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序
食
べ
物
を
捨
て
る
国
．
＂
本
の

「
餓
死
問
題
」

日
本
に
は
い
ろ
い
ろ
な
統
計
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
食
品
ロ
ス
統
計
と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
統
計
が
あ
る
。
そ
の
目

的
は
、
家
庭
や
事
業
者
が
「
消
費
」
す
る
食
品
の
う
ち
ど
れ
く
ら
い
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
、
そ
の
無
駄
を
で

き
る
だ
け
減
ら
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
統
計
は
食
品
の
廃
棄
を
扱
っ
て
い
る
の
で
、
厚
生
労
働
省
か
環
境
省

が
調
究
を
し
て
い
る
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
に
、
主
務
官
庁
は
農
林
水
産
省
で
あ
る
。
日
本

に
は
「
食
料
省
」
が
な
い
の
で
、
農
林
水
産
省
が
食
品
の
生
産
や
表
示
に
責
任
を
も
ち
、
食
品
の
衛
生
（
添
加
物
や
残
留
農

薬
の
濃
度
な
ど
）
は
原
生
労
働
省
が
、
さ
ら
に
ウ
シ
の

B
S
E
問
題
や
ク
ロ
ー
ン
牛
の
リ
ス
ク
評
価
な
ど
は
食
品
安
全
委

員
会
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
食
は
そ
の
機
能
別
に
か
な
り
ば
ら
ば
ら
に
管
理
さ
れ
て
お
り
、
一
体
的
に
と
ら

え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
農
林
水
産
省
が
食
品
の
廃
棄
を
調
壺
す
る
と
い
う
の
は
一
般
的
な
感
覚
と
な
じ
み
に
く
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
と
食
料
自
給
率
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
得
心
が
い
く
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
食
料
自
給
率
は
国
内
の
消
費
仕
向
鼠
（
国
産
プ
ラ
ス
輸
入
）
に
占
め
る
国
産
供
給
量
（
国
産
マ
イ
ナ
ス
輸
出
）

池

t
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こ
れ
だ
け
大
量
の
食
べ
物
を
捨
て
て
い
る
の
だ
か
ら
、
日
本
に
住
む
人
た
ち
は
、
誰
で
も
飢
え
な
ど
知
ら
ず
に
葬
ら
し

う
こ
と
が
わ
か
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
統
計
に
よ
る
と
、
食
品
ロ
ス
の
割
合
は
調
杏
世
帯
の
平
均
で
二

0
0
九
年
度
に
―
―
-
・
七
％
だ
っ
た
。

最
初
に
調
企
が
行
わ
れ
た
―

1
0
0
二
年
に
は
五
・
六
％
、
二

0
0
1
―
一
年
に
は
五
・
五
％
だ
っ
た
の
で
多
少
改
善
の
傾
向
に
あ

る
。
外
食
産
業
の
な
か
で
は
結
婚
披
露
宴
や
宴
会
、
宿
泊
施
設
の
食
品
ロ
ス
率
が
大
き
い
。
二

0
0
九
年
に
食
堂
・
レ
ス

ト
ラ
ン
で
は
世
帯
平
均
と
同
じ
程
度
の
一
―
-
•
二
％
だ
っ
た
が
、
披
露
宴
は
な
ん
と
一
九
・
六
％
に
も
及
び
、
宴
会
と
宿
泊
施

設
で
も
そ
れ
ぞ
れ
一
四
．

0
％
、
一
四
・
六
％
と
い
う
水
準
に
あ
る
。
泄
帯
の
類
型
別
で
は
、
単
身
枇
帯
が
四
・
八
％
、
―
一
人

世
帯
が
四
．
―
-
％
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
人
に
よ
っ
て
判
断
が
分
か
れ
る
だ
ろ
う

が
、
廃
棄
量
に
直
し
て
み
る
と
、
二

0
0
九
年
度
に
一
人
一
日
当
た
り
四
一
グ
ラ
ム
の
廃
棄
贔
だ
っ
た
の
で
、
年
間
に
直

す
と
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
な
る
こ
と
は
知
っ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
全
体
で
は
、
お
よ
そ
一
九
一
万
ト
ン
に
な

る
。
こ
の
量
は
、
―

1
0
0
八
年
度
に
お
け
る
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
ど
の
国
の
穀
物
輸
入
量
よ
り
も
多
い
。
こ
の
例

だ
け
を
み
て
も
、
日
本
は
惟
界
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
食
料
を
集
め
る
一
方
で
、
大
量
の
食
べ
物
を
捨
て
て
い
る
国
だ
と
い

る
も
の
で
は
な
い
。

の
割
合
で
あ
る
。
消
費
仕
向
贔
に
は
食
品
ロ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
と
そ
の
減
少
分
だ
け
分
栂

の
国
内
消
費
仕
向
贔
が
小
さ
く
な
り
、
結
果
的
に
食
料
自
給
率
が
増
大
す
る
。
だ
か
ら
、
食
料
自
給
率
の
向
上
を
政
策
目

標
に
掲
げ
る
農
林
水
産
省
に
と
っ
て
、
食
料
自
給
率
に
影
響
す
る
食
品
ロ
ス
の
推
移
は
政
策
的
な
関
心
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
か
「
生
産
者
に
申
し
わ
け
な
い
」
と
か
い
っ
た
倫
理
的
な
理
由
に
よ
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て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
は
餓
死
者
数
を
把
握
で
き
る
統
計
は
な

い
か
ら
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
の
「
人
口
動
態
調
査
」
の
「
死
因
別
死
者
数
（
そ

の
他
）
」
か
ら
類
推
す
る
と
、
こ
の
と
こ
ろ
毎
年
数
十
人
＼
一

0
0
人
弱
に
及
ぶ
人
た
ち
が
餓
死
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
―

0
0
0
年
代
後
半
か
ら
社
会
的
な
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
「
孤
独
死
」
は
餓
死
に
よ
る
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
実
際
の
餓
死
者
数
は
も
っ
と
多
数
に
の
ぽ
る
可
能
性
が
高
い
。

日
本
で
も
餓
死
が
日
常
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
た
の
は
、
二

0
0
七
年
七
月
に
北
九
州
市
で
発
生
し
た

(
2
)
 

衝
撃
的
な
餓
死
事
件
で
あ
る
。
餓
死
し
た

A
さ
ん
は
日
記
を
つ
け
て
お
り
、
公
開
さ
れ
た
そ
の

H
記
に
は
「
お
に
ぎ
り
食

べ
た
い
」
と
何
回
も
書
き
綴
っ
て
い
た
。
コ
ン
ビ
ニ
に
行
け
ば
一
個
一

0
0
円
強
で
買
う
こ
と
の
で
き
る
お
に
ぎ
り
さ
え
、

(3) 

食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
現
代
社
会
の
非
情
な
特
質
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
‘
―

1
0
0
九
年
四
月
に
も
再
び
北
九
州
市
で
一
二
九
歳
の
若
い
男
性

(
B
さ
ん
）
の
孤
独
死
が

「
発
見
」
さ
れ
た
。
死
因
は
や
は
り
餓
死
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。

B
さ
ん
は
便
箋
に
「
た
す
け
て
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
残

し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
誰
に
も
こ
の
便
箋
が
送
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

N
H
K
北
九
州
放
送
局
は
こ
の

「
事
件
」
に
つ
い
て
、
追
跡
取
材
を
行
っ
て
そ
の
背
景
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
雇
用
の
自
由
化
・
規
制
緩
和
に
よ
る
非
正
規

雇
用
の
増
大
と
―

1
0
0
七
‘
―

1
0
0
八
年
の
但
界
金
融
危
機
の
な
か
で
進
ん
だ
「
派
遣
切
り
」
が
、

B
さ
ん
の
「
孤
独
死
」

の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
れ
ほ
ど
困
窮
し
て
も
「
た
す
け
て
」
と
い

え
ず
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
暮
ら
す
一
―

-
0
歳
代
の
人
た
ち
が
無
視
し
え
な
い
ほ
ど
の
ま
と
ま
り
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

(
4
)
 

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
、

N
H
K
取
材
チ
ー
ム
の
貢
献
が
あ
る
。
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し
か
し
、
社
会
的
な
孤
立
は
「
た
す
け
て
」
と
い
え
な
い
一
―

1
0
歳
代
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
社
会
全
体
を
広
く
覆
い
は

じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―

1
0
1
O
年
一
月
に
は
、

N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
無
縁
社
会
」
が
報
道
さ
れ
、
実
に
年

(
5
)
 

間
三
万
―

1
0
0
0
人
も
の
人
が
一
人
き
り
で
「
無
縁
死
」
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
同
年
の
夏
以
降
は
、

住
民
登
録
や
戸
籍
が
あ
っ
て
も
実
際
に
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
り
、
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
る
高
齢
者

の
存
在
が
次
々
と
判
明
す
る
と
い
う
、
「
所
在
不
明
」
問
題
が
社
会
的
に
強
い
関
心
を
呼
ん
だ
。
こ
の
「
所
在
不
明
」
問
題

は
単
な
る
手
続
き
上
の
問
題
で
は
な
く
、
「
無
縁
社
会
」
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
孤
独
死
」
が
社
会
の
固
縁
部
に
お
い
て

「
負
の
移
動
」
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
い
貧
困
・
排
除
の
問
題
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
い
と
、
そ
の

実
相
を
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
、
「
負
の
移
動
」
と
は
社
会
経
済
的
地
位
の
上
昇
を
目
指
す
た
め
の
「
正
の

移
動
」
と
異
な
っ
て
、
不
安
定
な
職
や
地
位
へ
下
降
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ア
テ
の
な
い
ま
ま
に
次
々
と
居
所
も
仕
事

(
6
)
 

も
代
わ
っ
て
い
く
移
動
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
負
の
移
動
」
に
と
も
な
っ
て
、
食
べ
る
と
い
う
基
本
的
な
機
能
さ

え
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
餓
死
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
餓
死
は
、
生
活
保
護
の
取
り
消
し
な
ど
「
食
へ
の
権
利
」
が
侵
害
さ
れ
た
り
、

い
わ
ゆ
る
「
老
老
介
護
」
の
な
か
で
介
護
者
が
急
死
し
た
り
、
肉
親
に
さ
え
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
人
た
ち
の
出
現

に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
る
。
大
量
の
食
糧
を
廃
棄
す
る
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
弱
者
」
の
な
か
に
餓
死
者
が
頻
発

す
る
よ
う
な
い
び
つ
な
社
会
構
造
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
背
後
に
は
、
効
率
主
義
や
生
産
力

主
義
に
立
脚
す
る
人
間
観
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
生
産
活
動
に
従
事
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
は
社
会
か

ら
排
除
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
冷
た
い
人
間
観
と
し
て
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
間
観
は
、
地
球
規
模
の
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メ
ガ
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

（
大
競
争
）
に
勝
ち
抜
く
こ
と
が
至
上
命
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
調
整
弁
と
し
て
使
う

こ
と
の
で
き
る
労
働
者
が
必
要
だ
と
い
う
見
方
と
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
観
と
、
国

民
経
済
に
貢
献
で
き
な
い
よ
う
な
競
争
力
の
な
い
農
業
あ
る
い
は
過
疎
地
域
は
「
退
場
す
べ
き
」
だ
と
す
る
考
え
と
は
類

似
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
眼
を
世
界
に
転
じ
て
み
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
世
界
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
行
け
ば
枇
界
中
の
農
水
産
物
や
加
工
食
品
が
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
安
い
価
格
で
売

ら
れ
て
い
る
し
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
は
ア
メ
リ
カ
発
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
中
国
、

イ
タ
リ
ア
、
タ
イ
、
ト
ル
コ
、
メ
キ
シ
コ
と
ほ
ぼ
全
世
界
の
料
理
が
こ
れ
ま
た
安
価
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
安

い
価
格
の
背
後
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
安
さ
は
、
輸
出
向
け
農
産
物
を
「
効
率
的
」
に
生
産
し
て
い
る
大
規

模
農
場
か
、
非
常
に
安
い
価
格
で
食
糧
を
提
供
し
て
い
る
途
上
国
の
生
産
者
か
の
い
ず
れ
か
を
抜
き
に
あ
り
え
な
い
。

大
規
模
農
場
は
、
先
進
国
、
途
上
国
を
問
わ
ず
、
環
境
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
か
っ
た
り
、
移
民
労
働
者
を
低
賃
金
で
雇

用
し
た
り
す
る
こ
と
で
「
効
率
的
」
に
農
業
生
産
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
途
上
国
の
農
民
は
、
大
多
数

が
貧
困
の
な
か
で
暮
ら
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
飢
餓
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
―

1
0
0
九
年
に
は
、
こ
う
し
た
農
民

を
含
め
て
、
栄
養
不
足
人
口
は
但
界
全
体
で
一

0
億
人
以
上
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
食
は
冊
界
の
貧
し
い
人
び
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
こ
と
を
非
難
す
れ
ば
こ
と
は
済
む
の
だ
ろ
う
か
。
困
っ
た
こ
と
に
、
日
本
の
側
で
も
こ
う
し
た

安
い
食
料
な
し
に
は
生
活
が
成
り
立
ち
に
く
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
痛
み
11
負
い
目
と
生
活
す
る
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た
め
の
ジ
レ
ン
マ
を
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
解
き
ほ
ぐ
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
簡
単
に
解
け
る
問
題
で
は

な
い
が
、
最
低
限
、
現
実
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
姿
勢
を
育
て
る
こ
と
が

不
可
欠
な
の
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
少
し
だ
け
一
般
化
し
て
お
こ
う
。
一
番
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
生
命
と
食
の
保
障
は
人

間
に
と
っ
て
何
よ
り
も
菫
要
な
領
域
と
し
て
位
慨
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
食
へ
の
権
利
は
、
優
先
順
位
の

(
8
)
 

き
わ
め
て
高
い
基
本
的
人
権
だ
と
い
う
認
識
が
な
い
と
、
先
に
提
起
し
た
問
題
は
解
き
よ
う
が
な
い
。
そ
の
際
に
、
食
ヘ

の
権
利
は
農
業
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
食
と
農
の
間
に
は
、
思
い
も
つ
か

な
い
よ
う
な
複
雑
な
つ
な
が
り
や
重
層
的
な
関
係
性
、
空
間
的
な
広
が
り
と
構
造
的
な
類
似
性
が
存
在
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
食
べ
る
こ
と
に
か
か
わ
る
基
本
機
能
は
行
政
的
に
分
割
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
の
前
提
で
あ
る
農

と
の
距
離
は
空
間
上
も
認
識
上
も
大
き
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
経
済
的
に
成
り
立
つ
機
能
は
市
場
化
さ
れ
て
し

ま
い
、
残
っ
た
部
分
だ
け
が
家
庭
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
食
べ
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
取
り
結
ば
れ
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
が
非
常
に
み
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
食
べ
物
の
廃
棄
と
「
餓
死
」
と
い
う
一
見
相
反
す
る
現
象
か

ら
本
書
を
は
じ
め
た
の
は
、
こ
の
み
え
に
く
い
つ
な
が
り
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
本
書
の
最
大
の
ね
ら
い
は
、
食
と
農
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
潜
ん
で
い
る

つ
な
が
り
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
る
み
の
も
と
に
さ
ら
け
出
し
、
そ
の
意
味
を
自
覚
的
に
考
え
る
た
め
の
材
料
を
提
供
し
た

い
と
い
う
点
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
つ
な
が
り
は
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

い
ま
存
在
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
を
み
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ず
か
ら
「
発
見
」
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
望
ま
し
い
の
か
、
そ
の
つ
な
が
り
を
実
現
す

る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
養
っ
て
ほ
し
い
。
こ
う
し
た
地
道
な
取
り
組
み
に
、
本
書
が

少
し
で
も
役
立
つ
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
l
)

農
林
水
性
省
「
平
成
21
年
度
食
品
ロ
ス
統
計
調
壺
」
（
世
帯
調
在
お
よ
び
外
食
産
業
調
介
の
結
果
）
。
た
だ
し
―

-
0
0
二
年
度
は
同
「
食

品
廃
棄
物
等
の
発
生
状
況
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
状
況
」
に
よ
る
。

(
2
)

こ
の
事
件
で
は
展
例
な
こ
と
に

A
さ
ん
の
日
記
の
一
部
が
公
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
餓
死
が
一
個
人
の
特
異
な
事
情
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
構
造
的
な
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
牛
活
保
護
行
政
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
た

か
ら
だ
ろ
う
。

(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
池
上
甲
一
・
岩
崎
正
弥
•
原
山
浩
介
•
藤
原
辰
史
『
食
の
共
同
体
ー
~
動
貝
か
ら
連
帯
へ
』
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二

0
0
八
年
で
ふ
れ
て
い
る
。

(
4
)
N
H
K
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
取
材
班
『
助
け
て
と
言
え
な
い
]
文
藝
春
秋
、
二

0
1
0
年。

(
5
)

『
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
特
大
号
（
「
無
縁
社
会
お
ひ
と
り
さ
ま
の
行
く
未
」
）
ヽ

:
1
0
1
0
年
四
月
＾
―
-
日
号
、
お
よ
び

N
H
K
「
無
縁

社
会
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
取
材
班
『
無
縁
社
会
』
文
藝
春
秋
、
二

0
1
0
年。

(
6
)

岩
田
正
美
「
生
き
る
た
め
の
移
動
「
負
の
移
動
」
と
そ
の
中
継
場
所
」
『
世
界
』
二

0
1
0
年
―
一
月
号
。

(
7
)
:
1
0
0
七
年
ま
で
は
少
し
ず
つ
減
少
し
て
き
た
が
、
二

0
0
八
年
に
は
八
億
人
弱
か
ら
九
億
人
以
上
へ
逆
転
し
、
つ
い
に
二

0
0
九
年

に
は
一

0
億
人
の
大
台
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。

(
8
)

こ
の
認
識
は
、
早
く
も
一
九
四
八
年
の
「
枇
界
人
権
宣
言
」
に
現
れ
て
お
り
、
そ
の
後
一
九
九
六
年
の
世
界
食
料
サ
ミ
ッ
ト
「
ロ
ー
マ

官

-1-「口
」
、
二

0
0
八
年
の
国
連
総
会
に
お
け
る
「
食
料
へ
の
権
利
決
議
」
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
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第

I
部

食
卓
か
ら
考
え
る
「
食
と
農
の
い
ま
」



食
と
農
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
と
問
わ
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
道
筋
で
考

え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
農
畜
産
物
や
魚
、
あ
る
い
は
加
工
食
品
な
ど
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン

ビ
ニ
で
販
売
さ
れ
て
い
る
食
料
品
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
そ
の
仕
入
れ
先
や
原
産
地
を
た
ど
っ
て
い
こ
う

と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
自
分
が
日
常
食
べ
て
い
る
牛
丼
や
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
材
料
を
分

析
し
、
そ
の
生
産
を
調
べ
る
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
農
漁
村
に
出
か
け
て
、
そ
こ

で
の
生
産
方
法
や
販
売
ル
ー
ト
を
追
い
か
け
る
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
モ
ノ
の
流
れ
を
通

じ
た
フ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
農
業
・
食
料
チ
ェ
ー
ン
と
し
て
農
と
食
の
つ
な
が
り
を
み
よ
う
と
い

う
発
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
と
食
の
つ
な
が
り
は
、
そ
の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
介
在
す
る
に

し
て
も
、
比
較
的
ス
ト
レ
ー
ト
に
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
実
感
し
や
す
い
。

だ
が
、
食
と
農
は
何
も
モ
ノ
を
通
じ
て
垂
直
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
食
べ
る
こ
と
に

は
、
生
存
に
必
要
な
熱
量
や
栄
養
素
類
を
摂
取
し
、
生
理
的
な
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
「
喰
う
」
と
い
う

機
能
的
な
行
為
に
加
え
、
誰
が
つ
く
り
ど
こ
で
食
べ
る
の
か
と
か
、
誰
と
い
つ
食
べ
る
の
か
と
い
っ
た
、

場
所
、
時
間
、
主
体
な
ど
と
か
か
わ
る
食
の
「
空
間
性
」
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の
後
者
を
さ
し
あ

た
り
、
「
食
卓
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
の
食
卓
は
、
家
族
が
＿
緒
に
食
べ
る

ち

ゃ

ぷ

だ

い

テ
ー
ブ
ル
や
卓
猷
台
の
よ
う
に
家
庭
（
単
身
世
帯
も
含
む
）
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
実
際
に
食
さ
れ
る
空
間
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
駅
の
立
ち
食
い
ソ
バ
も
新
幹
線

の
車
内
も
、
試
食
の
で
き
る
「
テ
パ
地
下
」
も
フ
ー
ド
コ
ー
ト
も
立
派
な
食
卓
で
あ
る
。
こ
う
理
解
す
る

と
、
食
の
「
空
間
性
」
が
ず
っ
と
広
が
る
。

第
I
部
で
は
、
こ
う
し
た
広
が
り
の
な
か
で
食
と
農
の
つ
な
が
り
を
と
ら
え
る
と
、
何
が
み
え
て
く
る



の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
い
う
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上

げ
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
現
実
の
社
会
生
活
の
な
か
で
は
、
か
な
り
大
き
な
位
置

を
占
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
＿
般
的
な
農
業
経
済
学
や
食
料
経
済
学
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
食
と
農
の
い
ま
」
を
ま
さ
に
象
徴
し
て

い
る
領
域
で
あ
り
、
食
べ
る
こ
と
、
飲
む
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
見
方
を
提
供
し
て
く

れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。



硬
直
す
る
「
美
」

最
近
、
巷
を
賑
わ
せ
て
い
る
食
や
農
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
は
、
固
定
し
た
家
族
像
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
。
「
愛
情
の
こ
も
っ
た
手
料
理
」
を
推
奨
す
る
食
育
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
働
く
シ
ン
グ
ル
の
父
や
犀
に
さ
え
手
作

り
の
料
理
を
つ
く
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
い
や
、
そ
う
い
っ
た
空
気
を
醸
成
す
る
。
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
食
卓
に
座
っ
て
テ
レ

ビ
を
観
な
が
ら
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
小
学
生
の
絵
を
取
り
上
げ
て
家
庭
の
崩
壊
を
語
る
こ
と
は
、
働
く
時
間
を
自
由
に
選

べ
な
い
父
や
屈
に
、
そ
の
小
学
生
が
お
腹
を
す
か
せ
て
い
る
と
き
に
仕
事
を
す
る
こ
と
へ
の
小
さ
な
罪
悪
感
を
毎

H
押
し

つ
け
、
父
や
毎
を
食
卓
に
戻
さ
な
い
企
業
や
工
場
や
政
府
へ
の
そ
れ
を
軽
減
さ
せ
て
い
る
。

ー● 

食
を
場
所
か
ら
考
え
る

食
の
空
間
論

—
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
考
え
る

藤

原

辰

史
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農
村
景
観
の
自
然
の
豊
か
さ
や
美
し
さ
を
唱
え
る
議
論
は
、
「
田
舎
に
は
何
も
な
い
」
と
か
「
あ
の
沿
線
は
田
舎
っ
ぽ

い
」
と
い
っ
た
貧
し
い
「
田
舎
」
観
に
対
し
て
は
有
効
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
ば
し
ば
人
間
の
美
的
感
受
性
を
矮
小
化
す

る
。
夕
日
に
照
ら
さ
れ
る
里
山
は
た
し
か
に
清
ら
か
な
心
安
ら
ぐ
風
景
だ
が
、
そ
う
感
じ
る
人
た
ち
は
、
た
と
え
ば
、
古

い
団
地
の
ペ
ン
キ
の
剥
げ
た
白
墜
を
街
灯
の
光
が
照
ら
す
風
景
が
美
し
い
と
い
う
人
の
感
受
性
や
、
大
都
市
の
歓
楽
街
の

早
朝
の
道
路
に
積
ま
れ
る
ゴ
ミ
袋
の
山
に
魅
惑
さ
れ
る
人
の
感
覚
を
、
や
は
り
排
除
し
が
ち
で
あ
る
。
自
然
の
美
へ
の
偏

向
は
「
不
自
然
」
な
存
在
へ
の
蔑
視
や
軽
視
を
生
み
出
し
、
前
衛
芸
術
家
た
ち
が
試
み
よ
う
と
す
る
不
調
和
・
不
穏
の
美

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。

大
地
に
根
を
は
や
し
、
ミ
ミ
ズ
を
友
と
し
、
農
村
の
景
観
を
愛
し
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
や
赤
ト
ン
ボ
と
と
も
に
生
き
る

人
間
に
、
故
郷
を
失
い
、
国
境
を
越
え
、
商
い
に
邁
進
す
る
人
間
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
そ
の

図
式
を
大
量
虐
殺
の
根
拠
と
し
た
の
は
あ
の
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
農
民
性
や
上
着
性
は
ド
イ
ツ
人
の
特

徴
で
あ
り
、
根
な
し
草
の
感
覚
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
農
村
や
漁
村
で
自
然
と
対
峙
す
る
こ
と
の

厳
し
さ
や
豊
か
さ
は
、
何
度
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
ジ
プ
シ
ー
」

と
い
う
言
菓
を
対
置
さ
せ
た
り
、
「
都
市
へ
の
逃
亡
」
だ
と
し
て
農
村
軽
視
を
な
じ
っ
て
み
た
り
す
れ
ば
、
未
来
を
担
う

べ
き
農
の
思
想
が
ナ
チ
ズ
ム
の
枠
内
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
感
傷
と
陶
酔
を
排
し
た
強
靱
な
農

の
思
想
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
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食
の
場
所
を
求
め
て

な
ら
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
、
単
純
な
対
立
図
式
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
都
市
と
農
村
、
土
着
と
遊
牧
、
伝
統
と
近

代
と
い
っ
た
枠
組
み
を
取
り
払
っ
て
、
も
う
一
度
地
球
の
表
面
を
眺
め
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
食
べ
も
の
が
沈
殿
し
た
り
、

滞
っ
た
り
、
腐
敗
し
た
り
し
て
い
る
「
場
所
」
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
所
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
棚

田
や
里
山
、
「
コ
ン
ビ
ニ
」
や
「
フ
ァ
ミ
レ
ス
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
場
所
も
あ
る
。
だ
が
、
駅
の
売
店
、

寝
台
列
車
の
食
堂
車
、
病
院
や
大
学
の
食
堂
、
公
園
の
定
期
的
な
食
料
無
料
配
布
所
、
各
家
庭
の
台
所
や
冷
蔵
庫
、
祭
り

