
あ
っ

た
。

一
八
世
紀
の
後
半
に
入
る
と
土
地
所
有
の
不
均
等
は
ま
す
ま
す
大
き
な
祉

曾
問
題
と
な
り
、
農
政
を
論
じ
た
人
た
ち
の
中
で
は
限
田
論
を
主
張
す
る
撃
が

高
か
っ
た
が、

こ
う
し
た
枇
曾
の
賞
情
を
踏
ま
え
て、

新
し
い
農
業
技
術
論

・

農
業
綬
済
論
を
健
系
化
し
た
農
書
を
つ
く
る
べ
く
、

一
七
九
八
年
に
国
王
正
租

に
よ
り
全
闘
の
知
識
人
に
袋
書
を
求
め
る
給
音
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
に
臨
応
じ
て

提
出
さ
れ
た
諸
々
の
曲演
書
を
分
析
し
た
の
が
「
四

政
府
の
農
書
編
纂
計
登
と

嘗
時
の
農
撃
思
想
」

で
あ
る
。
ー
で
は
ま
ず
、
園
主
の
求
め
に
廃
じ
た
農
村
知
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識
人
た
ち
の
農
書
の
中
で
、
政
府
で
論
議
の
封
象
と
な
っ
た
も
の
の
内
容
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
農
書
の
特
徴
は
、
移
秩
法
普
及
に
伴
う
水
利
問
題

解
決
の
緊
急
性
を
強
調
し
そ
の
た
め
の
策
を
述
べ
て
い
る
こ
と
、
稲
の
品
種
や

施
肥
法
に
つ
い
て
従
来
の
農
垂
直
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
地
方
ご
と
の
詳
細
な
記

述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
で
あ
っ
た
。
し
か
し
農
業
経
営
面
で
は
限
田
論

や
貸
田
論
を
主
張
し
て
い
て
、
『
集
成
』
の
地
主
制
論
に
は
批
判
的
で
あ
る
一

方
、
商
業
的
農
業
の
設
展
に
も
反
到
の
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
限
界
性

が
あ
っ
た
。

2
で
は
、
省
時
地
方
官
で
あ
っ
た
貿
易
者
た
ち
が
園
王
に
提
出
し

た
農
書
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
質
事
者
た
ち
の
意
見
は
、
農
村
知
識
人
と

は
異
な
っ
て
農
業
の
商
品
経
済
化
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
特
に
朴

密
家
の
『
北開
宇
議
』
は
そ
の
黙
で
も
っ
と
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。
質
事
波
の
農

業
技
術
論
を
僅
系
的
に
示
し
て
い
る
の
は
朴
祉
源
の
『
課
農
小
抄
』
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
水
利
問
題
だ
け
で
な
く
、耐
震
百
六
改
良
の
問
題
に
つ
い
て
も
初
め
て
鐙

系
的
に
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
致
事
新
書
』
農
闘
門
の
著
者
徐
命
膚
の
子
、

徐
浩
修
、
か
箸
わ
し
た

『
海
東由
民
書
』

は
、
そ
の
題
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
朝

鮮
濁
自
の
農
皐
の
程
系
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
死
に
よ
り
完
成

を
見
な
か
っ
た
。

か
く
て
、
正
租
の
命
に
商
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
諸
農
書
は
質
量
と
も
に
従
来
の

水
準
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
農
書
を

一
つ
の
農
蓄
に
鐙
系

化
す
る
と
い
う
笛
初
の
目
的
は
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
鐙
系
的
な
農

書
の
出
現
は
時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
課
題
は
い
ず
れ
果
た
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
果
た
し
た
の
が
故
き
父
徐
浴
修
の

遺
志
を
縫
い
だ
徐
有
祭
の
大
著
『
林
園
経
済
志
』

全

二

三
省
(
以
下

『
経
済

志
』
と
略
す
〉
で
あ
っ
た
。
「
五
新

・
奮
農
書
の
綜
合
と
そ
の
由
民
間
学
思
想
」

は
こ
の
『
経
済
志
』
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
『
経
済
士山
』
は
徐
有
築
畢

生
の
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
『
山
林
経
済
』
に
範
を
取
り
な
が
ら
、
朝

鮮

・
中
園
の
あ
ら
ゆ
る耐
震
書
を
縦
横
に
騒
使
し
、
更
に
彼
自
身
の
若
い
頃
の
著

作
で
あ
る
『
杏
蒲
士
山
』
『
金
華
耕
讃
記
』
等
を
加
え
て
趨
系
化
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
技
術
的
に
は

『
集
成
』
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
農
地
制
度
の
改
善
、
即

ち
水
田
に
お
け
る
移
枚
法
と
早
田
に
お
け
る
一
畝
三
吠
の
吠
種
法
へ
の
鱒
換
と

い
う
問
題
を
、
努
力
節
約

・
地
力
利
用
と
い
う
観
鮎
か
ら
捉
え
直
す
と
と
も

に
、
そ
れ
に
付
随
し
て
生
じ
る
様
々
な
問
題
||
地
域
差
に
よ
る
良
時
の

差

異
・
品
種
改
良

・
農
具
改
良
・
施
肥
の
重
視

・
水
利
施
設
の
整
備
ー
ー
を
相
互

連
閥
的

・
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
農
業
技
術
の
線
合

的
な
把
握
は
従
来
の
農
撃
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

『
経
済
士
山
』
の

特
徴
を
一
層
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
は
農
業
経
済
論
で
あ
る
。

『
経
済
士
山
』

の

農
業
経
済
論
の
特
異
性
は
、
土
地
制
度
論
と
し
て
は
嘗
時
燈
頭
し
つ
つ
あ
っ
た

経
営
型
富
農
に
依
録
し
た
屯
田
論
の
提
起
に
あ
り
、
農
業
経
鐙
論
と
し
て
は
、

貨
姫
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
牧
盆
性

・
市
場
性
を

考
慮
し
た
経
営
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
経
済
志
』
の
農
撃
は
、

従

来
見
ら
れ
た
重
農
的
な
傾
向
と
重
商
的
な
傾
向
、
限
田
論
的
な
傾
向
と
地
主
論

的
な
傾
向
を
新
た
な
次
元
で
総
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
農
業
技
術
的

な
問
題
と
農
業
経
済
的
な
問
題
を
緊
密
な
閥
係
の
下
で
把
援

・
展
開
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
彼
の
農
撃
は

一
九
世
紀
前
牢
期
封
建
制
解
穏
期
と
い

う
こ
の
歴
史
的
現
賓
の
中
で
、
農
業
の
技
術
問
題
と
経
済
問
題
を
合
理
的
に
廃

理
し
、
こ
れ
と
関
連
し
た
枇
曾
的
矛
盾
も
合
理
的
に
解
決
し
う
る
理
論
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
の
曲
成
皐
の
完
成
は
き
す
れ
ば
我
図
に
お
け
る

ぷ
口
理
的
農
業
。
の
撃
問
的
完
成
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
」
(
一
六
七
頁
)
と

金
氏
は
述
べ
ら
れ
て
、
こ
れ
が
本
書
の
結
論
的
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
が
本
書
の
筒
軍
な
内
容
で
あ
る
が
、

次
に
筆
者
が
本
書
の
成
果
と
考
え

る
鮎
を
列
怒
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
は
、
李
朝
後
期
と
い
う
時
期
的
限
定
は
あ
る
も
の
の
、
朝
鮮
農

書
に
関
す
る
初
め
て
の
僅
系
的
研
究
で
あ
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。

従
来
も
朝
鮮

曲波
書
に
闘
し
ば
は
、
片
山
隆
三

・
三
木
策

・
西
郷
静
夫

・
李
光
麟
等
の
諸
氏
の

研
究
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
一
つ
の
農
書
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
で