の
屋
台
、
「
買
物
難
民
」
の
た
め
の
移
動
販
売
車
な
ど
、
従
来
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
幾
分
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
空
間
も
当
然

浮
上
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
領
域
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
、
偏
狭
な
価
値
観
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
画

一
的
な
価
値
の
無
批
判
な
受
容
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
フ
ー
ド
コ
ー
ト
と
い
う
「
食
の
場
所
」
に
立
っ
て

み
た
い
。

た
だ
、
こ
の
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
統
計
的
に
把
握
す
る
の
が
難
し
い
。
外
食
産
業
総
合
調
介
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
の
『
外

食
産
業
統
計
資
料
集
』
や
三
冬
社
発
行
の
『
食
生
活
デ
ー
タ
総
合
統
計
年
表
』
な
ど
の
統
計
書
に
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス

ト
ラ
ン
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
、
そ
ば
・
う
ど
ん
屋
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
存
在
す
る
が
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
と
い
う
言
葉

は
い
っ
さ
い
登
場
し
な
い
。
そ
れ
は
フ
ー
ド
コ
ー
ト
が
飲
食
店
で
は
な
く
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
空
港
な
ど
の
施

設
が
提
供
す
る
場
所
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
人
や
集
団
が
一
定
の
場
所
に
集
ま
り
、
出
入
り
が
自
由
な
フ
ー
ド
コ

ー
ト
と
い
う
空
間
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
休
憩
所
と
店
舗
の
狭
間
に
あ
り
、
提
供
者
で
あ
る
企
業
の
意

図
か
ら
も
遊
離
し
や
す
い
、
な
ん
と
も
不
思
議
な
場
所
な
の
で
あ
る
。
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一
本
の
支
柱
を
四
本
の
足
が
支
え
て
お
り
、
固
い
肌
触
り
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
で
あ
る
。
横
五

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
縦
六
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
板
の
厚
さ
は
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
さ
き
ほ

ど
の
女
性
た
ち
の
井
戸
端
会
議
は
、
こ
れ
を
五
つ
連
続
で
つ
な
げ
、
ニ
・
五
メ
ー
ト
ル
の
横
幅
の
テ
ー
ブ
ル
を
つ
く
り
使

こ
こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
す
べ
て
同
じ
規
格
で
あ
る
。

る。

フ
ー
ド
コ
ー
ト
曼
荼
羅

品
川
区
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
地
下
一
階
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
囲
ま
れ
た
薄
暗
い
自
転
車
置
き
場
に
自
転
車

を
と
め
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ー
ド
コ
ー
ト
ヘ
直
接
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
入
口
付
近
に
は
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
店
の
ゴ
ミ
袋
が

山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
自
動
ド
ア
が
開
く
。
白
色
蛍
光
灯
で
す
み
ず
み
ま
で
照
ら
さ
れ
た
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
水
晶
宮
の

よ
う
に
ま
ぶ
し
い
。
出
店
し
て
い
る
の
は
一

0
店
舗
。
ど
れ
も
安
価
な
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
で
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
メ
ニ

ュ
ー
を
一
五

0
0
円
程
度
に
ま
で
引
き
上
げ
た
高
級
フ
ー
ド
コ
ー
ト
や
、
ラ
ー
メ
ン
や
た
こ
焼
き
な
ど
コ
ン
セ
プ
ト
の
は

つ
き
り
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
型
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
よ
う
な
流
行
形
態
よ
り
も
、
旧
態
依
然
と
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
人
気
は
な
お
根
強
い
。

(
4
)
 

一
七
時
過
ぎ
な
の
で
混
雑
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
客
席
は
七
割
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
清
掃
係
の
ス
タ
ッ
フ
が
フ

ー
ド
コ
ー
ト
の
柱
に
設
置
さ
れ
て
い
る
手
洗
い
場
で
雑
巾
を
洗
う
。
二
人
の
男
の
子
が
小
型
電
子
ゲ
ー
ム
に
熱
中
し
、
そ

れ
を
祖
父
が
見
守
っ
て
い
る
。
サ
リ
ー
を
身
に
ま
と
っ
た
女
性
た
ち
が
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
一
角
に
陣
取
り
談
笑
し
て
い

，
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用
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
重
く
な
い
か
ら
、
各
々
自
由
に
分
離
結
合
が
可
能
で
あ
る
。

た
こ
焼
き
屋
で
は
、
中
国
人
の
女
性
が
爽
や
か
な
笑
顔
で
レ
ジ
を
叩
い
て
い
る
（
名
札
の
名
前
か
ら
判
断
で
き
る
）
。
ド

ー
ナ
ッ
ツ
屋
に
は
ア
ジ
ア
系
の
男
性
―
一
人
が
レ
ジ
近
く
に
立
っ
て
い
る
。
外
国
人
労
働
力
が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は

安
価
な
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
商
品
を
享
受
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
牛
丼
新
時
代

牛
丼
一
一
八

0
円
」
と
い
う
赤
い
旗
で
装
飾
さ
れ
た
牛
丼
屋
は
専
用
の
イ
ー
ト
イ
ン
コ
ー
ナ
ー
を
も
っ

て
お
り
、
そ
こ
で
は
二
人
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
肩
を
並
べ
て
座
っ
て
い
る
。
牛
丼
に
卵
を
か
け
て
、
そ
れ
を
大
き
な
口
に

箸
で
カ
ッ
カ
ツ
と
掻
き
込
ん
で
い
る
。

背
後
が
急
に
騒
が
し
く
な
っ
て
き
た
。
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
転
が
す
「
マ
マ
友
」
の
集
団
で
あ
る
。
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
巧
み
に

操
る
五
人
の
マ
マ
た
ち
は
、
い
き
な
り
二
つ
の
小
隊
に
分
か
れ
る
。
第
一
小
隊
の
任
務
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
。

第
一
一
小
隊
か
ら
預
か
っ
た
荷
物
と
娘
た
ち
や
息
子
た
ち
の
安
全
を
確
保
し
な
が
ら
、
テ
ー
ブ
ル
を
並
べ
る
。
第
二
小
隊
は
、

す
で
に
第
一
小
隊
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
注
文
へ
。
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
屋
と
た
こ
焼
き
屋
か
ら
戦
利
品
を
運
ん
で
く
る
。
そ
の

あ
い
だ
に
、
第
一
小
隊
の
母
親
は
、
第
二
小
隊
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
を
あ
や
し
た
り
、
談
笑
し
た
り
忙
し
い
。
第
二
小
隊
が

帰
還
す
る
。
お
会
計
の
時
間
で
あ
る
。
各
々
、
財
布
か
ら
小
銭
を
取
り
出
し
、
第
一
一
小
隊
に
わ
た
す
。
美
し
い
連
係
プ
レ

イ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
人
の
井
戸
端
会
議
や
マ
マ
友
軍
団
の
お
し
ゃ
べ
り
が
、
子
ど
も
た
ち
が
走
り
回
り
床
か
ら
ホ
コ
リ
が

次
々
に
産
出
さ
れ
る
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
モ
ワ
モ
ワ
と
響
く
。

マ
マ
友
た
ち
の
向
こ
う
で
は
、
日
本
酒
の
一
升
瓶
を
ラ
ッ
パ
飲
み
す
る
赤
ら
顔
の
お
じ
さ
ん
が
、
別
の
お
じ
さ
ん
と
談

笑
し
て
い
る
。
よ
く
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
日
本
酒
で
は
な
い
。
緑
色
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
容
器
に
入
っ
た
料
理
酒
で
あ

第1部 食卓から考える「食と農のいま」 10 



を
星
し
て
い
る
。

の
匂
い
、

る
。
す
で
に
半
分
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
出
店
し
て
い
る
食
べ
も
の
は
い
っ
さ
い
な

い
。
話
し
相
手
も
レ
モ
ン
チ
ュ
ー
ハ
イ
の
ア
ル
ミ
缶
を
ぺ
ろ
ぺ
ろ
な
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
別
の
日
付
の
わ
た
し
の
メ

(5) 

モ
帳
に
は
、
同
じ
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
を
す
す
る
男
性
が
い
た
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
隣
接
す
る
食
料
品

売
り
場
に
は
電
子
レ
ン
ジ
や
お
湯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
簡
単
な
調
理
も
可
能
だ
。

こ
の
近
く
に
は
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
林
立
し
て
い
る
の
で
、
平

H
の
昼
は
社
員
食
堂
化
し
、

I
D
カ
ー
ド
を
首
に
ぶ
ら
下

げ
た
人
び
と
で
溢
れ
る
。
夕
飯
を
過
ぎ
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
外
国
か
ら
来
た
奥
様
た
ち
の
社
交
場
に
な
る
。
子
連
れ
も
多

い
。
水
を
湛
え
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
コ
ッ
プ
を
片
手
に
突
っ
伏
し
て
寝
て
い
る
老
人
も
い
る
。
休

H
は
戦
争
で
あ
る
。
家
族

が
―
一
時
半
ご
ろ
か
ら
殺
到
し
‘
―
二
時
に
は
満
貝
に
な
る
。

喧
嘩
す
る
夫
婦
の
怒
鳴
り
声
、
泣
き
わ
め
く
乳
児
、
小
型
ゲ
ー
ム
機
の
ボ
タ
ン
を
叩
く
音
、
注
文
し
た
品
が
完
成
し
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
受
信
機
の
ブ
ザ
ー
音
、
女
子
高
生
の
甲
高
い
笑
い
声
、
こ
れ
ら
複
数
の
音
が
響
き
渡
る
光
景
に
、
ド
ー

ナ
ッ
ツ
や
ポ
テ
ト
を
揚
げ
る
池
の
匂
い
、
た
こ
焼
き
の
ソ
ー
ス
の
匂
い
、
甘
辛
く
煮
た
肉
の
匂
い
、
消
毒
さ
れ
た
飲
料
水

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
匂
い
な
ど
が
加
わ
っ
て
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
ま
さ
し
く
現
代
社
会
の
曼
荼
羅
の
様
相
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誕
生
の
地
、

で
は
、

ア
メ
リ
カ

フ
ー
ド
コ
ー
ト
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
発
祥
の
地
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
雑
誌
『
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
セ
ン

タ
ー
ズ
・
ト
ゥ
デ
イ
』
に
よ
る
と
、
都
市
開
発
を
手
が
け
て
き
た
ロ
ー
ズ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
い
う
企
業
が
、

一
九
七
一
年

の
ア
メ
リ
カ
東
部
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
プ
リ
マ
ス
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
で
の
失
敗
の
あ
と
、

一
九
七
四
年
三
月
に
同
じ
く
東
部
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
あ
る
パ
ラ
マ
ス
・
パ
ー
ク
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
、

(
6
)
 

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
を
並
べ
て
成
功
し
た
の
が
起
源
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
コ
ー
ト
（
中
庭
）
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
合
間
に
野
外
で
休
憩
し
た
り
食
事
し
た
り
す
る
施
設
で
あ
っ
た
が
、

化
し
、
よ
り
美
味
し
く
、

は
屋
内
型
が
多
い
。

H
本
で
は
一
九
九

0
年
代
後
半
か
ら
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
一
角
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
は
じ
め
は
、
来
客
が
簡
単
な
食
事
を
と
る
場
所
で
「
地
味
で
雑
然
と
し
た
空
間
」
だ
っ
た
が
、
次
第
に
店
も
多
様

よ
り
清
潔
に
な
り
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
客
を
引
き
寄
せ
る
マ
グ
ネ
ッ
ト
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。

東
南
ア
ジ
ア
に
も
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
似
た
食
堂
施
設
が
あ
る
。
有
名
な
も
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
あ
る
ホ
ー
カ
ー
セ

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ホ
ー
カ
ー
セ
ン
タ
ー

フ
ー
ド
コ
ー
ト
と
は
何
か

い
ま
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っ
た
こ
と
が
、

写真 1 シンガポールのホーカーセンター

(2010年6月2217、喰者船影）

一
九
八
六
年
に

一
角
に
座
り
込
ん
だ
り
し
て
、

ン
タ
ー
で
あ
る
。
ホ
ー
カ
ー
と
は
、
も
と
も
と
は
梃
を
広
げ
た
漑
の
よ
う
に
、

総
菜
を
入
れ
た
天
秤
を
肩
に
か
け
、
そ
れ
を
売
る
行
商
人
た
ち
の
こ
と
を
指
し

(8) 

て
い
た
。
彼
ら
や
彼
女
ら
は
、
街
を
歩
い
た
り
、

ラ
ク
サ

（
コ
コ
ナ
ッ
ツ
ミ
ル
ク
ス
ー
プ
の
ラ
イ
ス
ヌ
ー
ド
ル
）
や
ホ
ッ
ケ
ミ
ー

（五

目
焼
き
そ
ば
）
と
い

っ
た
料
理
を
売
る
。
ホ
ー
カ
ー
が
集
ま
る
あ
る
通
り
は
、

夜
の
九
時
ま
で
は
貧
し
い
労
働
者
や
家
族
が
立
ち
寄
る
場
所
で
あ
っ
た
が
、
九

時
以
降
は
バ

ー
ガ
ー
ル
を
つ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
海
兵
た
ち
が
酒
を
飲
む
場
所
に

な
っ
た
。
高
温
多
湿
な
気
候
な
の
で
室
内
よ
り
野
外
で
食
べ
た
ほ
う
が
快
適
で

あ
る
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
化
で
大
載
の
男
性
労
働
者
を
必
要
と
し
た
た

め
、
隣
国
か
ら
来
た
労
働
者
た
ち
が
、
自
宅
で
は
な
く
外
で
食
べ
る
よ
う
に
な

ホ
ー
カ
ー
た
ち
の
増
え
た
主
な
理
由
で
あ
る
。
戦
後
の
慢
性
的
な
不
況
に
よ

っ
て
底
辺
労
働
で
あ
る
ホ
ー

カ
ー
が
さ
ら
に
急
増
し
、
街
は
い
た
る
と
こ
ろ
ホ
ー
カ
ー
で
い
つ
ば
い
に
な
る
。
ホ
ー
カ
ー
は
ゴ
ミ
を
路
上
や
排
水
路
に

捨
て
る
た
め
屋
外
の
衛
生
環
境
が
悪
く
な
り
、
露
天
の
屋
台
は
交
通
渋
滞
を
招
く
た
め
社
会
問
題
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

クウン

・クレンジング
・デパート
メ
ン

ト

ミ

ニ

ス

ト

リ

ー

・オプ
・ヘルス

イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時

代

は

都

市

消

掃

局

に

よ

っ
て、

一
九

五

九

年

の

自

治

権

獲

得

後

は

保

健

省

に

よ

っ
て
法
的
に
噛
業
方
法
を
管
理
す
る
政
策
が
と
ら
れ
た
が
状
況
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
だ
が
、

一
九

六
五
年
八
月
の
マ

レ
ー
シ
ア
連
邦
か
ら
の
独
立
後
、
リ
ー
・

ク
ア
ン
ユ

ー
の
開
発
独
裁
の
な
か
で
、
市
内
に
複
数
設
置
さ

れ
た
ホ
ー
カ
ー
セ

ン
タ
ー
に
す
べ
て
の
ホ
ー
カ
ー
を
強
制
的
に
ま
と
め
る
政
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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一
万
五

0
0
0
人
に
も
及
ぶ
す
べ
て
の
ホ
ー
カ
ー
の
再
配
置
を
完
了
さ
せ
、
海
外
資
本
を
誘
致
す
る
輸
出
志
向
型
の

国
家
に
必
要
不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ
と
公
衆
衛
生
を
整
え
た
。
こ
う
し
て
「
世
界
一
清
潔
な
国
」
と
称
さ
れ
る
国
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ホ
ー
カ
ー
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
て
み
た
。
巨
大
な
屋
根
が
太
陽
の
光
と
雨
を
防
ぐ
。
通
常
の
店
で
は
酒
税
が
高
い
た

め
高
価
な
ビ
ー
ル
も
こ
こ
で
は
幾
分
安
い
。
タ
イ
ガ
ー
ビ
ー
ル
と
ラ
ク
サ
を
注
文
す
る
。
日
本
円
で
五

0
0
円
程
度
。
中

華
料
理
や
寿
司
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
ジ
ュ
ー
ス
の
店
も
あ
る
。
作
業
服
の
労
働
者
か
ら
ス
ー
ツ
姿
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ま
で
大
に

ぎ
わ
い
だ
。
ま
た
、
国
立
博
物
館
の
近
く
に
は
ガ
ラ
ス
張
り
の
最
新
型
フ
ー
ド
コ
ー
ト
も
あ
り
、
二
四
時
間
営
業
で
プ
リ

ペ
イ
ド
カ
ー
ド
も
発
行
し
て
い
る
。
韓
国
、
イ
ン
ド
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
日
本
、
中
国
、
メ
キ
シ
コ
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
国
の
店
が
軒
を
連
ね
、
客
層
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
学
生
、
子
ど
も
な
ど
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
テ
ー
ブ
ル
も

自
由
に
動
か
せ
、
透
明
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
椅
子
は
清
潔
感
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
食
器
は
清
掃
ス
タ
ッ
フ
が
片
づ
け
て

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ホ
ー
カ
ー
セ
ン
タ
ー
で
、
強
権
的
に
空
間
を
再
配
置
し
て
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
社
会
問
題
を
解
決
し

よ
う
と
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
開
発
主
義
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

開
発
者
の
フ
ー
ド
コ
ー
ト
観

で
は
、
民
間
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
不
動
産
業
者
や
そ
の
企
画
者
の
側
の
と
ら
え

方
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
日
本
の
外
食
産
業
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
業
界
誌
か
ら
情
報
を
集
め
て
み
た
。

く
れ
る
。

ょ、
,
1
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基
本
的
に
は
、

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
低
迷
す
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
業
界
の
な
か
で
元
気
の
良
い
優
等
生
で
あ
る
、
と

い
う
意
識
を
ど
の
開
発
者
も
も
っ
て
い
る
。
開
発
者
側
の
意
図
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
食
の
嗜
好
お

よ
び
食
の
形
態
の
多
様
化
へ
の
対
応
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
は
な
い
敷
居
の
低
さ
、
そ
し
て
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
ヘ
の

集
客
装
置
で
あ
る
。

あ
る
商
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
個
食
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
家
族
で
あ
り
な
が
ら
食

事
時
間
も
バ
ラ
バ
ラ
、
食
べ
た
い
も
の
も
バ
ラ
バ
ラ
な
時
代
。
ひ
と
昔
前
は
、
食
は
家
族
が
一
堂
に
会
し
て
同
じ
卓
を
囲

む
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
も
の
で
す
が
、
近
頃
は
そ
の
家
族
体
験
そ
の
も
の
が
希
薄
な
子
供
ま
で
出
現
す
る
時
代
に
な
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
外
食
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
に
、
家
族
で
、
友
達
で
、
と
い
う
語
ら
い
の
時
間
を
持
と
う
と
す

る
わ
け
な
の
で
す
が
、
食
の
好
み
は
バ
ラ
バ
ラ
で
も
利
用
で
き
る
食
の
場
は
？
と
い
う
時
代
ニ
ー
ズ
に
ピ
ッ
タ
リ
の
レ

ス
ト
ラ
ン
形
態
が
；
フ
ー
ド
コ
ー
ト
ク
で
あ
り
、
個
食
（
個
人
の
好
み
の
食
）
で
衆
食
（
親
し
い
人
の
語
ら
い
の
場
）
を
実
現

で
き
る
の
が
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
支
持
力
の
強
さ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
。

ま
た
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
開
発
を
手
が
け
て
い
る
大
手
不
動
産
会
社
の
幹
部
は
、
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
場
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
店
で
も
な
い
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス

で
も
な
い
。
多
分
、
お
客
さ
ま
に
と
っ
て
敷
居
が
と
て
も
低
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
と
、

何
か
注
文
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
し
、
列
が
で
き
る
と
席
に
座
っ
て
い
て
も
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
極
端
な
話

し
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
は
何
も
注
文
し
な
く
て
も
、
ま
た
自
分
は
何
か
食
べ
て
い
て
も
、
連
れ
の
人
は
水
だ
け
だ
と
か
。

お
ま
け
に
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
は
各
世
代
の
い
ろ
い
ろ
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
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自
由
と
平
等
の
フ
ー
ド
コ
ー
ト

と
こ
ろ
で
、
客
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、

自
由
、
水
を
無
限
に
飲
む
自
由
、
手
を
洗
う
自
由
、
商
品
選
択
の
自
由
、

る。

四

財
布
で
投
票
す
る
公
共
空
間

テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
自
由
、
子
連
れ
の

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
自
由
な
空
間
で
あ
る
。
お
し
ゃ
べ
り
の

非
常
に
微
妙
な
位
置
づ
け
の
場
所
だ
と
思
い
ま
す
」
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
お
客
様
を
お
出

(10) 

迎
え
し
、
客
導
線
の
起
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
駅
ビ
ル
や
郊
外
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
開
発
し
た

不
動
産
業
者
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
の
「
客
の
滞
留
時
間
の
ア
ッ
プ
に
よ
る
、
他
の
物
販
店
で
の
買
上
率
向
上

に
は
欠
か
せ
な
い
正
装
憤
こ
だ
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
企
画
者
側
の
意
図
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
典
味
深
い
の
は
、
「
個
食
」
と
「
衆
食
」
の
同
時
実
現
、
と
い

う
見
方
で
あ
る
。
こ
の
商
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
、
家
族
と
い
う
共
同
体
に
す
で
に
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に

し
た
う
え
で
、
家
族
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
よ
う
な
場
所
に
な
る
だ
ろ

う
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
バ
ラ
バ
ラ
」
な
価
値
観
、
「
バ
ラ
バ
ラ
」
な
生
活
が
、
と
に
か
く
集
合
す
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
ど
敷
居
の
低
い
「
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
文
脈
は
い
ら
な
い
。
フ
ー
ド
コ
ー
ト
が
、
き
わ
め
て

現
代
的
な
食
事
の
形
態
で
あ
る
の
は
、
「
集
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
以
外
は
何
も
必
要
と
し
な
い
場
所
だ
か
ら
で
あ
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る。 自
由
、
睡
眠
の
自
由
、
食
卓
に
参
考
書
を
広
げ
る
自
由
。
タ
バ
コ
、
宿
泊
、
ペ
ッ
ト
連
れ
込
み
以
外
は
、
ほ
ぽ
す
べ
て
が

可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
都
市
の
食
空
間
の
な
か
に
は
こ
れ
ら
を
禁
止
す
る
施
設
が
多
い
。
子
連
れ
禁
止
の
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
、
お
し
ゃ
べ
り
禁
止
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
、
メ
ニ
ュ
ー
が
表
に
出
て
い
な
い
料
亭
、
水
が
有
料
な
カ
フ
ェ
、
ベ
ビ
ー
カ
ー

が
入
れ
な
い
喫
茶
店
。
こ
れ
ら
の
コ
ー
ド
を
一
気
に
破
っ
て
く
れ
る
個
人
主
義
の
極
致
が
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
は
あ
る
。

食
器
を
返
す
と
い
う
最
低
限
の
ル
ー
ル
さ
え
守
れ
ば
、
食
卓
マ
ナ
ー
を
守
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

さ
ら
に
、

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
主
婦
た
ち
ゃ
主
夫
た
ち
ゃ
一
人
暮
ら
し
の
学
生
な
ど
を
、
日
々
の
献
立
の
決
定
、
食
品

の
購
人
、
保
存
、
調
理
、
さ
ら
に
は
食
器
洗
い
か
ら
解
放
す
る
。
各
店
舗
が
提
供
す
る
食
べ
も
の
は
、
老
い
も
サ
右
き
も
、

男
も
女
も
そ
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
性
の
人
も
、
貧
し
い
人
も
富
め
る
人
も
、
何
十
種
類
の
食
べ
も
の
の
な
か
か
ら
、

―
つ
あ
る
い
は
複
数
の
組
み
合
わ
せ
を
し
、
一
定
の
金
銭
さ
え
払
え
ば
、
店
員
の
笑
顔
つ
き
で
購
入
し
、
す
ぐ
に
食
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
は
同
じ
品
質
で
あ
る
。
平
等
主
義
の
極
致
も
フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
は
存
在
す

は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
客
や
開
発
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
自
由
と
平
等
は
市
民
社
会
の
理

念
の
中
核
に
あ
る
。
実
は
、
ア
メ
リ
カ
で
最
初
に
フ
ー
ド
コ
ー
ト
を
生
み
出
し
た
ロ
ー
ズ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
そ
の
こ
と
を

自
覚
し
て
い
た
。
創
業
者
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
．

w
．
ロ
ー
ズ
の
側
近
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
創
業
者
は
コ
ミ
ュ
ニ

(12)

オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ス

テ
ィ
ー
・
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
た
か
っ
た
。
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
公
共
空
間
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
客

は
そ
の
財
布
で
投
票
す
る
」
の
だ
、
と
。
ロ
ー
ズ
は
福
祉
事
業
に
も
関
心
を
も
ち
、
退
職
後
は
慈
善
基
金
を
創
設
し
、
貧

民
救
済
事
業
や
子
ど
も
の
養
育
事
業
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
業
績
が
認
め
ら
れ
て
、
一
九
九
五
年
に
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は
当
時
の
大
統
領
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
か
ら
市
民
の
賞
と
し
て
最
高
の
賞
で
あ
る
「
自
由
の
大
統
領
メ
ダ
ル
」
を
授
与
さ

れ
て
い
る
。
市
民
に
開
か
れ
た
自
由
で
平
等
な
空
間
と
し
て
フ
ー
ド
コ
ー
ト
を
発
明
し
た
の
は
、
政
治
家
で
も
市
民
運
動

家
で
も
な
く
不
動
産
業
者
兼
慈
善
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
が
民
間
に
委
ね
ら
れ
る
時
代
の
到
来
を
意
味
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
「
食
べ
る
」
と
い
う
人
間
の
本
源
的
な
生
命
お
よ
び
社
会
行
為
ま
で
も
、
経
済
活
動
が
印
象
よ
く
円
滑
に
回

転
す
る
空
間
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
由
と
平
等
と
、
不
完
全
で
は
あ
る
が
セ
イ
フ
テ
ィ

(13) 

ネ
ッ
ト
ま
で
も
事
実
上
実
現
し
て
い
る
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
し
か
し
本
当
に
市
民
社
会
の
空
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
市
民
社
会
と
そ
れ
を
支
え
る
公
共
空
間
は
飲
食
と
と
も
に
あ
っ
た
。
カ
フ
ェ
や
サ
ロ
ン
は
、
知
識
人
た
ち
が