あ
る
か
、
或
い
は
諮
問
絞
書
の
紹
介
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
李
春

寧
氏
の
『
李
朝
食
業
技
術
史
』
(
一
九
六
四
年
、
ソ
ウ
ル
)
は
通
史
的
な
本
格

的
研
究
と
い
う
面
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
農
書
に
闘
す
る
詳

細
な
分
析
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
封
し
て
、
本
書
で
は

李
朝
後
期
の
主
要
な
良
書
に
つ
い
て
、
そ
の
著
述
の
目
的
と
内
容
が
詳
し
く
検

討
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
朝
鮮
農
者
研
究
の
礎
石
を
築
い
た
業
績
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

第
二
の
成
果
は
、
農
書
の
分
析
に
際
し
て
単
な
る
農
業
技
術
論
に
止
ま
ら

ず
、
各
々
の
殺
害
が
著
述
さ
れ
る
に
至
っ
た
虻
禽
的
背
景
ゃ
、
そ
こ
に
盛
ら
れ

て
い
る
農
業
経
済
論
の
分
析
を
も
併
せ
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
生
産
力
と
生
産

関
係
の
統
一
的
把
獲
が
意
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
鮎
こ
そ
本
書
を

し
て
従
来
の
研
究
水
準
を
遥
か
に
摺
で
た
も
の
と
し
て
い
る
最
大
の
ポ
イ
ン
ト

で
あ
ろ
う
。
移
秩
法

・
吠
種
法
の
普
及
に
よ
る
鰐
働
生
産
力
の
向
上
を
ジ
ャ

ン

ピ
ン
グ
ボ
l
ド
と
し
て
の
借
地
大
経
営

(
H経
営
型
富
良
)
の
出
現
、
封
建
的

小
経
鐙
生
産
様
式
の
解
健
を
主
張
さ
れ
る
金
氏
の
創
見
は
た
い
へ
ん
魅
力
的
で

あ
る
。
従
来
の
資
本
主
義
蔚
芽
研
究
で
は
、
農
業
生
産
力
の
設
展
↓
商
品
経
済

の
成
長
↓
身
分
制
の
動
繕
↓
封
建
制
の
危
機
と
い
う
主
張
が
か
な
り
図
式
的
に

行
な
わ
れ
て
い
た
の
に
針
し
て
、

金
氏
は
封
建
的
小
経
営
生
産
様
式
の
解
髄
こ

そ
が
封
建
制
解
穏
の
最
大
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
過
程
を
設

霊
園
の
時
代
的
愛
遜
を
通
じ
て
究
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

本
書
の
成
果
の
第
三
は
、
笈
率
思
想
研
究
の
分
野
で
あ
ま
り
取
上
げ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
農
皐
の
研
究
に
よ
り
、
従
来
の
思
想
史
研
究
に
新
た
な

一
石
を
投

じ
た
こ
と
で
あ
る
。
質
息
ナ
波
に
は
周
知
の
通
り
星
湖
翠
波
と
北
皐
波
の
二
大
皐

振
が
あ
り
、
前
者
は
重
由
民
的
で
後
者
は
重
商
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
一
九
世
紀
に
入
る
と
賞
与
思
想
は
全
穏
と
し
て
停
滞
乃
至
は
後
退
す
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
金
氏
は
、
質
肇
思
想
の
中
で
も
中
核
を
な
す
べ

き山
従
事
に
お
い
て
は
、
一

九
世
紀
三

O
J四
0
年
代
の
著
作
で
あ
る
『
経
済
志
』

に
お
い
て
初
め
て
重
農
的
な
も
の
と
重
商
的
な
も
の
の
総
合
が
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
通
説
的
理
解
に
よ
る

一
九
世
紀
前
牢
の
捉
え
方
、
或

い
は
質
問
宇
思
想
の
中
で
の
炭
翠
の
位
置
づ
け
を
批
剣
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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本
書
の
主
な
成
果
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
れ
ば
以
上
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
良