討
論
す
る
場
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
発
行
し
た
本
や
冊
子
を
通
じ
て
情
報
を
共
有
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
政
治
の
議
論
が
戦

わ
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
を
飲
み
な
が
ら
世
論
を
形
成
す
る
場
所
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
労

(14) 

働
者
の
公
共
空
間
も
存
在
し
た
。
居
酒
屋
で
あ
る
。
労
働
忌
避
者
の
逃
げ
場
で
あ
り
、
喧
嘩
の
温
床
で
あ
っ
た
居
酒
屋
は

都
市
に
も
農
村
に
も
あ
っ
た
。
労
働
者
た
ち
は
こ
の
居
酒
屋
に
集
ま
り
、
歌
を
う
た
い
、
踊
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

市
当
局
へ
の
不
満
を
ぶ
つ
け
あ
い
、
議
論
し
、
こ
こ
か
ら
街
へ
繰
り
出
し
、
暴
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
革
命
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
局
は
、
労
働
者
を
怠
け
さ
せ
な
い
た
め
に
、
あ
る
い
は
治
安
維
持
の
理
由
か
ら
居
酒
屋
の

営
業
時
間
を
制
限
し
た
。
労
働
者
の
党
を
自
称
し
た
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
ナ
チ
党
）
も
ま
た
、
飲
食
の
場

を
政
治
空
間
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
、
ホ
ー
フ
ブ
ロ
イ
ケ
ラ
ー
は
ナ
チ
党
の
誕
生
の
場

所
で
あ
っ
た
。
労
働
者
た
ち
が
日
々
鬱
憤
を
晴
ら
す
場
所
は
、
必
然
的
に
現
体
制
へ
の
不
満
の
は
け
口
と
な
り
、
そ
れ
を

吸
収
し
た
演
説
家
の
劇
場
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、
ビ
ー
ル
と
た
ば
こ
の
匂
い
が
立
ち
こ
め
る
労
働
者
の
政
治
空
間
か
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群
集
の
時
代
の
憩
い
の
場
所

ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
政
治
演
説
を
ぶ
つ
猛
者
は
い
な
い
。
新
聞
を
読
ん
だ
り
、
政
治
談
義

に
花
を
咲
か
せ
た
り
す
る
会
社
員
も
い
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
も
珍
し
い
。
自
由
と
平
等
に
満
ち
た
こ
の
空
間
に
は
し

か
し
、
政
治
が
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
長
居
を
す
る
客
は
少
な
い
。
不
動
産
業
者
の
思
惑
通
り
、
個
人
客
は
商
品
を

食
べ
る
と
す
ぐ
に
去
っ
て
い
く
。
と
な
り
の
席
の
人
間
の
顔
を
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
不
動
産
業
者
は
こ
の
よ
う
な
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
な
集
客
装
置
を
開
発
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
混
雑
し
て
い
な
け
れ
ば
長
居
は
基
本
的
に
自
由
な
の
で
、

都
市
社
会
に
疲
れ
た
人
び
と
の
貴
重
な
休
憩
所
に
も
な
っ
て
い
る
。
外
国
人
が
気
軽
に
集
ま
っ
た
り
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
集
団

が
く
つ
ろ
げ
た
り
す
る
数
少
な
い
場
所
で
あ
り
、
タ
オ
ル
一
枚
あ
れ
ば
そ
れ
を
枕
に
睡
眠
も
で
き
る
。
政
治
空
間
と
飲
食

空
間
の
分
離
と
後
者
の
膨
張
の
果
て
に
、
財
布
の
金
が
投
票
用
紙
11

市
民
社
会
の
入
場
券
に
な
り
、
か
く
し
て
フ
ー
ド
コ

ー
ト
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

「
ど
の
店
の
前
に
も
「
サ
ー
ビ
ス
セ
ッ
ト
」
や
「
今
週
の
お
薦
め
」
の
立
看
板
や
旗
が
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
生
暖
か
い
食

べ
物
の
に
お
い
が
満
ち
て
い
る
。
絶
え
ず
人
が
せ
わ
し
げ
に
行
き
来
し
て
い
る
感
じ
が
、
由
加
さ
ん
は
好
き
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
来
る
と
ほ
っ
と
す
る
。
だ
っ
て
み
ん
な
、
何
も
考
え
て
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
。
食
べ
物
っ
て
人
を
能
天
気
に

(15) 

す
る
ひ
と
つ
だ
よ
ね
。
食
べ
て
い
る
と
き
、
頭
の
中
は
空
っ
ぽ
。
そ
の
感
じ
が
好
き
な
の
と
由
加
さ
ん
は
言
っ
た
」

稲
菜
真
弓
の
短
編
小
説
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
会
い
ま
し
ょ
う
」
の
一
節
で
あ
る
。
精
神
安
定
剤
を
服
用
し
て
い
る
由
加
さ
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ん
は
、
夫
と
一
年
別
居
中
。
主
人
公
で
あ
る
帽
子
作
家
の
女
性
は
、
末
期
ガ
ン
に
冒
さ
れ
た
叔
母
が
住
む
郊
外
の
家
に
都

心
か
ら
引
っ
越
し
て
き
て
、
そ
こ
で
帽
子
を
つ
く
つ
て
い
る
。
そ
の
家
の
近
く
の
竹
林
で
偶
然
、
主
人
公
は
石
を
抱
え
て

し
や
が
み
込
ん
で
い
る
女
、
つ
ま
り
由
加
さ
ん
を
み
つ
け
る
。
そ
の
後
、
産
婦
人
科
で
堕
胎
を
し
た
同
じ
女
と
再
会
、
そ

の
後
の
交
流
を
描
い
た
小
品
で
あ
る
。
由
加
さ
ん
は
、
「
杏
里
」
と
い
う
小
さ
な
人
形
を
い
つ
も
も
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に

も
軽
い
の
で
、
ビ
ー
玉
を
そ
の
人
形
の
腹
部
あ
た
り
に
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
指
で
転
が
す
の
が
癖
に
な
っ
て
い
る
。
子

宮
か
ら
出
て
き
た
小
さ
な
胎
児
も
、
自
分
の
分
身
で
あ
る
杏
里
も
、
そ
し
て
何
よ
り
由
加
さ
ん
自
身
が
重
石
を
抱
え
な
い

と
人
間
社
会
か
ら
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
由
加
さ
ん
が
ほ
っ
と
す
る
場
所
が
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
な

の
で
あ
る
。

つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
非
政
治
的
空
間
、
そ
し
て
均
質
な
空
間
で
あ
る
。
多
様
な
メ
ニ

ュ
ー
を
擁
し
、
融
通
の
利
く
営
業
時
間
の
「
レ
ス
ト
ラ
ン
」
が
パ
リ
で
誕
生
し
た
の
は
一
七
六
七
年
三
月
で
、
市
民
社
会

(16) 

の
成
熟
と
と
も
に
レ
ス
ト
ラ
ン
は
普
及
し
は
じ
め
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
呆
然
と
街
を
歩
き
、
感
動
な

く
モ
ノ
を
買
い
、
味
わ
う
こ
と
な
く
食
べ
も
の
を
胃
袋
に
入
れ
る
だ
け
の
群
衆
が
君
臨
す
る
時
代
を
象
徴
す
る
「
食
の
場

フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
世
界
と
出
会
う

な
ら
ば
、

か
。
そ
う
で
は
な
い
。

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
孤
立
し
た
人
間
や
家
族
の
、
つ
ま
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
の
集
合
体
に
す
ぎ
な
い
の

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
世
界
中
の
人
間
、
組
織
、
社
会
の
つ
な
が
り
の
末
端
に
位
置
す
る
。
フ
ー
ド

所
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
抽
象
的
で
、
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「
頭
を
空
っ
ぽ
」
に
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
の
だ
。

る
の
だ
。

コ
ー
ト
を
中
心
に
線
を
結
ん
で
い
く
と
、
そ
の
線
は
、
生
産
、
流
通
、
販
売
を
経
て
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
を
つ

な
げ
、
や
が
て
地
球
を
覆
う
。
う
ど
ん
店
の
う
ど
ん
粉
は
ア
メ
リ
カ
、
天
ぷ
ら
の
エ
ビ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
牛
丼
の
牛
肉

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ド
ー
ナ
ッ
ツ
の
植
物
性
池
は
コ
ー
ン
油
と
パ
ー
ム
油
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
ア
メ
リ
カ

や
ブ
ラ
ジ
ル
、
後
者
は
マ
レ
ー
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
で
あ
り
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
自
由
を
保
障
す
る
食
品

は
、
コ
メ
と
一
部
の
野
菜
を
の
ぞ
け
ば
ほ
ぼ
輸
人
品
で
あ
る
。
巨
大
な
農
業
機
械
が
動
き
廻
る
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
な
農
場

や
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
を
切
り
開
い
て
つ
く
ら
れ
た
エ
ビ
の
漁
場
や
、
熱
帯
雨
林
を
切
り
開
い
て
つ
く
ら
れ
た
ア
ブ
ラ
ヤ

(18) 

シ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
そ
こ
で
働
く
児
童
労
働
者
た
ち
か
ら
フ
ー
ド
コ
ー
ト
ま
で
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
。

世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
食
品
だ
け
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
接
客
に
は
外
国
人
労
働
者
も

雇
わ
れ
て
い
る
。
中
国
、
イ
ン
ド
を
は
じ
め
東
南
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
来
た
労
働
者
や
留
学
生
が
、
た
こ
焼
き
を
つ
く
り
、

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
売
り
、
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
を
揚
げ
る
。
彼
ら
や
彼
女
た
ち
は
、
接
客
用
の
日
本
語
を
話
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
客
の
言
語
能
力
は
問
わ
れ
な
い
。
フ
ー
ド
コ
ー
ト
の
通
常
の
客
単
価
は
七

0
0
円
弱

で
あ
る
が
、
と
い
う
こ
と
は
、
入
場
料
七

0
0
円
で
自
由
と
平
等
を
享
受
し
た
う
え
で
、
惟
界
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き

フ
ラ
ッ
ト
な
非
政
治
的
空
間
の
な
か
で
、
客
は
、
世
界
の
無
限
の
欲
望
に
向
け
て
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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“~ 
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
読
苔
会
を

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、

し
て
い
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

フ
ー
ド
コ
ー
ト
に
は
現
在
の
み
な
ら
ず
過
去
か
ら
延
々
と
続
く
食
の
問
題
が
濃
縮
し
て
存
在

フ
ー
ド
コ
ー
ト
ほ
ど
食
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
。
「
食

べ
る
」
こ
と
の
意
味
を
広
く
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
。

最
後
に
、
読
者
に
提
案
し
た
い
。
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
読
書
会
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
料
理
酒
を
飲
む
お
じ

さ
ん
か
ら
サ
リ
ー
姿
の
奥
様
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど
開
放
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
討
論
も
世
論
も
生
ま
れ
な
い
空
間
に
、

あ
え
て
議
論
を
持
ち
込
む
。
文
化
産
業
に
よ
っ
て
文
化
が
グ
ロ
テ
ス
ク
に
均
質
化
さ
れ
続
け
る
こ
の
世
界
の
、
均
質
な
照

明
と
均
質
な
机
と
均
質
な
椅
子
に
囲
ま
れ
た
均
質
な
空
間
の
、
世
界
中
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
網
の

H
の
結
節
点
で
、
無

料
の
水
を
な
め
な
が
ら
た
こ
焼
き
で
も
ほ
お
ば
り
、
友
人
た
ち
と
食
と
は
何
か
に
つ
い
て
討
論
す
る
な
ん
て
、
な
か
な
か

粋
だ
と
思
う
の
だ
が
。

(
1
)

エ
ド
ワ
ー
ド

・
O
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
『
創
造
1

生
物
多
様
性
を
守
る
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
』
岸
由
一
一
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二

0
1
0
年。

昆
虫
学
者
で
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
で
あ
る
彼
は
、
精
神
障
害
者
は
抽
象
画
よ
り
も
美
し
い
自
然
を
描
い
た
絵
画
を
好
む
と
し
つ
つ
、
前
衛
芸
術
家

の
目
的
も
ま
た
心
の
平
静
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
前
衛
芸
術
と
は
、
い
つ
も
あ
る
日
常
の
風
景
に
安
住

す
る
心
を
掻
き
乱
し
、
そ
の
不
安
か
ら
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
見
慣
れ
な
い
風
景
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
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(
2
)

篠
原
孝
『
[
新
版
]
農
的
小
日
本
主
義
の
勧
め
』
柏
書
房
ヽ
了
九
八
七
年
o

石
橋
湛
山
の
思
想
を
手
が
か
り
に
ヽ
戦
前
の
日
本
に
お
け
る

軍
事
的
な
も
の
や
大
き
い
も
の
の
か
わ
り
に
、
農
的
な
る
も
の
や
小
さ
い
も
の
を
対
置
さ
せ
た
こ
の
論
考
は
興
味
深
い
が
、
そ
れ
だ
け
に

「
農
耕
定
着
民
族
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
ジ
プ
シ
ー
ヘ
」
(
-
九
三
頁
）
と
い
う
表
現
は
安
易
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

(
3
)

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
念
列
車
の
食
堂
車
に
関
す
る
考
察
は
、
加
藤
秀
俊
が
『
食
の
社
会
学
』
文
藝
春
秋
、
一
九
七

八
年
で
試
み
て
い
る
。

(
4
)
以
ド
の
記
述
は
、
一
•
0
1
0
年
四
月
一

O
H

（
上
）
一
ヒ
時
一
0
分
ご
ろ
の
様
子
で
あ
る
。

(
5
)
'
I
O
 I
 0年
七
月
四

H
午
前
九
時
三

0
分
ご
ろ
の
様

f
で
あ
る
。

(
6
)
"
R
o
u
s
e
 Left 
M
a
r
k
 o
n
 All 
Malls. 
N

。こ
ust
H
i
s
 Own,'•Shopping 

C
e
n
t
e
r
s
 
T
o
d
a
y
,
 M
a
y
 2
0
0
4
.
 

(
7
)

大
輪
烈
「
集
客
の
柱
に
フ
ー
ド
コ
ー
ト
」
「
V
e
n
t
u
r
e
L
i
n
k
"
N
e
w
 B
u
s
i
n
e
s
s
 C
r
e
a
t
o
r
』
一
五
巻
一
八
号
、
二

0
0
一
年
、
二
八
頁
。

(
8
)

以
ド
、
ホ
ー
カ
ー
セ
ン
タ
ー
に
関
し
て
は
、
大
塚
一
哉
ほ
か
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
ホ
ー
カ
ー
（
行
商
人
）
に
対
す
る
政
策
の
変

遷
に
関
す
る
研
究
」
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』
二

0
0
七
年
八
月
、
大
塚
一
哉
・
木
下
光
・
丸
茂
弘
幸
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

お
け
る
ホ
ー
カ
ー
セ
ン
タ
ー
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
研
究
」
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
七
三
巻
六
二
七
号
、
―

1
0
0
八
年
を
参
考

に
し
た
。

(
9
)

島
村
芙
由
紀
「
個
食
と
衆
食
の
コ
ラ
ポ
を
実
現
す
る
；
フ
ー
ド
コ
ー
ト
ク
と
い
う
旬
な
食
業
態
」
『
月
刊
不
動
産
フ
ォ
ー
ラ
ム
ニ
―
]
・
小

動
産
流
通
近
代
化
セ
ン
タ
ー
編
、
二

0
六
巻
、
一

1
0
0
七
年
、
二
九
＇
三
一
頁
。

(10)

若
林
瑞
穂
「

S
C
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
表
現
す
る
場
と
な
っ
た
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
」
」
『
S
C
J
a
p
a
n
 t
o
d
a
y
』
日
本
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
協
会
、
二

0
0
四
年
、
一
四
頁
。

(11)

早
乙
女
和
穂
「

S
C
に
お
け
る
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
テ
ナ
ン
ト
」
の
必
要
性
」
「
F
R
A
N
J
A
』
六
号
、
二

0
0
一
年
、
五
四
頁
。

(12)

と
く
に
野
外
で
、
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
並
べ
、
安
価
な
食
事
を
購
人
し
、
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
簡
易
食
事
ス
ペ
ー
ス
の
こ
と
。

(13)

以
下
の
議
論
は
、
篠
原
雅
武
『
公
共
空
間
の
政
治
理
論
』
人
文
書
院
、
二

0
0
七
年
を
参
照
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、
均
質
化
す
る
空
間
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（
本
章
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
も
そ
の
一
例
で
あ
る
）
に
抗
う
公
共
空
間
の
あ
り
方
が
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

と
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
議
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
。

(14)

喜
安
朗
『
パ
リ
の
聖
月
曜

H
ー
一
九
世
紀
都
市
騒
乱
の
舞
台
裏
』
岩
波
書
店
、
二

0
0
八
年
。
下
田
淳
『
ド
イ
ツ
の
民
衆
文
化
I

祭
り
・
巡
礼
・
居
酒
屋
』
昭
和
堂
、
二

0
0
九
年
。

(15)

稲
莱
真
弓
「
フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
会
い
ま
し
ょ
う
」
『
群
像
』
六
一
巻
一

0
号
、
―

1
0
0
六
年
。
同
『
砂
の
肖
像
』
講
談
社
、
―

1
0
0
七
年

に
所
収
。

(16)

も
と
も
と
「
レ
ス
ト
ラ
ン
」
と
は
、
滋
蓑
に
満
ち
た
コ
ン
ソ
メ
ス
ー
プ
の
こ
と
。
「
元
気
を
復
活
さ
せ
る
r
e
s
t
a
u
r
e
r
」
と
同
源
の
言
莱

で
あ
る
。
こ
れ
を
売
り
出
し
た
店
が
レ
ス
ト
ラ
ン
の
は
じ
ま
り
。
こ
れ
が
普
通
名
詞
化
し
、
現
在
の
用
法
と
な
る
。
レ
ベ
ッ
カ
・

J
・
ス
パ

ン
グ
『
レ
ス
ト
ラ
ン
の
誕
生
ー
|
パ
リ
と
現
代
グ
ル
メ
文
化
』
小
林
正
巳
訳
、
青
土
社
、
二

0
0
一
年
を
参
照
。

(17)

「
東
京
で
エ
ビ
を
食
べ
る
こ
と
が
、
三

0
0
0
キ
ロ
近
く
離
れ
た
海
の
色
と
海
底
の
地
形
に
直
結
し
て
い
る
」
。
エ
ビ
の
ト
ロ
ー
ル
船
の

往
来
が
激
し
く
海
底
が
ツ
ル
ツ
ル
に
な
っ
た
ア
ラ
フ
ラ
海
で
村
井
吉
敬
が
抱
い
た
感
想
に
注
目
（
村
井
吉
敬
「
エ
ビ
と
日
本
人
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
）
。

(18)

岡
本
幸
江
（
編
）
『
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
の
影
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
』
日
本
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

N
G
o
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
二

0
0
1
―
年
。
「
植
物
性
」
を
う
た
う
洗
剤
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
コ

ー
ヒ
ー
用
ク
リ
ー
ム
、
化
粧
品
な
ど
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
ま
わ
り
に
は
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
原
料
の
商
品
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
生
産

の
現
場
で
、
ど
れ
ほ
ど
危
険
な
農
薬
が
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
教
え
て
く
れ
る
。
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あ
る
日
の
こ
と
、
新
幹
線
の
ホ
ー
ム
に
あ
る
キ
オ
ス
ク
で
若
い
男
性
が
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
手
に
取
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ

し
た
。
飲
み
物
は
き
っ
と
コ
ー
ヒ
ー
か
ジ
ュ
ー
ス
で
も
買
う
の
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
見
る
と
は
な
し
に
眺
め
て
い
た
ら
、

な
ん
と
こ
の
男
性
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り
の
緑
茶
（
以
下
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
す
る
）
を
購
人
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
で

は
そ
れ
は
当
た
り
前
の
光
景
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
に
は
新
鮮
な
驚
き
だ
っ
た
。
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
ど
う
み
て
も
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
少
し
注
意
し
て
み
る
と
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
で
パ
ン
を
「
流
し
込
ん
で
」
い
る
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
パ
ン
に
は
コ
ー
ヒ
ー
か
紅
茶
、

あ
る
い
は
ジ
ュ
ー
ス
と
組
み
合
わ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
も
は
や
古
い
固
定
観
念
な
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
新
幹
線
ホ

2 ． 

清
涼
飲
料
と
し
て
伸
び
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
か
ら
み
え
る
但
界

池

上

甲

25 



ま
し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

ー
ム
の
光
景
は
、
パ
ン
の
よ
う
な
「
洋
食
」
の
戦
界
で
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
コ
ー
ヒ
ー
や
果
実
飲
料
に
と
っ
て
か
わ
る

ほ
ど
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
本
の
茶
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
望

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
隆
盛
の
か
げ
で
何
が
進
展
し
て
い
る
の
か
を
、
こ
の
章
で
は
考
え
て

み
た
い
。

意
外
な
こ
と
に
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
は
清
涼
飲
料
に
区
分
さ
れ
る
。
清
涼
飲
料
の
種
類
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
大
き
く

は
炭
酸
飲
料
、
果
実
飲
料
、
コ
ー
ヒ
ー
飲
料
、
茶
系
飲
料
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
、
ス
ポ
ー
ッ
ド
リ
ン
ク
な
ど
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。
茶
系
飲
料
は
さ
ら
に
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
飲
料
、
紅
茶
飲
料
、
緑
茶
飲
料
な
ど
に
細
分
さ
れ
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
茶
は
こ
の
茶
系
飲
料
に
含
ま
れ
る
。

そ
こ
で
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
清
涼
飲
料
水
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ま

(
2
)
 

ず
は
清
涼
飲
料
水
の
小
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
っ
と
も
早
く
に
市
販
さ
れ
た
清
涼
飲
料
水
は
ラ
ム
ネ
（
レ
モ
ネ
ー
ド
）
で
、

五
（
慶
応
元
）
年
に
長
崎
で
「
レ
モ
ン
水
」
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
。
一
八
八
七
（
明
治
二

0
)
年
に
は
懐
か
し
い
玉
入
り

の
瓶
ラ
ム
ネ
が
販
売
を
開
始
し
た
。
―

1
0
世
紀
に
近
づ
く
と
、
一
九

0
0
(
明
治
三
一
―
-
）
年
に
「
清
涼
飲
料
水
営
業
取
締
規

則
」
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
サ
イ
ダ
ー
や
ジ
ン
ジ
ャ
エ
ー
ル
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
消
涼
飲
料
水
が
登
場

し
て
、
早
く
も
清
涼
飲
料
水
が
生
活
に
人
っ
て
き
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
五
一
年
に
は
朝

H
麦
酒
が
バ
ャ
リ
ー
ス
オ
レ
ン
ジ
を
発
売
し
は
じ
め
た
。
果
実
飲
料
の
は

じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
粉
末
ジ
ュ
ー
ス
も
商
品
化
さ
れ
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
の
段
階
に
入
っ
た
一
九
五

一
八
六
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図 1 清涼飲料の類別生産量

全国消涼飲料工菜会 「消涼飲料l関係統計賓料J2005年、 2010年から作成。

0
年
代
後
半
以
降
、
外
国
産
飲
料
や
飲
料
原
料
の
段
階
的
な
輸
入
自
由
化

と
あ
わ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
飲
料
や
関
連
機
器
の
開
発
が
進
ん
で
く
る
。
五

五
年
に
は
、
明
治
製
菓
か
ら
日
本
で
最
初
の
缶
入
り
飲
料
が
売
り
出
さ
れ

た
し
、
五
七
年
に
は
東
京
飲
料
が
コ
カ
コ
ー
ラ
の
販
売
を
は
じ
め
た
。
い

ま
で
は
炭
酸
系
清
涼
飲
料
の
代
表
格
と
し
て
す

っ
か
り
定
着
し
て
い
る
コ

カ
コ

ー
ラ
で
あ
る
が
、

当
初
は
原
液
の
輸
入
反
対
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

完
全
自
由
化

（六

一
年）

ま
で
数
年
を
要
し
た
こ
と
も
特
箪
し
て
お
く
べ

(3
)
 

き
か
も
し
れ
な
い
。
清
涼
飲
料
の
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
、
果
肉
飲
料
ネ

ク
タ
ー

（
六
一
年
、
明
治
製
菓
）、
ド
リ
ン
ク
剤
・
オ
ロ
ナ
ミ
ン

C
（
六
五

年
、
大
塚
製
薬
）、
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
・
ポ
カ
リ
ス
エ

ッ
ト

（八
0
年、

大
塚
製
薬
）
な
ど
を
経
て
、

八
0
年
代
に
な

っ
て
よ
う
や
く
茶
系
飲
料
が

あ
り
、
次
い
で
八
五
年
に
は
同
じ
く
伊
藤
園
か
ら
缶
入
り
緑
茶
が
発
売
さ

れ
た
。
こ
の
段
階
で
、
現
在
の
よ
う
な
清
涼
飲
料
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
ほ

(4
)
 

ぽ
出
そ
ろ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

図
ー
に
、

二
0
0
0
年
以
降
の
清
涼
飲
料
の
類
別
生
産
量
の
推
移
を
ま

と
め
た
。
こ
の
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

類
別
の
伸
長
を
と
も
な
い
な
が

加
わ
っ
た
。
口
火
を
切

っ
た
の
は
伊
藤
園
の
ウ
ー
ロ
ン
茶

（八

一年）

で

27 2
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図2 茶系飲料の内訳別生産量の推移

全国消涼飲科工業会 「ift涼飲科関係統計柑科J2005年、 2010年から作成。

き
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
に
は
違
い
が
な
い
。

ら
も
、
清
涼
飲
料
水
の
合
計
生
産
量
は
二
0
0
0年
代
に
入

っ
て
も
伸
び

続
け
た
。
生
産
量
の
ピ

ー
ク
は
二
0
0
七
年
で
約

一
八
五

0
万
キ
ロ
リ

ッ

ト
ル
に
達
し
、
そ
の
後
微
減
に
転
じ
て

0
九
年
に
は

一
八
0
0
万
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
を
少
し
割
り
込
ん
だ
。
と
は
い
え
、

0
九
年
で
も

一
九
九

0
年
の

合
計
生
産
量
一
〇
八
0
万
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
強
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ

種
類
別
に
は
、
日
本
の
清
涼
飲
料
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
炭
酸
飲
料
と
コ

ー
ヒ
ー
飲
料
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
市
場
は
す
で
に
飽
和
し
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
果
実
飲
料
は
、

一
九
八

0
年
代
に
進
ん
だ
「
甘
さ
離

れ
」
の
影
響
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
低
迷
を
続
け
て
い
る
。