に
亘
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
我
々
後
撃
が
木
書
の
成
果
を
受
け
縫
ぎ
、
李

朝
後
期
の
農
業
経
済
史
研
究
を

一
層
盟
か
な
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
に
際

し
て
、
本
書
に
針
す
る
疑
問
も
少
な
く
は
な
い
。
最
後
に
、
そ
の
疑
問
貼
を

二
、
三
即
位
け
る
こ
と
で
書
評
の
責
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
本
書
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
生
産
力
と
生
産
関
係
の
統
一
的
把
復
と
い
う

方
法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
方
法
に
は
な
お
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
水
田
農
業
に
お
い
て
最
大
の
労
働
力
投
入
を
要
す
る
除

草
作
業
が
、
移
秩
法
の
導
入
に
よ
っ
て
簡
単
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
徐
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剰
労
働
力
を
経
営
面
積
の
抜
大
に
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
富
良

経
営
が
出
現
し
て
く
る
、
と
い
う
の
が
金
氏
の
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
除
草

作
業
の
軽
減
に
よ
る
鈴
剰
労
働
力
は
必
ら
ず
し
も
経
営
面
積
の
扱
大
に
向
け
ら

れ
る
と
は
限
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
集
約
化
の
方
向
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
営
面
積
の
鏑
大
が
集
約
化
よ
り
も
有
利
で
あ

る
た
め
に
は
、
除
草
作
業
以
外
の
作
業
|
|
耕
起
や
牧
穫
ー
ー
に
お
い
て
も
労

働
生
産
性
の
向
上
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
更
に
は
租
税
・
地
代
枚
奪

と
の
閥
速
で
も
前
者
が
後
者
よ
り
も
有
利
乃
至
は
不
利
で
な
い
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
敷
街
し
て
言
え
ば
、

度
農
化
か
集
約
化
か
と
い
う
経

営
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
生
産
力
を
構
成
す
る
要
素
を

部
分
的
に
扱
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、

農
作
業
全
健
を
一
連
の
努
働
過

程
と
し
て
線
徳
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
に
経
営
と
い
う
概
念
は

生
産
力
の
み
な
ら
ず
生
産
閥
係
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
者
を
視
野
に

@
 

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
こ

と
が
総
合
的
に
検
討
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
移
校
法

・
吠
種
法
の
普
及

と
封
建
的
小
経
営
生
産
様
式
の
解
鰻
と
を
短
絡
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

生
産
力
の
護
展
と
生
産
関
係
の
鑓
化
と
を
短
絡
さ
せ
る
と
い
う
本
警
の
紋
陥

の
原
因
は
、

上
に
述
べ
た
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
、が
、
も
う

一
つ
、
本
書
に
お
け

る
地
主

・
佃
戸
閥
係
の
理
解
の
仕
方
も
そ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る。

と
い
う
の
は
、
金
氏
は

一
七
世
紀
の

一
連
の
諸
改
革
を
地
主
・
佃
戸
制
解

憾
の
開
始
の
一
ホ
擦
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
生
産
力
的
基
礎
を
移
秩

法

・
献
種
法
の
普
及
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

私
見
で
は
、

一
七
世
紀
は
む
し
ろ
地
主

・
佃
戸
制
の
安
定
的
完
成
期
で
あ
っ
て

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
『
集
成
』
に
わ
ざ
わ
ざ
朱
子
動
長
文
が
牧
録
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
金
氏
は

『
集
成
』
の
農
業
技
術
論
と
農
業
経
済
論
と
が
矛
盾
し
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
移
秩
法
と
康
食
経
営
化
を
不
可
分
の
も
の
と
氏

が
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
、
移
秩
法
を
集
約
化
の
前
提
と
考
え
れ
ば
地
主

・

佃
戸
制
と
何
ら
矛
盾
し
な
く
な
る
。
賓
際
に
も、

『
集
成
』
以
後
質
事
汲
に
至

る
ま
で
の
幾
書
は
む
し
ろ
集
約
化
こ
そ
を
最
大
の
目
標
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
集
約
化
が
あ
る
限
界
ま
で
達
し
て
初
め
て
、
労
働
生
産
力
を
高
め
る

た
め
の
労
働
過
程
全
健
の
組
織
的
出
変
革
が
切
質
に
要
求
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
要
求
に
熔
え
よ
う
と
し
た
の
が
『
経
澱
士
山
』
〈
及
び
そ
の
基
礎

と
な
っ
た

『
杏
蒲
志
』
)
に
お
け
る
庚
農
経
営
化
の
明
確
な
主
張
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、

一
九
世
紀
前
宇
こ
そ
が
地
主

・
佃
戸
制
の
解
穏
期
と
し
て
の
歴
史

的
位
置
を
占
め
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
木
書
を
讃
ん
で
の
疑
問
貼

と
筆
者
な
り
の
考
え
の

一
端
を
思
い
つ
く
ま
ま
書
い
て
み
た
。
私
見
の

一
同胞
の

展
開
は
な
お
後
日
の
課
題
で
あ
る
。
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註①

李

朝

農
蓄
に
関
す
る
主
な
研
究
は
、

筆
者
の
知
る
限
り
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

西
郷
静
夫
「
朝
鮮
の
良
書
に
就
て
・
」
(
『
朝
鮮
農
曾
報
』
一
九

一
六
年

一
月
銃

所
枚
〉
、
柄
潔
四
郎
「
朝
鮮
民
話
研
究
」
(
向
上
一
九
三
三
年
一

二
腕
所
牧
〉
、

片
山
隆
三
「
時
代
を
異
に
す
る耐
震
事
直
設
の
相
違
と
時
代
農
法
の
一
部
分
」

(『朝
鮮
之
図
書
館
』
六
・
四
所
枚
、
一
九
三
八
年
〉
、
富
樫
直
次
郎
・

三
木

楽
「
山
林
経
済
考
」
(
『
朝
鮮
』
二
六
二
銃
所
枚
、

一
九
三
七
年
)
、
藤
田
亮
策

「
衿
陽
雑
録
と
著
者
」

(
『
書
物
同
好
曾
曾
報
』

一
六
腕
所
牧
、

一
九
四
二

年
〉
、
片
山
隆
三
「
衿
陽
雑
録
の
研
究
」
ハ
『
朝
鮮
準
報
』
一
三
締
所
牧
、
一
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九
五
八
年
)
、
篠
田
統
「
『
極
藷
譜
』
と
朝
鮮
の
甘
藷
」
(
向
上
四
四
相
判
所
段
、

一
九
六
七
年
〉
、
李
光
麟

「
『養
強
経
験
撮
要
』

に
つ
い
て
」
(『
歴
史
摩
報
』

二
八
輯
所
牧
、
一
九
六
五
年
〉
、
同

「
安
宗
沫
と
『
農
政
新
編
』
」
(
向
上
三

七
輯
所
枚
、
一
九
六
八
年
)
。
な
お
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
闘
で
は

『集

成
』
、
『
致
事
新
設
』
農
園
門、

『
諜
段
小
抄
』
『
千
一
録
』
等
の
良
書
の

現
代
語
謬
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

農
書
の
燈
系
的
な
研
究
は
ま
だ
出
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

②
浪
楽
に
お
け
る
生
産
力
と
生
産
閥
係
と
を
ど
う
統
一
的
に
把
握
す
べ
き
か

に
つ
い
て
は
加
用
信
文
・
相
川
哲
夫

・
三
好
正
喜
等
の
諸
氏
の
研
究
が
注
目

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
三
好
氏
の
農
業
経
営
様
式
概
念
の
提
出

(同

氏
著
『
ド
イ
ツ
殺
害
の
研
究
』

一
九
七
五
年
)
は
有
盆
な
一
示
唆
を
興
え
て
く

れ
る
。

(
宮
嶋
博
史
〉
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