(5
)
 

一
方
で
、
「何
か
体
に
良
さ
そ
う
な
も
の
が
入

っ
て
い
る
」
ス
ポ
ー
ツ
ド

リ
ン
ク
、
あ
る
い
は
健
康
に
良
さ
そ
う
な
茶
系
飲
料
、
さ
ら
に
は
カ
ロ
リ

ー
が
ゼ
ロ
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
類
が
消
費
者
の
性
向
に
マ

ッ
チ
し
て

大
き
く
伸
び
て
き
た
。

い
ま
で
は
、
清
涼
飲
料
に
占
め
る
茶
系
飲
料
の
シ

ェ
ア
は
三
割
前
後
に
達
し
て
お
り
、
十
数
％
の
炭
酸
飲
料
や
コ

ー
ヒ
ー
飲

料
を
大
き
く
し
の
い
で
い
て
、
茶
系
飲
料
が
清
涼
飲
料
の
増
勢
を
支
え
て
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め
に
は
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
消
費
が
急
増
し
た
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
に
か
か
わ
る
多
様
な
主
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
に
は
、

商
品
開
発
・
販
売
・
梢
費
か
ら
み
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
特
性

図
2
は
、
そ
の
よ
う
な
増
勢
の
著
し
い
茶
系
飲
料
に
つ
い
て
そ
の
内
訳
別
の
生
産
量
を
示
し
て
い
る
。
茶
系
飲
料
は
、

ウ
ー
ロ
ン
茶
、
紅
茶
、
緑
茶
、
ブ
レ
ン
ド
茶
な
ど
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
、
緑
茶
、
ブ
レ
ン
ド
茶
は

糖
分
無
添
加
の
無
糖
茶
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
茶
系
飲
料
が
清
涼
飲
料
の
な
か
で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
飲
料
の
大
ヒ
ッ
ト
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
九

0
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
日
本
コ
カ

コ
ー
ラ
に
よ
る
爽
健
美
茶
の
投
入
が
き
っ
か
け
で
、
八
三
年
に
販
売
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
ア
サ
ヒ
飲
料
の
十
六
茶
な
ど
の

ブ
レ
ン
ド
茶
に
対
す
る
需
要
が
急
増
す
る
。
さ
ら
に
―

1
0
0
0
年
代
に
入
る
と
、
次
の
節
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
新
し

い
タ
イ
プ
の
緑
茶
飲
料
が
開
発
さ
れ
て
、
緑
茶
飲
料
が
一
挙
に
市
場
の
主
役
に
躍
り
出
た
。
二

0
0
四
年
以
降
は
緑
茶
飲

料
の
茶
系
飲
料
に
占
め
る
割
合
は
四
割
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
は
短
期
間
の
う
ち
に
清
涼
飲
料
の
主
役
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、
大
き
な
発
展
を

経
験
し
て
き
た
。
だ
が
は
た
し
て
そ
れ
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
ペ
ッ
ト
茶
が
伸
び
る
こ
と
で
、

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ふ
つ
う
は
意
識
し
に
く
い
い
く
つ
か
の
つ
な
が
り

を
解
明
し
て
み
た
い
。

29 2. ペットボトルのお茶からみえる世界



原
料
の
茶
莱
や
荒
茶
の
生
産
者
よ
り
も
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
が
積
極
的
に
関
与
し
て
き
た
し
、
ま
た
市
場
の
拡
大
に
は
流
通

業
者
の
販
売
形
態
と
消
費
者
の
購
買
パ
タ
ー
ン
が
大
き
く
影
響
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
茶
の
開
発
、
販
売
形
態
、
消
費
者
の
嗜
好
に
絞
っ
て
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
急
増
の
理
由
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
茶
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
の
か
を
検
討
し
よ
う
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
開
発

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
生
ま
れ
る
前
、
日
本
茶
は
家
庭
や
飲
食
店
で
座
っ
て
飲
む
も
の
で
あ
り
、
外
出
し
て
飲
む
場
合
に

や

か

ん

は
水
筒
や
薬
缶
が
必
要
で
、
モ
バ
イ
ル
性
が
非
常
に
低
い
う
え
に
味
も
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
七

0
年
代
こ
ろ
ま

き
ゅ
う
す

(
6
)

で
は
、
旅
行
の
際
に
駅
弁
を
買
う
と
、
素
焼
き
の
小
さ
い
急
須
に
茶
葉
と
お
湯
を
注
い
で
も
ら
っ
て
飲
む
の
が
一
般
的
だ

っ
た
。
だ
か
ら
飲
み
き
ら
な
い
と
い
け
な
い
し
、
置
い
て
お
く
と
こ
ぼ
れ
や
す
く
、
冷
め
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
急
須
は
塩
ビ
製
に
な
り
、
茶
葉
は
パ
ッ
ク
人
り
の
粉
茶
に
変
わ
っ
た
が
、
利
便
性
の
改
善
に
は
ほ
ど
遠
く
、

か
え
っ
て
パ
ッ
ク
の
匂
い
が
日
本
茶
の
お
い
し
さ
を
損
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
を
生
ん
だ
。

そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
一
九
八
一
年
に
茶
業
が
本
職
の
伊
藤
園
が
缶
入
り
ウ
ー
ロ
ン
茶
を
発
売
し
、
そ
の
製
造
ノ

ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て
八
五
年
に
缶
人
り
の
緑
茶
飲
料
（
缶
煎
茶
）
が
誕
生
し
た
。
酸
化
を
防
ぐ
た
め
の
「
緑
茶
浸
出
液
の

長
期
品
質
保
持
技
術
を
確
立
し
」
、
「
従
来
型
の
日
本
茶
と
同
じ
香
味
を
引
き
出
す
」
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
八
二

年
に
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
飲
料
用
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
飲
み
切
り
で
は
な
く
て
も
再
度
キ
ャ
ッ
プ
を
し
て
保

存
で
き
る
可
能
性
も
増
大
し
た
。
実
際
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
や
伊
藤
園
は
一
九
九

0
年
ご
ろ
か
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
を
市
場
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み
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

に
投
入
し
は
じ
め
た
。
ま
た
九
六
年
に
は
飲
料
業
界
が
そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た
五

0
0
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
用
小
型
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
自
主
規
制
を
廃
止
し
た
の
で
、
こ
の
こ
と
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
市
場
を
拡
大
す
る
う
え
で
の
好
機
と
と
ら
え
ら

(
8
)
 

れ
た
。し

か
し
な
が
ら
、
初
期
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
は
殺
菌
の
た
め
に
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
方
式
と
呼
ば
れ
る
高
温
の
加
熱
殺
菌

方
式
で
生
産
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
緑
茶
を
一
四

0
度
の
高
温
に
―
―

1
0
秒
間
さ
ら
し
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
充
填
後
、
八

五
度
で
一
―

1
0
分
間
殺
菌
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
高
温
に
茶
葉
を
さ
ら
す
の
で
、
味
は
著
し
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
に
香
料
の
添
加
や
着
色
を
行
っ
た
り
、
殺
菌
効
果
の
古
回
い
茶
葉
を
選
定
し
た
り
し
て
い
た
よ
う
だ
。
殺
菌
効
果

(
9
)
 

の
高
い
茶
葉
は
カ
テ
キ
ン
の
含
有
量
が
多
い
の
で
、
渋
み
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
弱
点
を
も
つ
。

そ
こ
で
、
サ
ン
ト
リ
ー
は
一
九
九
七
年
に
無
菌
充
填
方
式
に
よ
る
「
の
ほ
ほ
ん
茶
」
を
開
発
し
、
翌
年
か
ら
も
続
け
ざ

ま
に
「
続
の
ほ
ほ
ん
茶
」
、
「
し
み
じ
み
緑
茶
」
、
「
和
茶
」
な
ど
を
発
売
し
た
。
―

1
0
0
0
年
に
は
キ
リ
ン
が
投
入
し
た

「
生
茶
」
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
で
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
生
産
が
一

0
0
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
て
、
市
場
が
本
格

的
に
展
開
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
サ
ン
ト
リ
ー
は
さ
ら
に
、
京
都
の
老
舗
茶
廂
で
あ
る
福
寿
園
と
の
提
携
に
よ
っ
て
、
ニ

0
0
四
年
か
ら
「
伊
右
衛
門
」
を
市
場
に
投
入
し
た
。
現
在
で
は
、
伊
右
衛
門
は
年
間
五

0
0
0
万
ケ
ー
ス
を
販
売
す
る

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
老
舗
の
茶
商
と
飲
料
メ
ー
カ
ー
が
共
同
開
発
す
る
方
式
は
、
宇
治
茶
を
代
表

す
る
老
舗
の
上
林
春
松
本
店
と
日
本
コ
カ
コ
ー
ラ
に
よ
る
「
綾
鷹
」
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
伊
右
衛
門
も
綾
鷹
も
、
茶

廂
の
も
っ
て
い
る
茶
葉
の
特
質
や
ブ
レ
ン
ド
に
関
す
る
知
識
、
あ
る
い
は
茶
葉
の
調
達
ル
ー
ト
が
活
用
で
き
る
こ
と
が
強
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し
か
し
、
伊
右
衛
門
や
綾
鷹
の
よ
う
に
、
消
費
者
受
け
を
す
る
商
品
コ
ン
セ
プ
ト
（
品
質
、
デ
ザ
イ
ン
、
名
称
な
ど
）
を

備
え
た
大
ヒ
ッ
ト
商
品
は
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
。
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
清
涼
飲
料
は
「
一

0
0
0
に
一
二
つ
」
（
新
商
品

1
0
0
0
の
う
ち
三
品
目
し
か
売
れ
な
い
と
い
う
意
味
）
の
世
界
で
あ
る
。
い
く
ら
商
品
コ
ン
セ
プ
ト
が
良
く
て
も
、
品
質
が

良
く
て
も
売
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
開
発
現
場
の
浮
き
沈
み
は
非
常
に
激
し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。
『
な
ぜ
、
伊
右

衛
門
は
売
れ
た
の
か
。
』
に
よ
る
と
、
大
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
た
開
発
チ
ー
ム
で
さ
え
、
二

0
0
一
年
に
発
売
さ
れ
た
「
熟

茶
」
（
プ
ー
ア
ー
ル
茶
ベ
ー
ス
）
で
は
大
失
敗
を
経
験
し
、
サ
ン
ト
リ
ー
の
社
内
で
酷
評
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
新
商
品
が
ど
れ
だ
け
消
費
者
の
目
に
触
れ
る
の
か
が
勝
負
の
分
か
れ
目
に
な
る
。
そ
こ
で
、

P
R
費
や
試
供
品
提
供
、

コ
ン
ビ
ニ
で
の
棚
ど
り
な
ど
に
多
額
の
販
売
促
進
費
が
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
製
品
の
価
格
に

た
こ
と
、
た
だ
し
、

は
ス
ー
パ
ー
か
小
売
店
（
茶
専
門
店
）

消
費
者
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
を
ど
こ
で
買
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
サ
ン
プ
ル
調
在
と
い
う
限
界
は
あ
る

が
、
い
ち
お
う
全
国
全
世
帯
の
継
時
的
な
変
化
の
わ
か
る
「
全
国
消
費
実
態
調
査
」
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
た
表
ー
を
み

よ
う
。
こ
の
表
に
は
参
考
の
た
め
に
、
緑
茶
（
リ
ー
フ
茶
）
も
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、
茶
類
の
支
出
は
こ
の

1
0
年
間
に
や
や
増
え
た
が
、
リ
ー
フ
茶
は
大
き
く
減
少
し
、
か
わ
っ
て
茶
飲
料
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
中
心
）
が
増
大
し

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
も
一

1
0
0
四
年
と

0
九
年
と
で
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
リ
ー
フ
茶

で
購
買
し
て
い
る
が
、
茶
飲
料
は
ス
ー
パ
ー
か
コ
ン
ビ
ニ
が
中
心
で
あ
る
こ
と
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
販
売

反
映
さ
れ
て
い
る
。
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表 1 緑茶と茶飲料の購入先別購入金額（円）

1999年 2004年 2009年

茶類緑茶茶飲料 茶類緑茶茶飲料 茶 類緑茶茶飲料

平均 818 480 176 910 398 375 859 344 372 

一般小売店 218 173 17 200 140 33 156 107 27 

スーパー 307 138 99 321 114 154 332 108 164 
CVストア 31 5 24 109 5 102 97 4 91 
百貨店 64 45 4 63 43 5 51 29 3 
生協・購買 58 32 10 48 20 16 49 19 18 
デイスカウント

20 5 8 45 12 24 48 11 28 
ストア

通信販売 58 44 1 56 43 2 60 44 3 
その他 62 37 13 67 22 39 62 20 36 

出所） 総務省「全国消費実態調在」。

コ
ン
ビ
ニ
で
の
茶
飲
料
購
入
は
一
九
九
九
年
か
ら
二

0
0
四
年
に
四
倍

以
上
へ
急
増
し
た
が
、

0
九
年
に
は
微
減
に
転
じ
た
こ
と
な
ど
が
読
み

取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
に
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
販
売
形
態
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
は
世
帯
消
費
（
個

人
を
含
む
）
が
中
心
で
、
業
務
用
需
要
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
だ

か
ら
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
販
売
形
態
で
な

い
と
需
要
の
伸
び
が
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
営
業
時
間
の
制

約
さ
れ
て
い
る
酒
屋
や
ス
ー
パ
ー
の
販
売
よ
り
も
二
四
時
間
対
応
の
コ

ン
ビ
ニ
の
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
。
ま
た
容
器
容
量
の
多
彩
化
も
、
消
費

ス
タ
イ
ル
の
変
化
と
対
応
し
て
い
る
。
重
量
の
あ
る
大
型
容
器
（
一
・
五

リ
ッ
ト
ル
、
ニ
リ
ッ
ト
ル
）
は
、
家
族
全
員
の
消
費
用
と
し
て
、
他
の
食

品
な
ど
と
も
ま
と
め
買
い
の
で
き
る
ス
ー
パ
ー
で
購
入
し
、
小
型
容
器

に
つ
い
て
は
携
帯
用
と
し
て
個
々
人
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
買
え
る
コ

ン
ビ
ニ
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
点
で
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
自
動
販
売
機
の
重
要
性
で
あ

る
。
日
本
は
、
外
国
と
比
べ
る
と
異
常
な
ほ
ど
に
自
動
販
売
機
が
普
及
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ば
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
い
う
関
係
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

し
て
い
る
。
ど
ん
な
農
村
部
や
山
間
部
で
も
、
道
路
わ
き
に
は
自
動
販
売
機
が
設
置
さ
れ
、
自
動
販
売
機
の
な
い
と
こ
ろ

を
探
す
ほ
う
が
難
し
い
く
ら
い
だ
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
割
合
新
し
い
。
日
本
で
は
、
一
九
五
六
年
に
国
産
初
の
カ
ッ

プ
式
噴
水
型
の
自
動
販
売
機
が
開
発
さ
れ
、
翌
年
か
ら
実
用
に
供
さ
れ
た
。
現
在
の
よ
う
な
自
動
販
売
機
は
、
一
九
六
二

年
に
コ
カ
コ
ー
ラ
・
ボ
ト
ラ
ー
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
当
時
の
容
器
は
瓶
入
り
が
一
般
的
で
、
缶
入
り
飲
料
が
導
人
さ

れ
る
の
は
六
五
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
茶
系
飲
料
の
先
駆
け
を
な
し
た
伊
藤
園
の
缶
入
り
ウ
ー
ロ
ン
茶
や
缶

入
り
緑
茶
も
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
一
一
年
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
が
飲
料
容
器
と
し
て
認
可
さ
れ
た
こ
と
も
自
動
販
売
機
へ
の
依
存
を
高
め
る
よ
う
に
作
用
し
た
。

そ
こ
で
、
容
器
別
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
生
産
量
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
、
表

2
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
二

0
0
0

年
段
階
で
は
ま
だ
缶
入
り
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
（
通
常
）
と
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
茶
の
生
産
量
は
全
体
の
五
割
強
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二

0
0
一
年
に
は
早
く
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
缶

の
三
倍
に
達
し
、

0
五
年
に
は
一
―

0
0
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
大
き
く
超
え
た
。

0
九
年
に
は
二

0
0
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を

割
り
込
ん
だ
が
、

0
三
年
か
ら
投
人
さ
れ
た
ホ
ッ
ト
対
応
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
を
あ
わ
せ
る
と
や
は
り
二

0
0
万
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
水
準
を
維
持
し
て
い
る
。
最
近
で
は
ア
ル
ミ
製
の
ボ
ト
ル
缶
が
登
場
し
た
り
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
瓶
が
復
活
し
た
り

す
る
な
ど
の
動
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
緑
茶
系
飲
料
の
九
割
強
を
占
め
て
お
り
、
緑
茶
系
飲
料
と
い
え
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表
2

容
器

種
類

別
の

緑
茶

系
飲

料
の

生
産

量
(kl)

2000 
2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

2006 
2007 

2008 
2009 

ア
ル
ミ

S
O
T
缶

7540 
59682 

133266 
115787 

53369 
24456 

33224 
43063 

27478 
21047 

ア
ル

ミ
ボ

ト
ル

缶
39189 

55565 
95600 

95043 
74684 

68056 
62327 

ス
テ

ィ
ー

ル
S
O
T
缶

358430 
325409 

216361 
135381 

148901 
117631 

67999 
49786 

49901 
38014 

ス
テ

ィ
ー

ル
ボ

ト
ル

缶
1421 

191 

゜
1239 

゜
91 

ワ
ン

ウ
ェ

イ
び

ん

゜
゜

32 

゜
，
 
381 

リ
タ

ー
ナ

ブ
ル

び
ん

33 
32 

゜
26 

29 
28 

P
E
T

〈
通
常
〉

585580 
969122 

1141379 
1314626 

1896255 
2187377 

2031901 
2071509 

2013405 
1907804 

P
E
T

〈
ホ
ッ
ト
〉

101536 
114726 

141251 
122975 

132613 
129770 

124415 

紙
58100 

66787 
76824 

74816 
93267 

78179 
83611 

87630 
67519 

81174 

そ
の

他
容

器
350 

6
 

3
 

゜
゜

゜
゜

゜
容

器
計

1010000 
1421000 

1567830 
1782230 

2363540 
2644717 

2434785 
2460550 

2356167 
2235281 

シ
ロ

ッ
プ

170 
770 

1460 
3283 

5215 
6450 

6433 
5919 

緑
茶

飲
料

合
計

1010000 
1421000 

1568000 
1783000 

2365000 
2648000 

2440000 
2467000 

2362600 
2241200 

出
所
）

全
国

清
涼

飲
料
t

業
会

『
清

涼
飲

料
関

係
統

計
資

料
』

2005
年、

2010
年

か
ら

作
成

c

砥羊心ぺぺ9,q埃谷S47-モ土('<c
、]

忠



ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
特
性

ご
く
最
近
ま
で
、
日
本
で
は
食
事
の
た
び
に
お
茶
を
飲
み
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
合
間
合
間
の
休
憩
に
も
お
茶
を
飲

む
こ
と
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
日
本
茶
は
暮
ら
し
の
な
か
に
根
づ
い
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
茶
と
は
煎
茶

だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
い
ま
で
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
そ
の
地
位
に
座
っ
て
い
る
。
現
代
消
費
者
の
嗜
好
を
う
ま
く

と
ら
え
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
一
般
に
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
に
抱
く
商
品
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
は
手
軽
に
飲
め
る
簡
便
性
、

た
く
さ
ん
飲
ん
で
も
安
く
す
む
価
格
設
定
、
す
っ
き
り
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
健
康
だ
と
感
じ
る
機
能
性
に
集
約
さ
れ
る

第
一
の
簡
便
性
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
最
大
の
特
徴
だ
ろ
う
。
リ
ー
フ
茶
で
あ
れ
ば
お
湯
を
沸
か
し
、
急
須
を
出
し
て

茶
葉
を
入
れ
、
湧
い
た
お
湯
を
少
し
冷
ま
し
て
か
ら
急
須
に
注
ぎ
、
そ
れ
か
ら
湯
呑
に
移
し
て
、
や
っ
と
飲
む
こ
と
が
で

き
る
。
飲
み
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
急
須
か
ら
茶
葉
を
出
し
、
湯
呑
と
一
緒
に
洗
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
準
備
か
ら
片
付
け

ま
で
入
れ
る
と
か
な
り
の
手
間
が
か
か
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
簡
単
で
、
飲
み
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
キ
ャ
ッ

プ
を
開
け
、
飲
み
終
わ
れ
ば
ま
た
キ
ャ
ッ
プ
を
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
手
軽
さ
は
、
何
と
い
っ
て
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
強

み
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
の
特
徴
で
あ
る
安
さ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
コ
ン
ビ
ニ
企
業
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ブ
ラ
ン
ド
に
は
、
国

産
の
茶
菓
を
利
用
し
て
い
な
が
ら
、
九
八
円
と
い
う
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
安
い
価
格
の
つ
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の

安
さ
は
、
な
ぜ
実
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
た
め
に
は
、
原
材
料
の
単
価
を
安
く
抑
え
る
か
、
生

産
量
を
増
や
し
て
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
出
す
必
要
が
あ
る
。
初
期
の
こ
ろ
に
は
原
材
料
コ
ス
ト
を
下
げ
る
た
め
に
、
中

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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国
産
の
輸
入
茶
葉
を
利
用
し
て
い
た
が
、
中
国
産
農
産
物
の
残
留
農
薬
問
題
を
き
っ
か
け
に
国
産
茶
菓
へ
の
回
帰
が
起
こ

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
安
く
供
給
で
き
て
い
る
秘
密
は
、
工
業
製
品
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る

0

E
M
生
産
（
相
手
先
プ
ラ
ン
ド
に
よ
る
生
産
）
に
あ
る
。
実
際
に
自
社
工
場
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
「
緑
茶
を
つ
く
っ
て
い
る

会
社
は
四
、
五
社
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
」
お
り
、

O
E
M
で
大
量
生
産
し
て
コ
ス
ト
を
大
幅
に
下
げ
た
緑
茶
を
「
各
飲

料
メ
ー
カ
ー
に
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
で
運
搬
し
、
ブ
レ
ン
ド
し
て
味
を
独
自
の
も
の
に
し
た
う
え
で
、
別
の
社
の
製
品
と
し

て
販
売
し
て
い
る
」
の
が
実
状
で
あ
る
。

最
後
に
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
は
機
能
性
を
付
け
加
え
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
二

0
0
三
年
に
は
特
定
保
健
用
食

品
と
し
て
の
緑
茶
飲
料
が
ヒ
ッ
ト
商
品
と
な
っ
た
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
カ
テ
キ
ン
緑
茶
や
ヘ
ル
シ
ア
緑
茶
な
ど
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
低
下
や
体
脂
肪
の
抑
制
な
ど
の
効
果
を
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

特
保
食
品
の
認
可
を
受
け
て
い
る
。
な
か
に
は
、
血
圧
の
抑
制
を
う
た
う
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
緑
茶
飲
料
は
、
低
価

格
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
は
違
っ
て
、
付
加
価
値
の
高
い
飲
料
と
し
て
高
価
格
帯
の
商
品
群
を
形
成
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
武
器
は
や
は
り
手
軽
さ
と
安
さ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
同
じ
く
茶
薬

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
て
も
、
リ
ー
フ
茶
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
は
根
本
的
に
性
格
が
異
な
る
と
み
る
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
次
の
節
で
は
リ
ー
フ
茶
の
動
向
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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リ
ー
フ
茶
の
種
類
と
加
工
・
流
通

茶
の
種
類
と
生
産
・
流
通
過
程

こ
こ
ま
で
日
本
茶
を
区
別
せ
ず
に
一
括
し
て
説
明
し
て
き
た
。
た
し
か
に
、
日
本
茶
は
チ
ャ
の
木
の
葉
を
発
酵
さ
せ
ず

に
つ
く
る
（
不
発
酵
茶
）
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
く
チ
ャ
の
木
の
葉
を
使
う
半
発
酵
茶
の
ウ
ー
ロ
ン
茶
や
発
酵
茶
の
紅
茶

(12) 

と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
茶
は
そ
の
製
造
方
法
に
よ
っ
て
性
質
が
異
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
に
分
け
ら

(
3
)
 

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
生
菓
を
蒸
し
て
つ
く
る
日
本
式
と
釜
で
炒
る
中
国
式
に
大
別
さ
れ
る
が
、
日
本
茶
の
大
半
は
蒸
し
製

で
あ
る
。
日
本
茶
の
な
か
で
釜
炒
製
は
匂
玉
の
よ
う
な
形
を
し
た
釜
炒
り
玉
緑
茶
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
日
本

の
各
地
に
は
い
わ
ゆ
る
山
茶
や
茶
に
類
似
の
木
の
葉
を
炒
っ
て
日
常
的
に
利
用
す
る
「
自
家
用
茶
」
が
た
く
さ
ん
存
在
し

(14) 

て
い
た
。

(15) 

蒸
す
と
い
う
製
法
は
世
界
的
に
例
が
な
く
、
「
日
本
で
の
み
行
わ
れ
て
い
る
方
法
」
で
あ
る
。
蒸
し
製
の
日
本
茶
に
は
、

煎
茶
、
玉
露
、
か
ぶ
せ
茶
、
番
茶
、
蒸
し
製
玉
緑
茶
、
硼
茶
と
い
う
よ
う
に
日
本
人
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
六
種
類
が
あ

る
。
そ
の
ほ
か
に
、
番
茶
や
煎
茶
を
再
加
工
し
た
ほ
う
じ
茶
や
玄
米
茶
も
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
玉
露
、
か
ぶ
せ
茶
、
硼
茶

は
、
う
ま
み
を
増
す
た
め
に
ヨ
シ
ズ
や
寒
冷
紗
と
い
う
被
覆
資
材
で
茶
園
全
体
を
覆
い
、
匝
射
日
光
を
避
け
る
栽
培
方
法

に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
高
級
茶
で
あ
る
。
京
都
の
宇
治
茶
の
産
地
に
行
く
と
、
ヨ
シ
ズ
や
黒
い
被
覆
資
材
で
覆
わ
れ
た
茶

園
が
広
が
っ
て
い
る
。
雁
茶
は
蒸
し
た
葉
を
揉
ま
ず
に
そ
の
ま
ま
乾
燥
し
た
も
の
で
、
石
臼
で
挽
い
て
粉
末
状
の
抹
茶
に
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加
工
す
る
。

硯
茶
以
外
の
蒸
し
茶
は
す
べ
て
業
を
揉
む
と
い
う
作
業
が
追
加
さ
れ
る
。
蒸
し
か
ら
揉
み
、
乾
燥
ま
で
の
工
程
は
何
段

階
に
も
及
ぶ
、
き
わ
め
て
労
働
集
約
的
な
作
業
で
あ
る
。
大
正
期
に
な
っ
て
機
械
揉
み
が
普
及
し
は
じ
め
、
現
在
で
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
さ
れ
た
製
茶
機
械
に
移
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
手
揉
み
に
よ
る
微
妙
な
風
味
と
職
人
的
な
勘
所
に

こ
だ
わ
る
茶
商
も
存
在
し
て
い
る
。

煎
茶
は
も
っ
と
も
一
般
的
な
日
本
茶
で
、

H
常
的
に
飲
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
煎
茶
は
蒸
し
時
間
が
標
準
的
な
普

通
煎
茶
と
、
そ
れ
よ
り
も
二
＼
一
二
倍
ほ
ど
長
い
時
間
を
か
け
る
深
蒸
し
煎
茶
に
分
け
ら
れ
る
。
深
蒸
し
煎
茶
の
開
発
は
比

ま

き

は

ら

(16)

較
的
新
し
く
、
一
九
七
七
年
に
静
岡
県
の
牧
の
原
台
地
周
辺
で
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
深
蒸
し
を
す
る
と
、
渋

み
の
強
い
茶
葉
で
も
そ
の
え
ぐ
み
を
抑
え
、
甘
味
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
香
り
が
弱
く
な
る
と
同
時
に
、
「
新

(17) 

鮮
な
爽
快
感
は
少
な
く
な
」
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
え
、
長
時
間
蒸
す
と
、
茶
葉
が
も
ろ
く
な
っ
て
細
か
く
な
っ
て
し
ま

い
、
粉
っ
ぽ
く
な
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
機
械
化
が
可
能
で
生
産
性
の
高
い
平
場
の
茶
園
が
そ
の
よ
う
な

渋
み
の
強
い
茶
葉
を
た
く
さ
ん
生
産
す
る
の
で
、
こ
れ
に
適
合
す
る
深
蒸
し
が
主
流
の
地
位
に
昇
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

茶
本
来
の
香
り
と
甘
み
に
欠
け
る
茶
葉
を
生
産
し
て
も
、
火
入
れ
に
よ
っ
て
香
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
深
蒸
し
に
よ
っ

て
甘
み
を
増
せ
ば
立
派
な
煎
茶
と
し
て
通
用
す
る
の
だ
。

商
品
と
し
て
の
茶
の
生
産
は
、
以
上
の
よ
う
に
種
類
が
多
様
で
あ
る
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
複
雑
で
あ
る
し
、

ま
た
専
門
的
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
商
品
と
し
て
の
茶
は
茶
菓
の
産
地
や
品
種
を
組
み
合
わ
せ
て
、
独
特

の
味
や
色
合
い
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
ン
ド
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
茶
の
格
付
け
や
品
質
に
大
き
く
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仕上げ茶流通

生
葉
生
産
農
家

自園自製

買茶

共同工場

茶農協

総合農協

会社

茶小売店

スーパー

コンピニ

デパート

生協

通販直販

消

費

者

図3 日本茶の流通構造

1.11所） NPO法人日本茶イ ンストラクター協会企画 ・編集、H本茶検

定委員会監修 「II本茶のすぺてがわかる本J(R本茶検定公式テキ

スト ）店文協、 2008年、 109j'~ をもとに、 一部改編。

か
か
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
製
茶
機
械
も
古
向
度
化
し
て
い
る
し
、

茶
の
品
質
を
評
価

・
検
査
す
る
機
械
シ
ス
テ
ム
も
複
雑
に
な
っ
て
い

る
。そ

う
す
る
と
、
茶
業
を
生
産
す
る
農
家
や
小
規
模
な
農
協
が
こ
う

し
た
最
終
商
品
と
し
て
の
茶
の
製
造
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
。
こ
の
た
め
に
、
図

3
の
よ
う
に
、
茶
の
加
工
段
階
に
応
じ

た
多
段
階
の
流
通
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

一
番
加
工
度
の

低
い
段
階
で
は
、
山
間
の
小
規
模
な
農
家
を
中
心
に
、
摘
ん
だ
あ
と

の
生
葉
の
ま
ま
販
売
す
る
形
態
が
多
い
。
蒸
し
や
揉
み
、
乾
媒
を
す

る
た
め
の
設
備
投
府
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
生
産
最
が
な
い
か
ら
で

し
か
し
、
茶
菓
は
摘
ん
だ
あ
と
で
き
る
だ
け
早
く
加
工
し
な
い
と
、

鮮
度
が
落
ち
て
価
格
が
大
幅
に
低
下
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
産
地

に

一
次
加
工
場
を
お
く
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
荒
茶
工
場
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
茶
農
家
が
共
同
で
経
営
し
た
り
、
農
協
が
設
置
し
た
り

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
荒
茶
工
場
の
大
型
化
や
経
営
難
に
よ
っ

て
大
き
く
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。
か
わ
り
に
、

会
社
経
営
の
荒
茶

あ
る
。
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
急
増
に
代
表
さ
れ
る
消
費
構
造
の
変
化
や
、
リ
ー
フ
茶
の
生
産
に

お
け
る
深
蒸
し
煎
茶
の
主
流
化
、
茶
商
と
飲
料
メ
ー
カ
ー
と
の
提
携
な
ど
緑
茶
の
生
産
構
造
の
変
化
は
、
日
本
の
喫
茶
に

ど
の
よ
う
な
事
態
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
茶
葉
を
生
産
す
る
農
業
へ
の
影
欝
、
次
に
喫
茶

へ
の
影
響
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

を
支
え
る
焼
き
物
産
地
（
と
く
に
急
須
産
地
）

四

(18) 

場
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
農
業
と
し
て
の
茶
生
産
は
荒
茶
加
工
の
段
階
ま
で
で
あ
」
っ
た
も
の
が
、
生
茶

の
生
産
だ
け
に
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
荒
茶
加
工
の
付
加
価
値
が
農
業
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
部
に
流
出

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
荒
茶
の
ま
ま
で
は
最
終
商
品
と
し
て
販
売
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
荒
茶
を
最
終
商
品
と
し
て
の
茶
に
仕

上
げ
る
段
階
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
資
本
力
と
ノ
ウ
ハ
ウ
の
あ
る
茶
業
者
（
茶
商
）
か
茶
生
産
地
帯
の
農
協
が

担
っ
て
い
る
。
仕
上
加
工
は
、
大
量
の
荒
茶
を
各
産
地
か
ら
加
工
地
に
集
め
て
、
火
人
れ
（
香
り
づ
け
）
や
ブ
レ
ン
ド

（
合
組
）
な
ど
の
過
程
を
経
て
終
了
す
る
。
荒
茶
は
茶
市
場
や
斡
旋
商
な
ど
を
経
由
し
て
買
い
つ
け
ら
れ
る
。
茶
商
は
同

時
に
卸
を
兼
ね
る
こ
と
が
多
い
。
仕
上
加
工
さ
れ
た
日
本
茶
は
専
門
店
（
お
茶
屋
）
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
を
経
て
消
費
者
に

届
け
ら
れ
、
茶
の
長
い
旅
路
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。

緑
茶
の
生
産
・
消
費
構
造
の
変
化
が
も
た
ら
す
も
の
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(20) 

ま
ず
、
茶
園
面
積
は
一
九
八

0
年
代
に
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い
た
が
、
八

0
年
代
末
か
ら

漸
減
傾
向
に
転
じ
て
‘
―

1
0
0
1
―
年
に
は
つ
い
に
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
下
回
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
も
減
少
傾
向
に
歯
止

め
が
か
か
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
生
葉
の
生
産
量
は
一
九
八
―
―
一
年
の
四
五
万
五

0
0
0
ト
ン
、
二

0
0
四
年
の
四

(22) 

六
万
五

0
0
0
ト
ン
を
山
に
し
て
、
ほ
ぼ
四

0
万
ト
ン
前
後
を
保
っ
て
い
る
（
二

0
0
九
年
は
三
九
万
八

0
0
0
ト
ン
）
。
茶

園
面
積
の
減
少
ほ
ど
に
は
生
産
量
は
落
ち
込
ん
で
い
な
い
。
生
産
性
の
低
い
山
間
部
や
傾
斜
地
の
茶
園
が
放
棄
さ
れ
、
生

産
最
も
多
く
機
械
化
も
可
能
な
平
地
に
茶
の
生
産
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
山
間
地
域
に
お
け

に
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

茶
生
産
農
業
へ
の
影
響

緑
茶
の
需
要
量
（
供
給
ベ
ー
ス
）
は
一
九
七
五
年
に
一
―
万
ト
ン
に
達
し
、
そ
の
後
漸
減
傾
向
を
た
ど
っ
た
が
、
九
二
年

か
ら
増
加
傾
向
に
転
じ
て
二

0
0
四
年
に
過
去
最
高
の
一
―
万
六

0
0
0
ト
ン
を
記
録
し
た
。
そ
の
後
は
一

0
万
ト
ン
台

に
低
下
し
、

0
九
年
に
は
急
減
し
て
、
九
万
ト
ン
を
下
回
っ
た
。
こ
の
数
字
は
供
給
量
ベ
ー
ス
な
の
で
、
総
務
省
の
家
計

調
査
で
消
費
動
向
を
確
認
す
る
と
、
二

0
0
0
年
に
―
ニ
―
―
―
―
グ
ラ
ム
の
緑
茶
を
消
費
し
、
六
八
二

0
円
を
支
出
し
て
い

た
が
、
二

0
0
九
年
に
は
九
三
七
グ
ラ
ム
、
四
七
八

0
円
へ
と
大
き
く
減
少
し
た
。
消
費
量
よ
り
も
、
支
出
金
額
の
落
ち

込
み
の
ほ
う
が
激
し
く
、
よ
り
安
い
緑
茶
へ
の
志
向
が
強
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ち
な
み
に
、
茶
飲
料
へ
の
支
出
は

(19) 

同
じ
期
間
に
三
六
六
―
一
円
か
ら
五
七

0
0
円
へ
と
大
き
く
伸
び
て
い
る
。
家
計
レ
ベ
ル
で
は
、
緑
茶
（
リ
ー
フ
茶
）
か
ら

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
を
代
表
と
す
る
茶
飲
料
へ
の
シ
フ
ト
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
消
費
傾
向
の
も
と
で
、
緑
茶
を
め
ぐ
る
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
上
流
に
位
置
す
る
茶
薬
の
生
産
は
ど
の
よ
う
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図4 緑茶の生産者価格の推移 (11]!10kg) 

11本茶業中央会『‘F成 22年版 茶閲係資料』 20]0年より竹成．

る
荒
廃
茶
園
の
培
加
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
、
平
地
の

茶
園
で
は
気
象
や
上
壌
の
条
件
に
よ
っ
て
渋
味
の
強
い
茶
葉
を
生
産
し
て
い

る
か
ら
、
中
山
間
地
域
の
茶
園
が
減
る
と
渋
味
の
強
い
茶
菓
へ
の
集
中
が
進

む
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
茶
の
産
出
額
は
一
九
九
九
年
に
過
去
最
高

の
一
七

0
五
億
円
を
記
録
し
た
が
、
そ
の
後
は
大
き
く
減
少
し
て

一
偉
円
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
図

4
の
よ
う
に
、
生
棄
も
荒

茶
も
価
格
が
全
般
的
に
低
迷
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
茶
種
別
に
み
る
と
、
生
産
鼠
も
価
格
も
も
う
少
し
複
雑
な
動
き
を

示
し
て
い
る
。
最
初
に
摘
採
さ
れ
る
一
番
茶
は
一
九
八
三
年
の
二
三
万
五

0

0
0
ト
ン
が
ピ
ー
ク
で
、
そ
の
後
は
九
万
ト
ン
か
ら

ト
ン
あ
っ
た
二
番
茶
は
一

万
ト
ン
の
間
を

推
移

(
1
1
0
0
九
年
は
八
万
五

0
0
0
に
低

F
)
し
て
お
り
、
あ
ま
り
大
き

な
落
ち
込
み
を
み
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

0
0
九
年
に
二
万
八

0
0
0
ト
ン
ヘ
と
四
割
程
度

の
減
少
を
み
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
番
茶
の
摘
採
面
積
が
同
期
間
に
約
五
万

四

0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
約
四
Jj
―1
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
ヘ
と
二
割
強
程

度
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
番
茶
は
一
ガ
六

0
0
0
ヘ

ク
タ
ー
ル
か
ら
六
五

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
ヘ
と
四
割
程
度
に
ま
で
急
減
し
た
こ

年
に
は

一
九
八

年
に
四
万
五

0
0
0

0
0
七
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そ
の
こ
と
は
単
価
の
高
い
一
番
茶
、
一
一
番
茶
に
生
産
を
集
中
さ
せ
、
安
い
三
番
茶
、
四
番
茶
は
手
を
抜
く
と
い
う
茶
生

産
農
家
の
経
営
対
応
の
結
果
で
あ
る
。
茶
の
価
格
は
、
茶
種
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
玉
露
に
使
わ
れ
る
一
番

茶
で
あ
れ
ば
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
四
八
七
七
円
（
二

0
0
九
年
）
で
あ
る
が
、
同
じ
栽
培
法
の
か
ぶ
せ
茶
で
あ
れ
ば
二

0
八
二
円
と
半
分
以
下
だ
し
、
普
通
煎
茶
で
も
二
二
五

0
円
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
予
露
に
し
て
も
一
九
八
三
年
に

は
七
五

0
0
円
を
超
え
て
い
た
か
ら
、
玉
露
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
泰
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
茶
生
産
農
家

は
単
価
の
高
い
高
級
茶
に
シ
フ
ト
し
て
、
摘
採
す
る
の
は
一
番
茶
か
せ
い
ぜ
い
一
一
番
茶
ま
で
で
、
三
番
茶
や
四
番
茶
は
放

置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
メ
ー
カ
ー
、
と
く
に
、

O
E
M
生
産
の
受
け
手
は
そ
う
い
う
安
い
国
産
茶
菓
を
求
め

て
い
る
。
と
に
か
く
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
最
終
製
品
は
、
販
売
メ
ー
カ
ー
が
多
少
の
手
を
加
え

て
「
独
自
性
」
を
演
出
し
て
く
れ
る
か
ら
、
高
級
茶
葉
は
必
要
で
は
な
い
。
実
際
、
当
初
は
安
い
中
国
産
の
茶
葉
を
利
用

し
て
い
た
が
、
残
留
農
薬
問
題
な
ど
に
よ
る
消
費
者
の
中
国
離
れ
の
た
め
に
、
国
産
薬
一

0
0
％
へ
と
回
帰
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
番
茶
で
は
、
採
算
が
あ
わ
な
い
。
む
し
ろ
三
番
茶
や
四
番
茶
で
か
ま
わ
な
い
か
ら
、
規
格

の
統
一
さ
れ
た
低
価
格
の
茶
葉
を
大
量
に
欲
し
い
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
茶
築
の
生
産
農
家
は
中
山
間
地
域
の
傾
斜
地
に
あ
る
農
園
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
高
齢
化
の
進
展

と
と
も
に
き
つ
い
作
業
は
一
番
茶
や
一
一
番
茶
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
で
さ
え
、
茶
葉
の
生
産
販
売
農

(23) 

家
数
は
年
々
減
少
を
続
け
、
一
九
八
九
年
に
は
一

0
万
戸
を
割
り
込
ん
で
、
二

0
0
0
年
に
は
わ
ず
か
五
万
―
―
一
六
八
七
戸

と
と
対
応
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
茶
菓
生
産
農
家
の
生
産
状
況
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
メ
ー
カ
ー
の
需
要
と
の
あ
い
だ
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
が

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
す
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
増
加
は
茶
葉
生
産
農
家
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
増
加
が
、
ど
の
程
度
の
原
料
需
要
を
茶
生
産
農
家

に
生
み
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
用
の
茶
葉
需
要
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、

正
確
な
数
字
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
―
つ
の
試
算
を
示
す
と
、
緑
茶
系
飲
料
二
六
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
生
産
量
で
、

小
売
額
が
六

0
0
0
億
円
に
達
し
た
―

1
0
0
五
年
に
、
そ
の
た
め
の
生
産
に
要
し
た
原
料
は
推
定
で
二
万
六

0
0
0
ト
ン

(25) 

だ
っ
た
。
約
一
％
で
あ
る
。
同
年
の
生
業
の
生
産
量
は
四
五
万
ト
ン
だ
っ
た
か
ら
、
軽
視
で
き
る
ほ
ど
の
量
で
は
な
い
が
、

茶
生
産
農
家
の
生
活
を
支
え
る
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

リ
ー
フ
茶
の
喫
茶
を
支
え
る
茶
器
ー
急
須
産
地
の
い
ま

日
本
語
に
は
「
日
常
茶
飯
事
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
師
日
毎
回
ご
飯
を
食
べ
た
り
茶
を
飲
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
、
ご

く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
茶
は
け
っ
し
て
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
で
は
な
い
。
急
須
で
滝
れ

た
茶
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
ず
っ
と
昔
か
ら

H
本
人
は
茶
を

H
常
的
に
飲
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
茶
は
高
価
な
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
茶
が
一
定
普
及
し
た
江
戸
期
に

あ
っ
て
も
、
一
般
の
人
び
と
が
気
安
く
飲
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
茶
道
や
茶
室
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

H
常

生
活
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
、
通
常
は
山
茶
を
自
家
用
茶
と
し
て
飲
む
の
が
精
い
つ
ば
い
だ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
も
、

(24) 

に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
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煎
茶
を
飲
む
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
ま
れ
な
こ
と
だ
っ
た
。

一
九
六
0
年
代
半
ば
く
ら
い
ま
で
は
、
茶
の
行
尚
人
が
農
村
を
回

り
、
米
と
物
々
交
換
す
る
光
景
が
各
地
で
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
茶
は
貴
重
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
「
日
本
家
屋
の
台
所
と
ち
ゃ
ぶ
台

(26) 

と
布
団
の
生
活
に
、
公
団
住
宅
と
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
、
ベ
ッ
ド
が
登
場
し
、
に
わ
か
仕
込
み
の
洋
風
生
活
が
」
は
じ
ま

っ
た
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
洋
風
生
活
と
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
急
須
で
日
本
茶
を
滝
れ
る
と
い
う
さ
さ
や

か
な
贅
沢
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
く
つ
ろ
ぎ
、

価
値
が
確
立
さ
れ
て
く
る
。

や
す
ら
ぎ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
、
消
費
者
の
あ
い
だ
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
緑
茶
の

い
ま
で
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
人
気
銘
柄
で
あ
る
伊
右
衛
門
に
し
て
も
、
そ
れ
を
凌
ぎ
か

ね
な
い
ほ
ど
の
人
気
を
集
め
て
い
る
綾
鷹
に
し
て
も
、
「
急
須
で
滝
れ
た
よ
う
な
う
ま
み
、
あ
じ
わ
い
」
を
セ
ー
ル
ス
・

ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
本
物
の
急
須
で
お
茶
を
滝
れ
な
く
て
も
、
急
須
み
た
い
な
味
わ
い
を
楽
し
め
る
の
な
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
急
須
を
用
意
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
か
ら
「
急
須
み
た
い
な
味
わ
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
急
須
を
ま

す
ま
す
不
要
の
も
の
に
し
て
い
き
か
ね
な
い
。
急
須
を
見
た
こ
と
も
使
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
急
須
で
滝
れ
た
お
茶
の

味
わ
い
だ
け
は
わ
か
る
と
い
う
何
と
も
皮
肉
な
状
況
が
生
ま
れ
か
ね
な
い
。

実
際
、
急
須
の
生
産
者
は
た
い
へ
ん
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
急
須
の
生
産
状
況
を
示
す
全
国
的
な
統

計
は
な
い
が
、
ど
こ
の
焼
き
物
産
地
に
行
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
声
を
聞
く
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
喫
茶
は
茶
器
な
し
に
成

り
立
た
な
い
。
そ
の
茶
器
の
産
地
が
窮
状
に
陥
っ
て
い
る
の
に
、
茶
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
文
献
の
多
く
は
、
茶
道
関

連
の
も
の
を
除
く
と
茶
器
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
き
た
。
む
し
ろ
、
茶
器
は
工
芸
品
や
芸
術
文
化
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
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写真 1 急須を作成中

の小西洋平氏

(2011年 1JI 12 □、喰 者船

影）

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
用
の
品
々
に
美
を
認
め
た

民
芸
巡
動
と
も
異
な
る
見
方
で
、
喫
茶
と
い
う
日
々
の
古
な
ら
し
か
ら
急

須
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。

し
が
ら
さ

茶
器
と
し
て
の
焼
き
物
産
地
は
信
楽
や
瀬
戸
、
備
前
な
ど

H
本
の
各

と
こ
な
め

地
に
あ
る
が
、
急
須
の
産
地
と
し
て
は
常
滑
市
が
有
名
で
あ
る
。
常
滑

は
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
六
古
窯
の

一
っ
で
、
そ
の
な
か
で
も

一
番
古
い
歴
史
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
常
滑
で
も
、
陶
磁
器
組
合
に
加
入
す
る
茶
器
製
造
者
は
二
0
1
0
年
に
四

ハ
名
を
数
え
る
だ
け
と
な
り
、
食
卓
用
・
厨
房
用
陶
磁
器
の
出
荷
額

（従
業
者
四
人
以
上
の
事
業
所
）
は
二
0
0
0
年
の

一

二
低
四
八

一
四
万
円
か
ら
二
0
0
七
年
の
七
條
三
六
三
0
万
円
へ
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
前
滑
急
須
に
こ
だ
わ
り
を
も
ち
続
け
て
い
る
生
産
者
も
消
骰
者
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
生
産
者
の
ひ

と
り
に
、
作
陶
家
・
急
須
作
家
の
小
西
洋
平
氏
が
い
る

（写
真
l
)。
小
西
氏
は
常
滑
市
の
無
形
文
化
財
の
指
定
保
持
者
で

あ
り
、
作
陶
だ
け
で
な
く
、
陶
器
に
対
す
る
思
い
と
文
化
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
も
熱
心
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。
氏

の
作
品
を
掲
載
し
て
い
る

「急
須
こ
そ
わ
が
ふ
る
さ
と
」
に
よ
れ
ば
、
常
滑
急
須
の
ポ
イ
ン
ト
は
材
料
の
土
に
あ
る
。
常

滑
急
須
は
釉
薬
を
か
け
ず
に
、
土
と
火
の
加
減
で
で
き
あ
が
る
素
焼
き
の
肌
に
味
わ
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
土
を
見
極
め
る

こ
と
が
重
要
で
、

小
西
氏
は
三
0
年
あ
ま
り
の

「
土
と
生
活
を
続
け
な
が
ら
、
よ
う
や
く
土
の
言
業
が
わ
か
る
よ
う
に

(28) 

な
」
り、

「足
元
に
あ
る
士
と
対
話
」
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
う
。

循
滑
の
粘
土
は
酸
化
鉄
が
多
い
た
め
に
、
茶
の
タ
ン
ニ
ン
と
結
合
し
て
ま
ろ
や
か
さ
が
増
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
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コ
ン
ビ
ニ
に
行
っ
て
も
自
動
販
売
機
を
み
て
も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

内
容
は
非
常
に
多
彩
で
あ
る
。
こ
こ
だ
け
み
る
と
、
日
本
の
「
お
茶
は
、
い
ま
流
行
傾
向
に
あ
る
」
と
い
え
そ
う
で
あ
る

五

8
本
の
お
茶
は
再
生
で
き
る
か

意
味
で
、
常
滑
の
粘
土
は
急
須
と
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
滑
急
須
と
し
て
は
、
本
朱
泥
と
呼
ば
れ
る
希
少
な
粘
士
を

使
う
朱
泥
急
須
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
種
類
の
違
う
粘
土
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
練
込
急
須
も
色
合
い
や

模
様
が
独
特
の
風
味
を
出
す
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
海
藻
を
使
う
藻
焼
き
や
、
木
く
ず
な
ど
で

い
ぶ
す
「
イ
ブ
シ
」
な
ど
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
工
夫
の
一
っ
と
し
て
、
深
蒸
し
煎
茶
の
主
流
化
に
と
も
な
う
対
応
が
あ
る
。
深
蒸
し
煎
茶
は
前
に
述
べ
た
よ

ち
ゃ
こ

う
に
、
長
く
加
熱
す
る
の
で
茶
葉
が
細
か
く
砕
け
や
す
く
な
り
、
陶
製
茶
漉
し
の
急
須
だ
と
す
ぐ
に
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
に
使
う
の
な
ら
ば
間
題
な
い
が
、
急
須
で
滝
れ
る
と
な
る
と
使
い
に
く
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
深
蒸
し
煎
茶
の
よ
う
な
細
か
い
茶
葉
で
も
金
網
の
茶
漉
し
を
使
う
と
詰
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
た
茶
殻
の
掃
除
も
簡

単
に
で
き
る
。
し
か
し
、
金
網
は
微
妙
な
煎
茶
の
味
わ
い
を
損
な
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
開
発
さ
れ
た
の
が
、
「
細
目
」
と

呼
ば
れ
る
目
の
細
か
い
陶
製
茶
漉
し
の
つ
い
た
急
須
で
あ
る
。
細
目
の
急
須
は
、
深
蒸
し
煎
茶
と
い
う
茶
の
製
法
の
変
化

が
急
須
文
化
に
与
え
た
典
型
的
な
影
響
の
好
例
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
た
だ
で
さ
え
手
間
暇
の
か
か
る
急
須
づ
く
り

に
い
っ
そ
う
の
労
働
負
担
を
要
求
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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が
、
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
熊
倉
功
夫
の
い
う
よ
う
に
「
今
、
日
本
の
お
茶
は
岐

路
に
立
っ
て
」
お
り
、
「
フ
ァ
ー
ス
ト
と
ス
ロ
ー
の
一
一
極
分
化
が
進
行
し
て
、
家
庭
料
理
に
あ
た
る
家
庭
の
お
茶
が
空
洞

(29) 

化
し
て
い
る
」
。
最
近
で
は
台
所
の
な
い
家
庭
が
生
ま
れ
て
い
て
、
レ
ン
ジ
と
冷
蔵
庫
だ
け
あ
れ
ば
事
足
り
る
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
ど
こ
ま
で
進
展
し
て
い
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
の
普
及
に

と
も
な
っ
て
急
須
の
な
い
家
庭
は
か
な
り
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
も
、
茶
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
聞
く
と
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
茶
は
「
日
本
の
心
で
あ
っ
て
、
茶
を
飲
む
と

落
ち
着
く
」
、
「
ゆ
っ
た
り
と
し
た
感
じ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
は

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
で
は
な
く
、
急
須
で
滝
れ
た
リ
ー
フ
茶
が
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
は
ま
だ
ま

だ
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
実
に
は
リ
ー
フ
茶
の
消
費
は
減
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、

た
い
へ
ん
忙
し
く
な
っ
て
い
る
日
々
の
暮
ら
し
を
優
先
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
手
っ
取
り
早
く

「
健
康
」
や
機
能
性
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
そ
う
な
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
親
和
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、
空
洞
化
し
て
い

る
日
本
の
お
茶
を
再
生
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
ほ
っ
こ
り
感
」
や
「
ゆ
と
り
」
の
あ
る
暮
ら
し
を
取
り
戻
せ
る
か
ど
う
か
が

分
か
れ
目
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
茶
葉
の
生
産
農
家
や
急
須
の
産
地
に
と
っ
て
は
そ
ん
な
悠
長
な
こ
と
は
い
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
と

新
し
い
取
り
組
み
を
し
な
い
と
、
自
分
た
ち
の
生
計
が
成
り
立
っ
て
い
か
な
い
。
山
間
地
の
急
峻
な
茶
園
を
も
つ
農
家
の

な
か
に
は
、
大
最
生
産
型
の
茶
葉
生
産
に
見
切
り
を
つ
け
、
人
工
的
な
資
材
投
人
を
止
め
て
、
香
り
の
高
い
有
機
農
業
の

茶
葉
生
産
に
生
き
残
り
を
か
け
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
そ
の
心
意
気
を
受
け
て
、
深
蒸
し
や
機
械
製
茶
で
は
な
く
、
歴
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(30) 

史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
蒸
し
と
手
揉
み
に
こ
だ
わ
る
茶
商
も
頑
張
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
リ
ー
フ
茶
に
は
、
常
滑

焼
の
よ
う
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
急
須
と
湯
ざ
ま
し
が
ふ
さ
わ
し
い
。
少
数
派
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
原
点
へ
の
回
婦
が
一

つ
の
動
き
と
し
て
力
強
く
生
ま
れ
て
い
る
。

他
方
で
は
、
茶
葉
の
新
し
い
用
途
の
開
発
に
か
け
る
例
も
あ
る
。
健
康
食
品
や
特
定
保
健
用
品
の
開
発
は
い
ろ
い
ろ
な

例
が
あ
る
が
、
最
近
人
気
を
集
め
て
い
る
の
が
日
本
茶
を
使
っ
た
紅
茶
生
産
で
あ
る
。
紅
茶
は
明
治
以
降
盛
ん
に
輸
出
さ

れ
、
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
だ
け
で
な
く
、
第
二
次
槻
界
大
戦
後
も
経
済
復
興
を
支
え
る
た
め
の
外
貨
獲
得
の
手
段
と

し
て
璽
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
五
年
に
年
間
八

0
0
0
ト
ン
を
記
録
し
た
国
内
紅
茶
生
産
は
、
一
九

七
一
年
の
輸
入
自
由
化
で
ほ
ぼ
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
最
近
は
「
べ
に
ふ
う
き
」
の
よ
う
な
紅
茶
に
向
く
品
種
も
開
発
さ

(31) 

れ
、
国
産
紅
茶
と
し
て
じ
わ
じ
わ
と
人
気
を
集
め
、
二

0
0
九
年
に
は
ニ
一
都
府
県
で
八
一
ト
ン
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
、
他
産
地
と
比
べ
る
と
か
な
り
高
い
価
格
を
実
現
し
て
い
る
宇
治
茶
の
産
地
で
も
、
宇
治
茶
ブ
ラ

(32) 

ン
ド
に
よ
る
紅
茶
開
発
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
。
京
都
府
の
南
山
城
村
は
宇
治
茶
の
主
産
地
で
あ
る
が
、
煎
茶
の
平
均
単

価
が
こ
こ
五
年
間
で
一
割
以
上
も
低
下
す
る
事
態
の
な
か
で
、
「
和
紅
茶
」
を
開
発
し
、
茶
葉
の
消
費
拡
大
を
目
指
し
て

い
る
と
い
う
。
南
山
城
村
は
、
宇
都
宮
市
の
茶
販
売
卸
の
「
Y'S
t
e
a
」
に
委
託
し
て
地
元
産
一

0
0
％
の
南
山
城
紅
茶
や
、

外
国
産
と
ブ
レ
ン
ド
し
、
バ
ラ
を
加
え
た
「
恋
志
谷
紅
茶
」
な
ど
の
試
作
に
成
功
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
成
果
は
別
と
し
て
、
こ
の
取
り
組
み
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、

H
本
茶
の
よ
さ
や
茶
文
化
の
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ

も
、
偏
狭
な
日
本
主
義
に
陥
る
の
で
は
な
く
、

H
本
茶
を
紅
茶
と
し
て
加
工
す
る
こ
と
で
異
な
っ
た
世
界
と
つ
な
が
る
可

能
性
が
開
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
に
は
、
同
じ
茶
葉
を
使
う
さ
ま
ざ
ま
な
茶
文
化
が
存
在
し
て
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い
る
。
世
界
市
場
を
獲
得
し
て
い
る
紅
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
だ
け
で
な
く
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
少
数
民
族
や
ラ
オ
ス
の
山
岳
民

族
の
自
家
用
茶
の
よ
う
に
そ
の
地
域
の
民
俗
文
化
や
生
活
と
結
び
つ
い
た
喫
茶
文
化
は
多
様
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

山
間
地
で
育
っ
た
有
機
栽
培
の
茶
業
に
、
湯
ざ
ま
し
で
適
温
に
し
た
お
湯
を
常
滑
産
の
朱
泥
急
須
に
注
ぎ
、
温
か
い
陶
器

の
湯
呑
茶
碗
の
口
触
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、
戦
界
の
喫
茶
文
化
に
思
い
を
馳
せ
る
。
そ
う
し
た
時
間
を
取
り
戻
す
た
め
に
、

何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
じ
っ
く
り
と
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

(
l
)

日
本
の
茶
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
も
と
も
と
「
緑
茶
」
と
い
う
分
類
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
茶
全
体
が
「
緑
茶
」
（
グ
リ
ー
ン
テ
ィ

ー
）
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
も
さ
し
あ
た
り
は
緑
茶
と
表
現
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
緑
茶
飲
料
に
は
缶

入
り
や
紙
パ
ッ
ク
入
り
も
あ
る
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
茶
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
2
)

以
下
の
年
次
別
出
来
事
は
、
全
国
清
涼
飲
料
工
業
会
『
清
涼
飲
料
の

50
年
』
二

0
0
五
年
、
を
参
照
し
た
。

(
3
)

一
九
五
五
年
九
月
に
は
参
議
院
で
コ
ー
ラ
問
題
の
質
疑
が
行
わ
れ
て
い
る
。
コ
ー
ラ
原
液
に
輸
人
用
の
外
貨
が
本
格
的
に
割
り
当
て
ら

れ
た
の
は
五
六
年
―
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

(
4
)

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
も
い
わ
ゆ
る
ニ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
や
酢
飲
料
な
ど
の
新
商
品
も
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、
一
時
的
な
ブ
ー
ム
に
と
ど

ま
る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
定
着
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

(
5
)
長
沢
伸
也
・
川
栄
聡
史
『
キ
リ
ン
「
生
茶
」
•
明
治
製
菓
「
フ
ラ
ン
」
の
商
品
戦
略
ー
—
大
ヒ
ッ
ト
商
品
誕
生
ま
で
の
こ
だ
わ
り
』
日
本

出
版
サ
ー
ビ
ス
、
二

0
0
三
年
、
七
頁
。

(
6
)

急
須
を
茶
注
と
書
く
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
慣
例
に
な
ら
っ
て
お
く
。

(
7
)

森
泰
男
「
ペ
ッ
ト
緑
茶
も
の
が
た
り
」
『
季
刊
ヴ
ェ
ス
タ
』
五
一
号
、
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二

0
0
三
年
。

(
8
)

荒
井
昌
彦
「
茶
系
飲
料
と
飲
料
以
外
の
利
用
」
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
『
茶
大
百
科
I

歴
史
・
文
化
／
品
質
・
機
能
性
／
品
種
／
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製
茶
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二

0
0
八
年
、
三
一
七
頁
。

(
9
)

峰
如
之
介
『
な
ぜ
、
伊
右
衛
門
は
売
れ
た
の
か
。
』
〈
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
人
文
庫
〉
、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
―

1
0
0
九
年
、
五
三
頁
。

(10)

荒
井
、
前
掲
論
文
、
三
一
九
頁
。

(11)

金
子
哲
雄
『
「
激
安
」
の
か
ら
く
り
』
〈
中
公
新
書
ラ
ク
レ
〉
、
中
央
公
論
新
社
、
二

0
1
0
年
、
七

0
頁。

(12)

発
酵
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
茶
の
場
合
に
は
微
生
物
で
は
な
く
、
酸
化
酵
素
（
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
オ
キ
シ
ダ
ー
ゼ
）
の
作
用

を
利
用
し
て
い
る
。

(13)

酵
素
の
は
た
ら
き
を
止
め
る
（
殺
青
ま
た
は
失
活
）
た
め
に
、
加
熱
す
る
。
発
酵
の
早
い
段
階
で
加
熱
す
る
と
、
生
葉
の
緑
が
残
る
の

で
、
日
本
茶
独
特
の
色
調
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

(14)

谷
阪
智
佳
子
『
自
家
用
茶
の
民
俗
』
大
河
書
房
、
二

0
0
四
年
。

(15)

木
村
泰
子
「
茶
の
効
能
と
特
質
」
、
京
都
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
禍
集
／
池
上
甲
一
編
集
責
任
「
京
の
旬
』
昭
和
堂
、
一
―

0
0
四
年
、
一
三

五
頁
。

(
1
6
)
N
P
O
法
人
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
協
会
企
画
・
編
集
、
日
本
茶
検
定
委
員
会
監
修
『
日
本
茶
の
す
べ
て
が
わ
か
る
本
』
（
日
本
茶

検
定
公
式
テ
キ
ス
ト
）
農
文
協
、
二

0
0
八
年
、
一
三
頁
、
全
国
茶
生
産
団
体
連
合
会
・
全
固
茶
主
産
府
県
農
協
連
連
絡
協
議
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二

0
1
0
年
一
―
一
月
一
八
日
、

U
R
L
:
h
t
t
p
:
/＼
W
W
W
.
N
e
n
n
o
h
.
o
r
.
j
p
¥
b
u
¥
n
o
u
s
a
n
¥
t
e
a
¥
d
e
k
i
r
u
O
l
.
h
t
m
)

(17)

前
掲
『
日
本
茶
の
す
べ
て
が
わ
か
る
本
』

(
H本
茶
検
定
公
式
テ
キ
ス
ト
）
、
農
文
協
‘
―

1
0
0
八
年
、
一
四
頁
。

(
1
8
)片
岡
義
晴
「
緑
茶
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
展
開
と
茶
産
地
」
、
高
柳
長
直
・
川
久
保
篤
志
・
中
川
秀
一
•
宮
地
忠
幸
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対

抗
す
る
農
林
水
産
業
』
農
林
統
計
出
版
、
二

0
1
0
年
、
一
―
―
一
頁
。

(19)

総
務
省
『
家
計
調
究
年
報
』
各
年
次
。

(20)

一
八
九
―
-
（
明
治
二
五
）
年
の
茶
園
面
積
は
、
青
森
以
外
の
全
都
道
府
県
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
六
万
三
六
四
八
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
記
録
し
た
。
こ
の
記
録
は
そ
の
後
も
破
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
小
泊
重
洋
「
日
本
の
お
茶
・
茶
業
の
現
状
ー
今
、
な
ぜ
岐
路
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一
三
頁
）
。

に
立
っ
て
い
る
か
」
『
季
刊
ヴ
ェ
ス
タ
』
五
一
号
、
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二

0
0
三
年
、

(21)

農
林
水
産
省
『
耕
地
及
び
作
付
面
積
統
計
』
『
茶
栽
培
面
積
累
年
統
計
』
。

(22)

以
下
の
数
字
は
と
く
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
日
本
茶
業
中
央
会
『
平
成
22
年
版
茶
関
係
資
料
』
―

I
O
I
0
年
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

(23)

前
掲
『
平
成
22
年
版
茶
関
係
資
料
』
。

(24)

農
林
水
産
省
『
農
林
業
セ
ン
サ
ス
』
。

(25)

前
掲
『
日
本
茶
の
す
べ
て
が
わ
か
る
本
』
―
一
六
頁
。

(26)

峰
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

(27)

と
こ
な
め
焼
協
同
組
合
提
供
資
料
（
元
資
料
は
「
工
業
統
計
調
在
」
）
。

(28)

小
西
洋
平
『
急
須
こ
そ
わ
が
ふ
る
さ
と
』
非
売
品
（
発
行
年
不
詳
）
、
六
八
頁
。

(29)

熊
倉
功
夫
「
特
集
に
よ
せ
て
岐
路
に
立
つ

H
本
の
お
茶
」
『
季
刊
ヴ
ェ
ス
タ
』
五
一
号
、
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二

0
0
三
年
、

―
一
頁
。

(30)

全
国
各
地
に
そ
う
し
た
気
概
を
も
つ
手
揉
み
茶
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

(31)

「
宇
治
ブ
ラ
ン
ド
の
紅
茶
」
『
毎
日
新
聞
』
二

0
―
一
年
一
月
一
八
日
付
夕
刊
。

(32)

同
上
。
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第

II
部
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
食
と
農



日
本
に
か
ぎ
ら
ず
、
世
界
全
体
が
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
う
ね
り
の
な
か
に
い
る
。
ロ
ビ
ン
ソ

ン
・
ク
ル
ー
ソ
—
の
よ
う
に
、
絶
海
の
孤
島
に
漂
薦
し
な
い
か
ぎ
り
、
グ
ロ
—
バ
ル
化
の
外
に
出
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
農
業
は
自
然
や
大
地
を
相
手
に
す
る
か
ら
、
地
域
に
固
薦
的
で
、
地
域
固
有

の
発
展
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
。
食
も
大
地
の
恵
み
を
摂
取
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
地
域
性
と
歴
史
性
を

も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
商
品
と
し
て
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
場
所
で
は
収
穫
で
き
な
い
よ

う
な
も
の
ま
で
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
の
ス
—
パ
—
や
フ
—
ド
コ
—
卜
に
は
、
い
ま
や
世
界
中

の
食
が
集
ま
っ
て
い
る
。

物
の
動
き
と
い
う
面
か
ら
み
た
グ
ロ
—
バ
ル
化
は
も
は
や
止
め
よ
う
も
な
く
進
展
し
て
お
り
、
わ
た
し

た
ち
は
そ
う
し
た
世
界
の
た
だ
な
か
で
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
事
実
を
ま
ず
は
受
け
止
め
て
お
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
、
食
と
農
の
世
界
は
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
つ
な

が
り
方
を
獲
得
し
、
逆
に
失
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
国
内
と
は
違
っ
た
レ
ベ
ル
や
位
相
の
つ
な
が

り
が
存
在
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
カ
ー
ボ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
の
で
環
境
に
い
い
と
い
わ
れ
る
バ
イ

オ
燃
料
も
、
穀
物
由
来
で
あ
れ
ば
食
料
価
格
の
高
騰
や
途
上
国
で
農
地
の
争
奪
戦
が
生
じ
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
面
で
も
、
多
国
籍
の
穀
物
メ
ジ
ャ
ー
や
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
も
つ
農
薬

メ
—
カ
ー
な
ど
が
活
発
に
動
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
論
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
活

動
が
わ
た
し
た
ち
の
食
と
農
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
フ
レ
基
調
に
あ
る
日
本
で
は
安
い

食
品
に
人
気
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
だ
っ
た
中
国
産
は
残
留
農
薬
問
題
な
ど
で
嫌
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
中
国
の
農
業
は
ど
う
な
っ
て
お
り
、
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
将

来
は
わ
た
し
た
ち
の
食
と
農
に
ど
う
影
響
す
る
の
だ
ろ
う
か
。



グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
食
と
農
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
い
ろ
い
ろ
な
問
い
か
け
が
生
ま
れ
て
く

る
。
こ
の
部
で
は
、
そ
う
し
た
多
様
で
広
が
り
を
も
つ
つ
な
が
り
を
世
界
の
視
野
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
例
は
ご
く
＿
部
に
す
ぎ
な
い
。
読
者
は
こ
の
部
の
論
考
を
参
考

に
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
自
分
な
り
の
問
い
か
け
と
答
え
を
探
し
て
ほ
し
い
。



3 ． 

世
界
食
料
危
機
か
ら
み
え
て
き
た
も
の

但
界
食
料
巾
場
の
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

久
野
秀
＝
―

世
界
食
料
危
機
、
そ
の
後

―
1
0
0
七
年
頃
か
ら
続
い
て
い
た
穀
物
・
油
糧
作
物
価
格
の
世
界
的
高
騰
が
翌
年
春
に
は
記
録
的
な
水
準
に
達
し
、
暴

動
を
含
む
混
乱
が
世
界
各
地
で
頻
発
し
た
。
国
際
機
関
に
よ
る
相
次
ぐ
緊
急
支
援
や
各
種
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
発
表
、
―

1
0

0
八
年
六
月
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
「

F
A
0
食
料
サ
ミ
ッ
ト
（
世
界
の
食
料
安
全
保
障
に
関
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
会
合
）
」

な
ど
の
動
き
を
み
る
か
ぎ
り
、
国
際
社
会
の
対
応
は
吊
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
直
後
に
襲
っ
た
米
国

発
の
世
界
金
融
危
機
に
よ
っ
て
国
際
食
料
価
格
は
下
落
に
向
か
っ
た
も
の
の
、
以
前
の
水
準
に
戻
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
世
界
的
な
景
気
後
退
が
貧
困
層
の
生
計
と
食
料
ア
ク
セ
ス
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
。
各
国
と
も
国
内
経
済
対
策
を
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優
先
す
る
あ
ま
り
、
緊
急
援
助
の
履
行
す
ら
危
ぶ
ま
れ
た
。
二

0
0
九
年
―
一
月
、

F
A
0
は
あ
ら
た
め
て
「
世
界
食
料

安
全
保
障
サ
ミ
ッ
ト
」
を
開
催
し
、
「
世
界
食
料
安
全
保
障
サ
ミ
ッ
ト
宜
言
」
を
満
場
一
致
で
採
択
し
た
。
そ
こ
で
は
、
ニ

0
一
五
年
ま
で
の
飢
餓
半
減
を
目
指
す
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
」
の
達
成
、
そ
の
た
め
に
「
開
発
途
上
国
に
お
け
る
農

業
、
食
料
安
全
保
障
お
よ
び
農
村
開
発
へ
の
国
内
お
よ
び
国
際
的
資
金
投
人
の
減
少
傾
向
を
逆
転
さ
せ
」
、
「
貧
困
を
削
減

し
、
す
べ
て
の
人
に
食
料
安
全
保
障
を
達
成
す
る
た
め
に
、
途
上
国
に
お
け
る
農
業
生
産
へ
の
新
た
な
投
資
を
促
す
」
こ

と
が
公
約
さ
れ
た
。
二

0
0
九
年
に
一

0
億
二
三

0
0
万
人
に
達
し
た
世
界
の
飢
餓
（
栄
養
不
足
）
人
口
は
、
二

0
1
0

年
に
は
一
五
年
ぶ
り
に
減
少
に
転
じ
て
九
億
一
一
五

0
0
万
人
に
な
る
見
通
し
と
は
い
え
、
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の

達
成
か
ら
は
な
お
程
遠
い
状
況
に
あ
る
。

F
A
0
と
O
E
C
D
が
毎
年
発
表
し
て
い
る
中
期
見
通
し
で
も
、
一
九
九
七
＼

二
0
0
六
年
の
平
均
と
比
較
し
た
二

0
1
0
-
一
九
年
の
農
産
物
価
格
（
実
質
ベ
ー
ス
）
は
、
小
麦
・
粗
粒
穀
物
で
一
五

＼
四
0
%
、
植
物
池
で
四
0
％
以
上
、
乳
製
品
で
一
六
＼
四
五
％
高
く
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
明
る
い
展
望
が
み
い
だ
せ
な
い
な
か
で
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
発
生
し
た
ロ
シ
ア
の
穀
物
輸
出
禁
止

措
置
（
二

0
1
0年
八
月
）
は
、
近
年
「
ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
も
呼
ば
れ
国
際
的
規
制
の
必
要
が
叫
ば
れ
て
い
る
大
規
模

な
外
国
農
地
取
得
の
動
き
と
と
も
に
、
自
国
の
食
料
安
全
保
障
を
確
保
・
強
化
す
る
た
め
に
輸
出
国
も
輸
人
国
も
な
り
ふ

り
か
ま
わ
ぬ
対
応
策
に
乗
り
出
し
て
き
た
こ
と
を
印
象
づ
け
た
。
他
方
で
、
食
と
農
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
の
主
要
舞
台
で

あ
る

W
T
O
農
業
交
渉
（
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
）
は
、
―

1
0
0
八
年
七
月
の
主
要
国
閣
僚
会
合
で
途
上
国
の
緊
急
輸
入
制

限
措
置
や
米
国
の
農
業
補
助
金
削
減
を
め
ぐ
っ
て
決
裂
し
て
以
来
、
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
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フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
所
在

一
般
に
、
国
際
政
治
と
い
え
ば
外
交
や
安
全
保
障
上
の
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
国
家
間
の
権
力
闘
争
を
指
し
、
国
際
経
済
も

そ
う
し
た
国
家
間
関
係
の
政
治
力
学
に
支
配
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
国
際
政
治
経
済
学
で
は
こ
れ
を
リ
ア
リ
ズ

ム
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
経
済
的
取
引
の
増
大
を
通
じ
て
相
互
依
存
関
係
を
深
め
て
き
た
国
際
社
会
の
整
序
シ

ス
テ
ム
に
注
目
す
る
の
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
国
家
・
政
府
組
織
だ
け
で
な
く
、
政
府
間
組
織
や
非
政
府

組
織
（
市
民
社
会
組
織
）
、
多
国
籍
企
業
も
国
際
関
係
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
主
体

間
関
係
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
を
析
出
し
、
規
範
的
な
課
題
を
積
極
的
に
提
示
す
る
の
は
批
判
的
政
治
経
済
学
の
役
割
で
あ

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
国
際
的
な
ル
ー
ル
や
規
範
を
形
成
す
る
場
が
国
家
か
ら
相
対
的
に
離
れ
つ
つ
あ
る
。
か
わ

っ
て
存
在
感
を
高
め
て
き
た
の
が

W
T
O
や
I
M
F
（
国
際
通
貨
基
金
）
な
ど
の
国
際
経
済
機
関
で
あ
り
、
い
ま
や
国
家

(
G
D
P
)
を
も
凌
ぐ
規
模
に
ま
で
成
長
し
た
巨
大
多
国
籍
企
業
で
あ
る
。
経
済
主
体
で
あ
る
多
国
籍
企
業
が
政
治
主
体
と

し
て
政
策
形
成
過
程
で
直
接
・
間
接
に
影
響
力
を
行
使
す
る
と
同
時
に
、
新
た
な
市
場
環
境
や
政
策
展
開
に
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
に
対
応
し
な
が
ら
一
貰
し
て
強
大
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
様
子
は
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
が

対
立
な
い
し
錯
綜
し
、
そ
れ
ら
を
調
整
し
な
が
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
制
度
と
尚
品
価
値
連
鎖
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い

る
農
業
・
食
料
分
野
で
は
と
く
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―1
0
0
1
―
年
の
ド
イ
ツ
議
会
資
料
を
参
照
し
た
ド
リ
ス
・
フ
ッ
ク
ス
に
よ
る
と
、
主
要
農
作
物
の
世
界
貿
易
に
占
め
る

上
位
一
一
了
六
社
の
多
国
籍
企
業
の
シ
ェ
ア
は
、
小
麦
八

0
1
九
0
%
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
八
五
＼
九

0
%
、
砂
糖
六

0
%
、

コ
ー
ヒ
ー
八
五
＼
九

0
%
、
コ
メ
七

0
%
、
カ
カ
オ
八
五
％
、
茶
葉
八

0
%
、
バ
ナ
ナ
七

0
1
七
五
％
、
綿
花
八
五
＼
九
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0
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
別
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
枇
界
全
体
の
豚
肉
生
産
の
半
分
以
上
、
食
鳥
・
鶏
卵
生
産
の
三
分
の

一
一
が
多
国
籍
企
業
と
契
約
す
る
工
業
的
大
規
模
経
酋
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
世
界
最
大
の
食
品
企
業
で
あ
る
ネ
ス
レ

は
一

0
0
カ
国
以
上
に
所
在
す
る
工
場
や
事
業
所
、
研
究
セ
ン
タ
ー
で
二
八
万
人
近
く
を
雇
用
し
、
約
六

0
0
0
ブ
ラ
ン

ド
の
商
品
を
生
産
、
二

0
0
九
年
の
売
上
高
は
一

0
七
六
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
約
九
・
三
兆
円
）
に
の
ぽ
る
。
同
社
は
ま
た
、

世
界
中
の
約
六

0
万
も
の
農
業
生
産
者
と
契
約
し
て
原
料
を
調
達
し
て
い
る
。
ネ
ス
レ
を
は
じ
め
上
位
一

0
社
が
世
界
の

加
工
食
品
市
場
に
占
め
る
割
合
は
一
一
八
％
、
小
売
段
階
で
も
上
位
一
五
社
の
巨
大
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
市
場
占
有
率

は
三

0
％
に
達
す
る
。
国
や
地
域
別
に
み
れ
ば
、
そ
の
占
有
率
は
さ
ら
に
高
く
な
る
。
農
業
食
料
関
連
産
業
は
農
家
経
営

だ
け
で
な
く
農
村
社
会
、
地
域
経
済
、
食
文
化
、
自
然
環
境
、
健
康
・
栄
養
、
途
上
国
の
貧
困
と
開
発
、
食
料
安
全
保
障

な
ど
あ
ら
ゆ
る
問
題
領
域
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
保
護
や
規
制
の
あ
り
方
が
つ
ね
に
政
治

問
題
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
思
決
定
が
巨
大
多
国
籍
企
業
の
利
害
に
左
右
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
地
球
市
民
と
し

て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
黙
っ
て
み
す
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

マ
リ
オ
ン
・
ネ
ス
ル
は
専
門
の
栄
養
学
を
ふ
ま
え
、
『
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
著
作
の
な
か

で
米
国
の
食
品
・
栄
養
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
食
品
企
業
の
政
治
的
・
規
範
的
な
影
響
力
を
論
じ
て
い
る
が
、
立
川
雅

司
は
こ
れ
を
農
業
政
策
に
も
広
げ
て
「
食
料
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
活
動
に
関
与
し
よ
う
と
す

る
政
治
的
過
程
」
と
い
う
定
義
を
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
与
え
て
い
る
。
本
章
は
こ
れ
に
な
ら
い
、
フ
ー
ド
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
を
「
食
料
の
生
産
か
ら
消
費
に
い
た
る
価
値
連
鎖
と
市
場
制
度
を
調
整

(
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
f
o
r
 b
u
s
i
n
e
s
s
)

な
い
し

規
制

(
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
o
f
 b
u
s
i
n
e
s
s
)

す
る
た
め
の
政
策
形
成
過
程
に
関
与
す
る
利
害
主
体
間
の
関
係
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
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農
業
・
食
料
分
野
の
多
国
籍
企
業
を
多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
（
あ
る
い
は
ア
グ
リ
フ
ー
ド
ビ
ジ
ネ
ス
）
と
一
括
り
に

表
現
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
農
業
食
料
関
連
産
業
は
商
品
価
値
連
鎖
を
通
じ
て
相
互
に
連
関
し
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
別
個

の
論
理
に
も
と
づ
く
産
業
部
門
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
農
業
生
産
資
材
部
門
、
農
産
物
取
引
部
門
、
食
品
加

工
部
門
、
食
品
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
四
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
な
顔
ぶ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

農
業
生
産
資
材
産
業
は
さ
ら
に
農
薬
、
種
子
、
肥
料
、
農
機
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
機
械
化
・
化
学
化
・
装
置
化
・
バ

イ
テ
ク
化
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
農
業
技
術
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
商
品
化
を
通
じ
て
農
業
生
産
力
の
増
進
に
大

き
く
貢
献
し
て
き
た
産
業
部
門
で
あ
る
。
研
究
開
発
力
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
カ
が
も
の
を
い
う
農
薬
産
業
で
は
、
シ
ン
ジ

ェ
ン
タ
、
バ
イ
エ
ル
、

B
A
S
F
、
モ
ン
サ
ン
ト
、
ダ
ウ
ア
グ
ロ
、
デ
ュ
ポ
ン
の
上
位
六
社
が
農
業
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
分
野
の
研
究
開
発
と
商
品
化
に
も
力
を
入
れ
、
と
く
に
モ
ン
サ
ン
ト
、
デ
ュ
ポ
ン
、
シ
ン
ジ
ェ
ン
タ
の
一
二
社
は
種
子
市

場
で
も
寡
占
化
を
強
め
て
い
る
。
彼
ら
が
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
詳
し
く
は
次
章
）
。
化
学
肥
料

産
業
の
場
合
は
資
源
の
賦
存
状
況
に
大
き
な
偏
り
が
あ
る
た
め
産
出
国
企
業
な
い
し
資
源
独
占
企
業
に
よ
る
市
場
影
響
力

が
強
く
、
と
く
に
ャ
ラ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
カ
ー
ギ
ル
合
弁
子
会
社
モ
ザ
イ
ク
、
ポ
タ
ッ
シ
ュ
・
コ
ー
プ
の
一
一
一
社

多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
顔
ぶ
れ

多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
農
業
・
食
料
支
削

れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
考
え
た
い
と
思
う
。
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の
シ
ェ
ア
が
高
い
。
農
業
機
械
産
業
で
は
技
術
力
に
加
え
て
ブ
ラ
ン
ド
カ
が
重
視
さ
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
企
業
間
の
吸
収
合
併

を
通
じ
た
業
界
再
親
が
続
い
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ア
や

C
N
H
グ
ロ
ー
バ
ル
、

A
G
C
O
な
ど
上
位
企
業
の
寡
占
化
が
強
ま

っ
て
い
る
。

農
産
物
取
引
部
門
で
は
、
カ
ー
ギ
ル
や
ブ
ン
ゲ
（
バ
ン
ギ
）
、

A
D
M
に
代
表
さ
れ
る
穀
物
メ
ジ
ャ
ー
、
タ
イ
ソ
ン
・
フ

ー
ズ
や
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
、
カ
ー
ギ
ル
子
会
社
エ
ク
セ
ル
、

J
B
S
に
代
表
さ
れ
る
食
肉
パ
ッ
カ
ー
、
ド
ー
ル
・
フ
ー

ド
や
チ
キ
ー
タ
、
デ
ル
モ
ン
テ
に
代
表
さ
れ
る
青
果
物
メ
ジ
ャ
ー
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
川
上
方
向
（
農

業
生
産
の
組
織
化
）
と
川
下
方
向
（
一
次
加
工
、
多
用
途
利
用
）
へ
の
事
業
展
開
、
い
わ
ゆ
る
垂
直
的
統
合
が
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
と
く
に
穀
物
メ
ジ
ャ
ー
は
製
粉
、
飼
料
、
搾
油
と
い
っ
た
伝
統
的
な
一
次
加
工
や
飼
料
を
使
っ
た
畜
産
・

食
肉
加
工
に
と
ど
ま
ら
ず
、
異
性
化
糖
や
レ
シ
チ
ン
、
ス
タ
ー
チ
、
健
康
機
能
性
成
分
な
ど
の
加
工
食
品
原
料
、
ポ
リ
乳

酸
や
ス
タ
ー
チ
な
ど
の
工
業
用
原
料
、
さ
ら
に
エ
タ
ノ
ー
ル
や
デ
ィ
ー
ゼ
ル
な
ど
の
バ
イ
オ
燃
料
へ
の
高
付
加
価
値
化
を

は
か
っ
て
い
る
。

食
品
加
工
部
門
で
は
、
各
国
・
各
地
域
で
長
年
親
し
ま
れ
て
き
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
や
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド

の
競
争
力
が
強
く
、
多
国
籍
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
が
そ
の
ま
ま
グ
ロ
ー
バ
ル
に
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
カ
コ
ー
ラ
の

よ
う
に
、
統
一
ブ
ラ
ン
ド
が
世
界
の
す
み
ず
み
に
ま
で
浸
透
す
る
例
は
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
多
国
籍
食
品
企
業
の
多
く
は

既
存
の
ブ
ラ
ン
ド
企
業
を
買
収
し
な
が
ら
事
業
を
拡
大
し
、
ま
た
海
外
進
出
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
典
型
が
、
ネ
ス
レ

や
ユ
ニ
リ
ー
バ
、
ク
ラ
フ
ト
・
フ
ー
ズ
、
コ
ナ
グ
ラ
・
フ
ー
ズ
で
あ
る
。

食
品
小
売
部
門
で
は
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
、
カ
ル
フ
ー
ル
、
テ
ス
コ
な
ど
の
巨
大
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ
ー
ン
の
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国
際
政
治
過
程
で
の
影
響
力

影
響
力
、
い
わ
ゆ
る
バ
イ
イ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
が
急
速
に
強
ま
っ
て
お
り
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
内
の
力
関
係
が
川
上
主
導
か

ら
川
下
主
導
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き
た
こ
と
が
近
年
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
部
門
を
ま
た
い
だ
企
業
間
の
過
当
競

争
に
加
え
、
高
品
質
化
に
よ
る
商
品
差
別
化
、
と
く
に
食
品
安
全
性
や
倫
理
的
調
逹
の
確
保
な
ど
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
に
規
格
認
証
制
度
の
導
人
を
主
導
し
、
川
下
か
ら
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
管
理
を
強
化
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
で

あ
る
。G

A
T
T
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
以
来
、
自
由
貿
易
交
渉
に
取
り
人
れ
ら
れ
大
き
な
利
害
衝
突
の
舞
台
と
な
っ
て
き

た
問
題
領
域
と
し
て
、
農
産
物
貿
易
交
渉
の
ほ
か
に
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
化
、
投
資
の
自
由
化
、
知
的
所
有
権
保
護
の
強
化

が
あ
る
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
難
航
し
て
い
た
一
九
九
〇
＼
九
四
年
、
自
由
貿
易
交
渉
の
再
開
と
推
進
を
は
た
ら

き
か
け
る
た
め
に
、
米
国
元
通
尚
代
表
を
議
長
に
主
要
多
国
籍
企
業
を
含
む
多
数
の
米
国
企
業
群
が
多
角
的
貿
易
交
渉
連

合

(
M
T
N
C
)
を
組
織
し
た
。
一
九
九
九
年
に
は
、
生
産
者
団
体
や
主
要
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
、
業
界
団
体
で
構
成

す
る
農
業
貿
易
連
合

(
A
g
T
r
a
d
e
Coalition)

が
設
立
さ
れ
、

W
T
O
農
業
交
渉
で
い
っ
そ
う
の
貿
易
自
由
化
を
主
導
す

る
よ
う
米
国
政
府
を
促
し
た
。
さ
ら
に
一
―

0
0
五
年
、
米
国
の
産
業
横
断
的
な
利
害
を
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
反
映
さ
せ

る
た
め
、
ド
ー
ハ
の
た
め
の
米
国
ビ
ジ
ネ
ス
連
合

(
A
B
C
D
o
h
a
)

が
組
織
さ
れ
、
主
な
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
・
業
界
団
体
も

こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
他
方
、

E
u
で
は
欧
州
産
業
経
営
者
連
盟

(
U
N
I
C
E
)
や
欧
州
産
業
家
円
卓
会
議

(
E
R
T
)

な
ど
の
恒
常
的
な
産
業
団
体
が
政
策
形
成
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
国
際
的
な
産
業
団
体
と
し
て
は
、
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九
八
七
年
に
設
立
さ
れ
た
国
際
食
料
農
業
貿
易
政
策
委
員
会

(
I
P
C
)
が
G
A
T
T
.
W
T
O
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
、
各

国
政
府
関
係
者
や

O
E
C
D
、

F
A
0
、
世
界
銀
行
な
ど
の
国
際
機
関
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
、
政
策
提
言
や

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
な
ど
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
能
も
発
揮
し
て
い
る
。
国
際
商
工
会
議
所

(
I
C
C
)
や
O
E
C
D
経

済
産
業
諮
問
委
員
会

(
B
I
A
C
)
な
ど
の
常
設
機
関
の
役
割
も
無
視
で
き
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
化
は
、
金
腋
・
保
険
、
卸
小
売
、
旅
行
、
運
輸
や
水
道
・
公
衆
衛
生
な
ど
の
公
益
事
業
の
国
際
展
開

に
対
す
る
政
府
規
制
の
削
減
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
年
の
水
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ

ー
ン
の
多
国
籍
化
な
ど
、
農
業
食
料
関
連
産
業
に
も
深
く
か
か
わ
る
領
域
で
あ
る
。
米
国
で
は
一
九
八
二
年
に
米
国
サ
ー

ビ
ス
産
業
連
合

(
U
S
C
S
I
)
が
組
織
さ
れ
、
米
国
政
府
に
は
た
ら
き
か
け
て
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
議
題

に
取
り
上
げ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
、
一
九
九
五
年
の

W
T
o
「
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」

(
G
A
T
S
)
に
結

実
し
た
。
―

1
0
0
0
年
の
改
訂
時
に
は
、
国
際
ロ
ビ
ー
活
動
の
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
G

S
N
)
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
知
的
所
有
権
交
渉
で
も
産
業
界
の
ロ
ビ
ー
活
動
は
顕
著
だ
っ
た
。
一
九
八
一
年
に
フ
ァ

イ
ザ
ー
と

I
B
M
が
知
的
所
有
権
間
題
を
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
議
題
に
取
り
上
げ
る
よ
う
米
国
政
府
に
は
た

ら
き
か
け
た
の
を
契
機
に
、
一
九
八
六
年
に
は
知
的
所
有
権
委
員
会

(
I
P
C
)
を
結
成
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

を
拠
点
に
国
際
的
な
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
一
九
九
四
年
の
「
貿
易
関
連
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
協
定
」

(
T
R
I
P
S
)
に
結
実
し
た
。

W
T
O
以
外
で
も
、
た
と
え
ば
生
物
多
様
性
条
約
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
（
カ
ル
タ
ヘ
ナ
）
議
定
書
の
交
渉
過
程
で
、
バ

(
8
)
 

イ
オ
産
業
ロ
ビ
ー
団
体

(
G
l
o
b
a
l
I
n
d
u
s
t
r
y
 Coalition)

が
存
在
感
を
誇
示
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
食
品
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の
国
際
規
格
を
設
定
す
る
た
め
一
九
六
二
年
に
設
立
さ
れ
た

F
A
O
・
W
H
o
合
同
食
品
規
格
委
員
会
、

デ
ッ
ク
ス
委
員
会
も
、
多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
に
と
っ
て
は
重
要
な
政
治
舞
台
で
あ
る
。
多
国
籍
企
業
は
コ
ー
デ
ッ
ク

ス
委
員
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
と
き
に
政
府
代
表
団
の
一
員
と
し
て
参
加
し
、
恒
常
的
な
ロ
ビ

ー
団
体

(
F
o
o
d
I
n
d
u
s
t
r
y
 C
o
d
e
x
 Coalition)

も
組
織
し
な
が
ら
、
そ
の
圧
倒
的
な
動
貝
力
と
資
金
力
で
専
門
的
な
議
論

に
も
影
響
を
及
ぽ
し
て
き
た
。
一
九
八
九
＼
九
一
年
の
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
会
合
に
参
加
し
た
一

0
五
カ
国
一
一
五
七
八
名
の
所

属
を
分
析
し
た
ナ
タ
リ
ー
・
ア
ヴ
ェ
リ
ー
ら
に
よ
る
と
、
産
業
界
か
ら
一
四

0
社
六
六

0
名
の
参
加
に
対
し
て
、
消
費
者

団
体
は
八
団
体
二
六
名
に
と
ど
ま
っ
た
。
農
薬
残
留
委
員
会
で
は
三
三
％
に
あ
た
る
一
―
一
七
名
が
多
国
籍
企
業
関
係
者
で
、

途
上
国
政
府
関
係
者
八

0
名
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
。
米
国
代
表
二
四
三
名
の
う
ち
―
一
九
名
が
産
業
団
体
か
ら
の
参

加
で
、
政
府
機
関
一
―
―
一
名
よ
り
多
か
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
九
＼
二

0
0
一
年
の
状
況
を
調
べ
た
レ
ス
リ
ー
・
ス
ク
レ

ア
に
よ
る
と
、
二

0
0
0
年
に
開
か
れ
た
食
品
表
示
部
会
の
公
式
参
加
者
約
―

1
0
0
名
の
う
ち
四
八
名
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

(10) 

参
加
者
約
六

0
名
の
う
ち
―
―
一
五
名
が
企
業
・
産
業
団
体
関
係
者
で
あ
っ
た
。

前
出
の
フ
ッ
ク
ス
は
、
多
国
籍
企
業
が
政
治
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
方
法
を
一
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い
る
。
第

一
に
、
政
府
関
係
者
や
議
貝
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
や
政
治
資
金
の
拠
出
に
よ
っ
て
影
響
を
及
ぼ
す
や
り
方
で
、
フ
ッ
ク

ス
は
「
道
具
的
権
力
」
と
名
付
け
て
い
る
。
直
接
的
な
利
害
と
結
果
が
日
に
み
え
る
の
で
わ
か
り
や
す
い
反
面
、
そ
れ
を

具
体
的
に
実
証
す
る
の
は
難
し
い
。
第
二
に
、
政
策
の
方
向
性
を
大
枠
で
規
定
し
、
政
策
選
択
の
輻
を
あ
ら
か
じ
め
狭
め

て
し
ま
う
や
り
方
で
、
「
構
造
的
権
力
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
そ
れ
を
先
導
す
る

I
M
F
や
世
界
銀
行
、

W
T
O
な
ど
の
国
際
経
済
機
関
の
影
響
力
拡
大
が
国
家
の
公
共
政
策
能
力
や
国
家
間
の
政
策
調
整

い
わ
ゆ
る
コ
ー
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能
力
を
収
縮
さ
せ
、
そ
の
一
方
で
、
多
国
籍
企
業
の
直
接
投
資
を
惹
き
つ
け
る
た
め
に
投
資
規
制
や
労
働
基
準
・
環
境
基

準
の
緩
和
を
競
い
合
い
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
と
民
主
主
義
の
空
洞
化
を
招
い
て
い
る
国
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
厳
し

い
財
政
状
況
の
な
か
で
多
様
化
・
高
度
化
す
る
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
と
称
し
て
、
公
的
機
関
が
民
間
企
業
と
連

携
し
て
事
業
を
進
め
る
官
民
連
携
手
法

(
p
p
p
)
が
増
え
て
い
る
し
、
多
国
籍
企
業
が
主
導
す
る
各
種
認
証
基
準
が
事

実
上
の
国
際
標
準
規
格
に
な
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
多
国
籍
企
業
は
議
題
設
定

(
a
g
e
n
d
a
,
s
e
t
t
i
n
g
)

に

と
ど
ま
ら
ず
、
規
則
制
定

(
r
u
l
e
,
m
a
k
i
n
g
)

を
も
掌
握
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
そ
れ
だ
け
の
政
治
的
影
響
力

を
行
使
す
る
に
は
、
多
国
籍
企
業
の
関
与
が
法
的
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
規
範
的
に
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
正
当
性
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
略
な
い
し
「
言
説
的
権
力
」
が

璽
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
食
料
安
全
保
障
を
実
現
す
る
た
め
に
は
貿
易
や
投
資
を
自
由

化
・
円
滑
化
す
る
必
要
が
あ
る
、
途
上
国
農
業
開
発
の
た
め
に
は
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
新
技
術
の
導

人
が
不
可
欠
で
あ
る
、
遺
伝
子
組
換
え

(
G
M
)
作
物
の
安
全
性
評
価
や
環
境
影
響
評
価
は
「
健
全
な
科
学
」
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
消
費
者
や
環
境
保
護
活
動
家
の
「
非
科
学
的
」
な
懸
念
や
過
剰
反
応
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
っ
た
言
説
を
意
識
的
に
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
野
で
専
門
的
技
術
や
事
業
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
多

国
籍
企
業
の
積
極
的
関
与
は
、
こ
う
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
彼
ら
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
為
政
者
だ
け
で
な
く
、
専
門
的
言
説

を
通
じ
て
科
学
者
や
教
育
者
、
マ
ス
メ
デ
イ
ア
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
一
般
市
民
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
露
骨
な
政
治
介
入
だ
け
が
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
で
は
な
い
。
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米
国
市
場
の
寡
占
化
と
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

多
国
籍
企
業
で
注

H
さ
れ
る
の
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
発
揮
さ
れ
る
政
治
経
済
的
な
影
響

カ
で
あ
る
が
、
事
業
活
動
の
足
場
は
各
国
・
各
地
域
の
市
場
で
あ
り
、
各
国
・
各
地
域
の
政
策
形
成
過
程
で
あ
る
。
米
国

を
事
例
に
、
市
場
占
有
率
の
高
ま
り
が
農
業
構
造
に
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス

の
政
治
行
動
に
つ
い
て
次
に
み
て
み
よ
う
。

米
国
の
ブ
ロ
イ
ラ
ー
産
業
は
過
去
二

0
年
間
で
集
中
・
集
積
の
度
合
い
を
高
め
て
き
た
。
鶏
肉
パ
ッ
カ
ー
上
位
四
社
の

市
場
占
有
率

(
C
R
4
)
は
五
九
％
で
、
こ
の
一

0
年
間
で
五
割
増
、
一
九
八

0
年
代
か
ら
三
倍
増
で
あ
る
。
ブ
ロ
イ
ラ

ー
産
業
は
垂
直
的
統
合
が
も
っ
と
も
進
ん
で
い
る
農
業
部
門
で
も
あ
る
。
理
論
上
、
契
約
生
産
は
生
産
者
と
イ
ン
テ
グ
レ(12) 

ー
タ
ー
の
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
が
、
鶏
肉
パ
ッ
カ
ー
の
寡
占
化
が
進
行
し
て
い
る
も
と
で
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

約
半
数
の
養
鶏
農
家
が
、
近
辺
で
契
約
可
能
な
イ
ン
テ
グ
レ
ー
タ
ー
が
一
ー
ニ
業
者
し
か
い
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。

農
家
の
選
択
肢
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
た
め
不
利
な
内
容
の
契
約
で
も
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
イ
ン
テ
グ
レ
ー
タ
ー
か
ら
契

約
更
新
の
保
証
も
な
く
、
要
求
さ
れ
る
ま
ま
に
設
備
投
資
を
重
ね
て
借
金
漬
け
と
な
っ
て
い
る
う
え
に
、
イ
ン
テ
グ
レ
ー

タ
ー
ヘ
の
訴
訟
を
禁
ず
る
規
定
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
農
家
も
少
な
く
な
い
。

(13) 

酪
農
部
門
も
事
態
は
深
刻
で
あ
る
。
一
九
九
七
ー
ニ

0
0
七
年
に
五
万
二

0
0
0
戸
、
毎
年
五

O
O
O
I
Qも
の
酪
農
家

が
姿
を
消
す
一
方
、
平
均
飼
蓑
頭
数
は
一
九
八

0
年
の
三
二
頭
か
ら
二

0
0
四
年
の
一
―
―
頭
へ
と
大
幅
に
増
え
た
。
ニ
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0
0
0
頭
以
上
の
経
営
規
模
を
も
つ
酪
農
家
の
数
は
二

0
0
0
¥
〇
六
年
に
二
倍
以
上
に
増
え
、
い
ま
や
集
約
的
フ
ィ
ー

ド
ロ
ッ
ト
で
一
万
頭
以
上
を
飼
養
す
る
メ
ガ
フ
ァ
ー
ム
も
珍
し
く
は
な
い
。
乳
業
メ
ー
カ
ー
の
寡
占
化
も
進
み
、

C
R
4

(14) 

は
一
九
九
七
＼
―

1
0
0
二
年
の
五
年
間
で
ニ
―
％
か
ら
四
一
―
-
％
に
倍
加
し
た
。
通
常
、
地
域
の
酪
農
協
が
酪
農
家
か
ら
生

乳
を
集
荷
す
る
が
、
過
去
二

0
年
間
の
吸
収
合
併
で
酪
農
協
の
集
中
も
進
行
し
た
。
一
万
七

0
0
0
戸
の
酪
農
家
を
全
国

で
組
織
し
、
集
荷
量
全
体
の
一
二
割
以
上
を
占
め
る
酪
農
協
D
F
A
は
、
全
国
飲
用
乳
市
場
の
四
割
、
有
機
乳
市
場
の
六
割

を
支
配
す
る
乳
業
最
大
手
デ
ィ
ー
ン
・
フ
ー
ズ
に
対
す
る
筆
頭
納
入
業
者
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
ン
・
フ
ー
ズ

の
乳
製
品
売
上
高
の
二
割
が
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
で
の
販
売
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
寡
占
市
場
の
影
響
は
取
引
価
格
に
端
的
に

表
れ
て
い
る
。
―

1
0
0
七
年
七
月
か
ら
二

0
0
九
年
九
月
ま
で
の
約
二
年
間
で
小
売
価
格
は
全
乳
で
二
三
％
下
落
し
た
が
、

飼
料
代
が
三
五
％
増
、
燃
料
代
が
三

0
％
増
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
家
の
受
取
価
格
は
一

0
0

ポ
ン
ド
ニ
―
•
六

0
ド
ル
か
ら
一
―
・
三

0
ド
ル
に
半
減
し
た
。
こ
う
し
た
窮
状
を
ふ
ま
え
、
二

0
0
九
年
一

0
月
に
は
北
東
部
の
酪
農
家

が
D
F
A
と
デ
ィ
ー
ン
・
フ
ー
ズ
を
相
手
に
集
団
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
。

現
在
、
司
法
省
と
農
務
省
が
共
同
で
農
業
関
連
市
場
に
お
け
る
不
公
正
競
争
の
調
究
を
進
め
て
お
り
、
と
く
に
酪
農
・

畜
産
市
場
と
次
章
で
取
り
上
げ
る
種
子
市
場
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
工
業
者
に
よ
る
垂
直
的
統
合
や
小

売
業
者
に
よ
る
バ
イ
イ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
も
調
査
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
。
農
務
省
で
は
ま
た
、
家
畜
・
食

鳥
取
引
の
公
正
性
を
高
め
る
た
め
、
反
競
争
的
取
引
を
規
制
す
る
パ
ッ
カ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
法
の
改
正
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。
今
後
の
議
論
の
行
方
が
注

H
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
不
公
正
取
引
の
監
視
・
指
導
を
怠
っ
て
き
た
の
は
米
国
政

府
自
身
の
責
任
で
あ
る
し
、
と
く
に
後
者
の
法
改
正
に
対
し
て
は
食
肉
パ
ッ
カ
ー
を
代
表
す
る
米
国
食
肉
協
会

(
A
M
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四

I
)
、
大
規
模
畜
産
経
営
を
代
表
す
る
全
国
肉
用
牛
生
産
者
協
会

(
N
C
B
A
)
や
全
国
豚
肉
生
産
者
協
議
会

(
N
P
P

C
)
が
新
た
な
規
制
強
化
に
反
発
し
て
お
り
、
予
断
を
許
さ
な
い
。
「
U
S
D
A
株
式
会
社
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
実
態
告

発
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
食
品
安
全
行
政
や
公
正
取
引
行
政
な
ど

U
S
D
A
の
規
制
政
策
が
そ
も
そ
も
機
能
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
原
因
は

U
S
D
A
と
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
の
癒
着
関
係
に
あ
る
。

U
S
D
A
が
家
族
経
営
や
消
費
者
の
利
益
で
は
な

く
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
利
益
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
農
業
生
産
・
食
品
加
工
に
お
け
る
寡

占
化
の
高
ま
り
と
、
そ
れ
を
背
景
に
増
大
し
て
い
る
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
政
治
的
影
響
力
に
起
因
し
て
い
る
。
不
公
正
取

引
を
規
制
す
る
パ
ッ
カ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
法
が
十
分
に
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
に
加
え
、
水
質
保
全
法
の
二
〇

0
-
―
一
年
規
則
改
正
に
も
と
づ
く
大
規
模
畜
産
経
営
の
汚
染
物
質
排
出
規
制
が
不
十
分
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
起
こ
さ
れ
た
訴
訟

の
判
決
に
対
応
し
た
修
正
規
則
の
適
用
も
先
延
ば
し
さ
れ
て
き
た
問
題
（
二

0
0
八
年
一
一
月
に
最
終
規
則
公
示
）
、
二

0

0

二
年
農
業
法
に
も
と
づ
く
原
産
地
表
示
の
義
務
づ
け
が
二
度
に
わ
た
り
先
送
り
さ
れ
て
き
た
間
題
(
―

1
0
0
八
年
一

0
月

(16) 

か
ら
施
行
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
業
界
団
体
や
大
規
模
経
営
者
団
体
に
よ
る
ロ
ビ
ー
活
動
や
恨
論
形
成
、
さ
ら
に

は
「
回
転
ド
ア
」
と
も
椰
楡
さ
れ
る
政
府
機
関
と
の
人
事
交
流
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

対
抗
運
動
と
し
て
の
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
も
う
―
つ
の
側
面
は
、
家
族
農
業
経
営
や
農
村
地
域
社
会
の
衰
退
を
よ
そ
に
肥
大
化
を
続

け
る
農
業
食
料
関
連
産
業
と
国
内
外
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
に
よ
る
農
業
・
食
料
の
支
配
、
そ
の
も
と
で
進
行
す
る
「
農
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業
の
工
業
化
」
や
「
農
と
食
の
乖
離
」
と
い
っ
た
状
況
に
対
抗
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
趨
勢
か
ら
み
ず
か
ら
を

遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
有
機
農
業
の
実
践
、
産
消
提
携
．

C
S
A
や
農
産
物
恒
売
所
、
地
産
地
消
型
学
校

給
食
な
ど
の
実
践
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
関
係
性
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
性
を
取
り
戻
そ
う
と

す
る
取
り
組
み
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
国
内
お
よ
び

国
際
的
な
農
業
・
食
料
市
場
で
多
国
籍
企
業
が
行
使
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
政
策
形
成
過
程
に
及
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て

法
制
度
の
修
正
・
再
構
築
へ
の
展
望
を
抜
き
に
、
「
点
」
や
「
線
」
だ
け
の
対
抗
運
動
が
ど
こ
ま
で
有
効
で
持
続
的
た
り
え

る
の
だ
ろ
う
か
。
対
抗
運
動
と
し
て
の
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
他
方
で
、
問
題
領
域
ご
と
、
あ
る
い
は
領
域
横
断
的

に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
な
が
ら
多
国
籍
企
業
や
国
際
経
済
機
関
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
牽
制
し
、
国
際
社
会
で
発
言
力
を

高
め
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
組
織
や
グ
ロ
ー
バ
ル
小
農
運
動
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ

ル
市
民
社
会
に
よ
る
対
抗
運
動
が
、
ロ
ー
カ
ル
な
対
抗
運
動
と
も
接
合
し
な
が
ら
、
国
家
・
国
際
社
会
に
お
け
る
法
制
度

の
修
正
・
再
構
築
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
農

と
食
を
取
り
戻
す
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
運
動
の
可
能
性
で
あ
る
。

近
年
、
日
本
で
も
「
食
料
主
権
」
と
い
う
考
え
方
が
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。
食
料
主
権
と
は
、
す
べ
て
の
民
衆
が
自

分
た
ち
の
食
料
・
農
業
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
権
利
（
国
民
主
権
）
と
各
国
が
自
国
民
の
た
め
の
食
料
生
産
を
最
優
先
し
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
輸
入
規
制
や
価
格
保
障
な
ど
の
食
料
・
農
業
政
策
を
自
主
的
に
決
定
す
る
権
利
（
国
家
、
王
権
）
の
両

方
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
一
九
九
六
年
の
食
料
サ
ミ
ッ
ト
に
あ
わ
せ
て
国
際
的
な
農
民
運
動
組
織
で
あ
る

ビ
ア
・
カ
ン
ペ
シ
ー
ナ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
二

0
0
二
年
の
食
料
サ
ミ
ッ
ト
五
年
後
会
合
に
向
け
て
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五
0
を
超
え
る
非
政
府
組
織
・
市
民
社
会
組
織
が
連
帯
し
て
結
成
さ
れ
た
国
際
食
料
主
権
実
行
委
員
会

(
I
P
C
)
に
も

継
承
さ
れ
る
な
ど
、
小
農
運
動
に
と
ど
ま
ら
な
い
分
野
横
断
的
な
広
が
り
を
と
も
な
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
社
会
運
動

(18) 

的
概
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
と
並
行
し
て
、
一
九
九
九
年
末
に
シ
ア
ト
ル
で
開
か
れ
た

W
T
O
閣
僚
会
合
を
決
裂
に

追
い
込
ん
だ
大
規
模
な
抗
議
行
動
「
シ
ア
ト
ル
の
闘
い
」
は
、
そ
の
後
、
労
働
運
動
や
農
民
運
動
、
消
費
者
運
動
、
環
境

保
護
運
動
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
非
政
府
組
織
・
市
民
社
会
組
織
を
結
集
さ
せ
た
世
界
社
会
フ

ォ
ー
ラ
ム

(
W
S
F
)
の
誕
生
に
結
び
つ
い
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
ヘ
の
抵
抗
運
動
で

あ
る
が
、
「
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
誤
り
で
あ
り
、
世
界
各
地
の
ロ
ー
カ
ル
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
運
動

が
「
も
う
―
つ
の
冊
界
は
可
能
だ
」
と
い
う
標
語
の
も
と
に
国
際
的
な
連
帯
を
模
索
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
運
動
で
あ

る。
他
方
、
国
連
人
権
理
事
会
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
「
食
料
へ
の
権
利
」
論
も
と
み
に
注
日
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ

は
、
す
べ
て
の
人
が
適
切
な
食
料
ま
た
は
そ
の
調
達
手
段
へ
の
物
理
的
・
経
済
的
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
こ
と
を
、
人
間
に

固
有
の
尊
厳
と
不
可
分
な
基
本
的
人
権
の
一
っ
と
し
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
人
権
章
典
に
根
拠
を
も
つ
こ
の
概

念
が
と
く
に
璽
要
な
の
は
、
そ
れ
が
権
利
主
体
と
義
務
主
体
の
規
範
的
関
係
を
含
意
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
・
国
際
機

関
の
法
的
義
務
、
さ
ら
に
は
多
国
籍
企
業
規
制
の
必
要
性
ま
で
も
が
国
際
法
上
の
枠
組
み
の
な
か
で
議
論
さ
れ
て
い
る
か

(20) 

ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
国
連
を
中
心
と
す
る
農
業
・
食
料
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
は
、
ビ

ア
・
カ
ン
ペ
シ
ー
ナ
や

I
P
C
、
W
S
F
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
運
動
の
今

H
的
な
到
達
点
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
。
国
連
人
権
理
事
会
は
二

0
0
八
年
の
決
議
で
食
料
主
権
に
言
及
し
、
さ
ら
に
国
連
総
会
の
決
議
で
も
食
料
主
権
の
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概
念
的
検
討
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
が
相
乗
的
に
効
果
を
発
揮
し
な
が
ら
、
食

料
・
農
業
資
源
の
囲
い
込
み
を
進
め
る
多
国
籍
企
業
や
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
食
料
・
農
業
政
策
に
も
持
ち

込
も
う
と
す
る
国
際
経
済
機
関
が
主
導
す
る
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
対
抗
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
趨
勢

を
創
り
出
せ
る
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
る
。

(
1
)

こ
の
呼
び
名
は
二

0
1
0
年
二
月
に
放
映
さ
れ
た
N

H

K
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
1

世
界
農
地
争
奪
戦
』
（
同

年
一

0
月
に
同
名
書
が
新
潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
）
に
由
来
す
る
が
、
国
際
的
に
は
「
l
a
n
d
g
r
a
b
b
i
n
g
 
(
農
地
収
奪
）
」
と
い
う
表
現
が
定

着
し
て
い
る
。

(
2
)
D
o
r
i
s
 F
u
c
h
s
`
B
u
s
i
箋
ss
P
o
w
e
r
 in 
G
l
o
b
a
l
 G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
,
 L
y
n
n
e
 R
i
e
n
n
e
r
 Publishers. 2
0
0
7
,
 
p. 5
5
.
 

(
3
)
G
R
A
I
N
,
 "Global 
A
g
r
i
b
u
s
i
n
e
s
s
ご
f
w
o
D
e
c
a
d
e
s
 of Plunder," Seedling, J
u
l
y
 2
0
1
0
.
 

(
4
)
3
D
,
 E
x
p
l
o
r
i
n
g
 t
h
e
 Global F
o
o
d
 S
u
p
p
l
y
 C
h
a
i
n
:
 M
a
r
k
e
t
s
.
 C
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 S
y
s
t
e
m
s
.
 M
a
y
 20
1
0
.
 

(
5
)
M
a
r
i
o
n
 Nestle, F
o
o
d
 Politics: 
H
o
w
 the 
F
o
o
d
 I
n
d
u
s
t
r
y
 l
、
ミ
葵
祠
es
N
u
t
r
i
t
i
o
n
 aミ
d
H
e
d
l
t
h」

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
of California 

Press, 2
0
0
2
.
 

(
三
宅
真
季
子
・
鈴
木
慎
理
子
訳
『
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
ー
ー
肥
満
社
会
と
食
品
産
業
』
新
曜
社
、
二

0
0
五
年
）

(
6
)

立
川
雅
司
「
フ
ー
ド
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
ア
メ
リ
カ
」
『
農
業
と
経
済
』
二

0
0
六
年
四
月
臨
時
増
刊
号
。

(
7
)

久
野
秀
二
「
農
業
資
材
産
業
に
お
け
る
多
国
籍
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
」
『
農
業
市
場
研
究
』
一
九
巻
三
号
、
二

0
1
0

年。

(
8
)
A
a
r
t
i
 G
u
p
t
a
,
 
"
F
r
a
m
i
n
g
'
B
i
o
s
a
f
e
t
y
'
i
n
 
a
n
 
International 
C
o
n
t
e
x
t
 
T
h
e
 B
i
o
s
a
f
e
t
y
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
'
`
E
N
R
P
 

D
匂
ussion
P
a
p
e
r

、
E
,
9
9
'
l
o
•
K
e
n
n
e
d
y

S
c
h
o
o
l
 of G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 H
a
r
v
a
r
d
 University, 
1999. 

(
9
)
N
a
t
a
l
i
e
 
A
v
e
r
y
`
M
a
r
t
i
n
e
 
D
r
a
k
e
 
a
n
d
 
T
i
m
 L
a
n
g
,
 
C
r
a
c
k
i
n
g
 
t
h
e
 
C
o
d
e
x
:
 
A
 R
e
p
o
r
t
 
o
n
 
t
h
e
 
C
o
d
e
x
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
u
s
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 U
K
 Na
t
i
o
n
a
l
 F
o
o
d
 Alliance, 1
9
9
3
;
 
N
a
t
a
l
i
e
 
A
v
e
r
y
,
 "
H
o
w
 T
N
C
s
 I
n
f
l
u
e
n
c
e
 G
l
o
b
a
l
 F
o
o
d
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
,
"
 
T
h
i
r
d
 

W
o
r
l
d
 N
e
t
w
o
r
k
 F
e
a
t
u
r
e
s
,
 
O
c
t
o
b
e
r
 2
4
,
 
1
9
9
5
.
 

(
1
0
)
L
e
s
l
i
e
 
Sklair, 
"
T
h
e
 
T
r
a
n
s
n
a
t
i
o
n
a
l
 
Capitalist 
C
l
a
s
s
 
a
n
d
 
G
l
o
b
a
l
 
Politics; 
D
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
,
S
t
a
t
e
 

C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
"
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 Political S
c
i
e
n
c
e
 R
e
v
i
e
w
,
 vol. 3
3
,
.
 
no. 2
,
,
 2
0
0
2
.
 

(11)

ピ
ル
グ
リ
ム
・
プ
ラ
イ
ド
、
タ
イ
ソ
ン
・
フ
ー
ズ
、
パ
ー
デ
ュ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
、
サ
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
四
社
。
た
だ
し
、
最
大
手
ピ
ル
グ

リ
ム
・
プ
ラ
イ
ド
は
二

0
0
六
年
末
に
業
界
三
位
の
ゴ
ー
ル
ド
キ
ス
ト
を
買
収
し
た
際
の
負
債
や
先
物
取
引
の
失
敗
で
経
営
難
に
陥
り
、
民

事
再
生
手
続
き
中
の
二

0
0
九
年
九
月
、
牛
肉
と
豚
肉
の
そ
れ
ぞ
れ
で
米
国
三
位
の
食
肉
パ
ッ
カ
ー
で
あ
る

J
B
S
ス
イ
フ
ト
が
買
収
す
る

こ
と
で
合
意
し
た
。
な
お
、
牛
肉
パ
ッ
カ
ー
は
タ
イ
ソ
ン
・
フ
ー
ズ
、
カ
ー
ギ
ル
、

J
B
S
ス
イ
フ
ト
の
三
社
で
八
五
％
、
豚
肉
パ
ッ
カ
ー

は
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
、
タ
イ
ソ
ン
・
フ
ー
ズ
、

J
B
S
ス
イ
フ
ト
、
カ
ー
ギ
ル
の
四
社
で
六
六
％
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
肉
牛
肥

育
農
家
の
集
中
も
進
み
、
二

0
0
八
年
に
は
一
月
六

0
0
0
頭
以
上
規
模
層
の
一
―
-
％
の
フ
ィ
ー
ド
ロ
ッ
ト
が
七

0
％
を
供
給
し
た
。
し
か

し
、
農
家
受
取
価
格
は
一
九
八
九
＼

JL
二
年
の
一

0
0
ポ
ン
ド
―
―
六
ド
ル
か
ら
―

1
0
0
四
＼
〇
八
年
の
九
五
ド
ル
ヘ
―
―
割
近
く
下
落
し
、

経
営
は
厳
し
く
な
っ
て
い
る

(
F
o
o
d
&
 W
a
t
e
r
 W
a
t
c
h
,
 "
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
 C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 B
u
y
e
r
 P
o
w
e
r
 in 
t
h
e
 B
e
e
f
 I
n
d
u
s
t
r
y
,
"
 

F
a
c
t
 Sheet, J
u
l
y
 2
0
1
0
)
。
仙
g
七
グ
‘
線
4
豚
幽
序
家
料
奴
は
一
九
九
六
＼
―

1
0
0
六
年
の
間
に
一
二
割
減
少
し
、
―

1
0
0
七
年
に
は
二

0
0
0
頭
以
上

規
模
層
が
九
五
％
の
生
産
能
力
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
二
割
は
直
営
農
場
、
七
割
は
生
産
契
約
、
計
九
割
が
パ
ッ
カ
ー
の
影
響
下
に
お
か

れ
て
い
る
。
平
均
取
引
価
格
は
一
九
九
三
年
の
一

0
0
ポ
ン
ド
ヒ

ii
ド
ル
か
ら
二

0
0
四
＼
〇
八
年
の
五
―
―
ド
ル
ま
で
一
二
割
の
下
落
と
な
っ

て
い
る

(
F
o
o
d
&
 W
a
t
e
r
 W
a
t
c
h
,
 "
P
o
r
k
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 H
i
g
h
l
y
 C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
,
 H
o
g
 P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 V
e
r
t
i
c
a
l
l
y
 
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
,
"
 F
a
c
t
 

Sheet, 
M
a
r
c
h
 2
0
1
0
)

。

(
1
2
)
F
o
o
d
 &
 W
a
t
e
r
 W
a
t
c
h
,
 .. A
b
u
s
i
v
e
 P
o
u
l
t
r
y
 C
o
n
t
r
a
c
t
s
 R
e
q
u
i
r
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 A
c
t
i
o
n
.
"
 F
a
c
t
 Sheet, 
M
a
y
 2
0
1
0
.
 

(
1
3
)
F
o
o
d
 &
 W
a
t
e
r
 W
a
t
c
h
,
 "
C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 a
n
d
 P
r
i
c
e
 
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
 in 
t
h
e
 D
a
i
r
y
 I
n
d
u
s
t
r
y
,
"
 F
a
c
t
 Sheet, J
u
n
e
 2
0
1
0
.
 

(14)

デ
ィ
ー
ン
・
フ
ー
ズ
、
ク
ラ
フ
ト
・
フ
ー
ズ
、
ラ
ン
ド
・
オ
ー
レ
イ
ク
、
サ
ピ
ュ
ト
の
四
社
。
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心
）

Philip
Mattera. 

U
S
D
A
 Inc.: 

H
o
w
 Agribusiness 

H
a
s
 Hijacked 

Regulatory 
Policy 

at 
the 

U.S. D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
of 

Agriculture. Corporate Research Project of G
o
o
d
 Jobs First, 

July 2004. 

ぼ
）

父
勾
'
'
<
竺
「
溢
生
は
サ
心
盛
写
竺
モ
寄

S
挙

沖
如

吾
至

ヤ
心

」
勾

二
0
心

1’、I認
産
さ
咲
回
や
芝
淑
士
ぺ
菜
＆
＃
＆
ヤ
ニ
゜

心
）

栄
克

旦
均

亡
心

「
国

溢
ユ

ト
」

S
製

誤
ゴ

Revolving
D
o
o
r
 W
o
r
k
i
n
g
 Group, A

 Matter of 
Trust: 

H
o
w
 the Revolving 

D
o
o
r
 U
n
d
e
r
m
i
n
e
s
 Public Confidence in 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 -

a
n
d
 W
h
a
t
 to 

D
o
 about It. 

October 2005 :L:lt.....l:; 
0

 

（芝）
H
a
n
n
a
h

Wittman. 
Annette 

Aurelie 
Desmarais, 

a
n
d
 Nettie 

W
i
e
b
e
 eds., 

F
o
o
d
 Sovereignty: 

Reconnecting Food, 

Nature a
n
d
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 F
e
r
n
w
o
o
d
 Publishing, 2010. 

(;:;) 
Boaventura D

e
 Sousa Santos. 

T
h
e
 Rise 

of the 
Global Left: 

T
h
e
 
W
o
r
l
d
 Social F

o
r
u
m
 a
n
d
 Beyond. Z

e
d
 Books, 

2006. 
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エ
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S
ぶ
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ュ

r卜
牛
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エ
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コラム①I 
フェアトレードの現実

二
―
世
紀
に
人
っ
て
か
ら
、
欧
米
諸
国
を
中
心
に
い

わ
ゆ
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
急
速
に
存
在
感
を
高
め
て

い
る
。
日
本
で
も
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
い
う
言
莱
を

ネ
ッ
ト
や
マ
ス
コ
ミ
の
記
事
で
眼
に
す
る
機
会
が
増
え

て
い
る
。
実
態
は
別
と
し
て
も
、
テ
レ
ビ
東
京
の
「
ガ

イ
ア
の
夜
明
け
」
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
り
新
聞
紙
上
で
囲
み
記
事
に
な
っ
た
り
し
て
話
題

を
集
め
て
い
る
し
、
ま
た
二

0
0
九
年
の
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
試
験
の
英
語
問
題
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
登
場

し
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
言
葉
と
し
て
は
日
本

の
社
会
に
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

辞
書
的
な
定
義
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
フ

ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
で
あ
る

F

I
N
E
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
フ
ェ
ア
ト
レ

ー
ド
は
、
対
話
、
透
明
性
、
敬
意
を
基
盤
と
し
、
よ
り

公
平
な
条
件
下
で
国
際
貿
易
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
貿

易
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
と
く
に
「
南
」
の
弱

い
立
場
に
あ
る
生
産
者
や
労
働
者
に
対
し
、
よ
り
良
い

貿
易
条
件
を
提
供
し
、
か
つ
彼
ら
の
権
利
を
守
る
こ
と

に
よ
り
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
持
続
可
能
な
発
展
に
貢

献
す
る
」
。

つ
ま
り
、
貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
国
際
貿
易
に

お
け
る
衡
平
、
限
界
的
生
産
者
・
労
働
者
の
交
易
条
件

改
善
と
生
存
権
の
保
障
、
対
話
・
透
明
性
・
相
互
尊
重

と
い
っ
た
点
が
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
生
産
者
の
暮
ら
し
と
生
産
が
可
能
に
な
る
よ

う
に
最
低
価
格
を
保
証
す
る
こ
と
、
市
場
価
格
に
プ
ラ

ス
し
た
価
格
プ
レ
ミ
ア
ム
の
支
払
い
と
可
能
な
か
ぎ
り

の
前
払
い
を
行
う
こ
と
、
長
期
安
定
契
約
を
推
奨
す
る

こ
と
、
社
会
プ
レ
ミ
ア
ム
と
し
て
生
産
者
の
集
団
に
能

力
開
発
や
生
活
環
境
の
向
上
を

H
的
と
す
る
支
払
い
を

行
う
こ
と
な
ど
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
念
と
原
則
の
も
と
で
世
界
の
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
は
、
運
動
と
し
て
も
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
も
急
速

な
発
展
を
示
し
て
い
る
。
―

1
0
0
二
年
度
前
後
を
境
に
、

欧
米
の
大
手
ス
ー
パ
ー
や
多
国
籍
食
品
企
業
が
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
商
品
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
廂
品
は
ニ
ッ
チ
市
場
か

ら
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
ヘ
と
転
換
し
た
か
に
み
え
る
。

ル
ー
ク

F
L
O
事
務
局
長
（
当
時
）
は
、
そ
の
こ
と
を

指
し
て
、
こ
の
こ
ろ
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
「

H
常
の
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活
動
」
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
い
ま
で
は
、
フ

ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
糾
弾
の
対
象
」
だ

っ
た
ネ
ス
レ
さ
え
も
こ
の
市
場
に
参
入
を
果
た
し
て
い

る。
企
業
の
「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
」
化
を
容
易
に
し
た
の

は
、
認
証
・
ラ
ベ
ル
と
い
う
仕
組
み
の
考
案
で
あ
る
。

流
通
業
者
や
食
品
企
業
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
認
証
・
ラ

ベ
ル
は
「
氏
索
性
」
の
保
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
途
上
国
の
「
貧
し
い
」
生
産
者
支
援
よ

り
も
、
む
し
ろ
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
の
管
理
と
い
う
側
面
が
前
面
に
出
て
く
る
可
能
性
を

捨
て
き
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
路
線
に
適
合
的
な
仕
組

み
と
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
ラ
ベ
ル
機
構

(
F
L

0
)
の
ラ
ベ
ル
が
あ
る
。
こ
の
ラ
ベ
ル
は
、
前
述
の
よ

う
な
理
念
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
一
定
の
条
件
を

満
た
す
か
ど
う
か
の
認
証
を
受
け
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
ー

し
た
生
産
者
や
加
工
業
者
、
販
売
者
が
そ
の
商
品
に
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
証
料
の
支
払
い
は
も
ち
ろ
ん
、

ラ
ベ
ル
の
使
用
料
も
必
要
と
な
る
。

他
方
、
途
上
国
の
貧
困
削
減
や
自
立
支
援
を
使
命
と

し
て
活
動
し
て
き
た
、
こ
と
に
日
本
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
団
体
は
お
お
む
ね
尚
品
単
位
の
認
証
・
ラ
ベ
ル
に
懐

疑
的
で
あ
る
。
や
は
り
、
そ
の
地
域
の
人
た
ち
に
直
接

コ
ミ
ッ
ト
し
、
一
緒
に
自
立
で
き
る
基
盤
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
本
来
の
役
割
だ
と
主
張

す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
公
正
さ
」
を
証

明
す
る
よ
う
な
表
示
な
ど
不
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
だ
こ
う
し
た
立
場
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の
組
織
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を

対
外
的
に
示
す
た
め
の
世
界
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
機
構

(
W
F
T
o
)
に
よ
る
ラ
ベ
ル
も
あ
る
。

F
L
o
も
W
F
T
O
も
と
も
に
、
途
上
国
の
「
貧
し

い
」
生
産
者
の
社
会
経
済
的
な
自
立
を
目
指
し
て
い
る
。

だ
か
ら
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
市
場
が
拡
大
し
な
い
と
、

そ
の
目
標
の
達
成
は
期
待
で
き
な
い
し
、
さ
り
と
て
フ

ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
市
場
の
拡
大
に
役
立
つ
認
証
・
ラ

ベ
ル
の
仕
組
み
は
、
「
貧
し
い
」
生
産
者
に
と
っ
て
は

手
に
余
る
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域

社
会
の
あ
り
方
を
変
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ

る
地
域
に
対
し
て
地
に
着
い
た
支
援
を
す
る
と
し
て
も
、

ど
の
段
階
で
支
援
を
打
ち
切
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

別
の
地
域
の
も
っ
と
「
貧
し
い
」
人
た
ち
か
ら
支
援
の
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要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う

、
。
力

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ

ー
ド
は
け
っ
し
て

一

様
で
は
な
く
、
多
様
な
形
態
と
狙
い
が
交
錯
し
て
い
る
。

し
か
も
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
目
標
と
し
て
共
有
で
き

る
は
ず
の
役
困
削
減
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
こ

に
は
多
く
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
、
最
近
で
は
フ
ェ
ア
ト
レ

ー
ド
市
場
の
世
界

的
な
拡
大
を
受
け
て
か
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
よ
り

も
簡
単
な
仕
組
み
で
ラ
ベ
ル
を
取
得
で
き
る
こ
と
を
売

り
物
と
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
も
ど
き
の
餅
品
も
参
入

し
て
き
て
い
る
。
認
証
・
ラ
ベ
ル
の
仕
組
み
を
見
分
け

る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
を

見
極
め
る
た
め
に
も
「
弱
者
」
の
立
場
か
ら
発
想
す
る

こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、

「ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド

・
ト
レ
ン
ド
」
二

0
0

九
年
四
月
号
に
執
節
し
た
巻
頭
言
エ
ッ
セ
ー
を
加
節
・
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（池
上
甲

一）
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フードマイルで環境負荷を計ってみると 1

食
材
の
運
搬
距
離
が
遠
く
な
る
こ
と
は
、
食
の
安
全

へ
の
不
安
の
み
な
ら
ず
移
動
に
と
も
な
う
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
に
よ
り
二
酸
化
炭
素
が
放
出
し
て
地
球
温
暖
化
に

多
少
な
り
と
影
響
を
与
え
る
側
面
が
あ
る
。

日
本
の
い
ま
の
姿
を
物
資
の
運
搬
量
で
み
て
み
る
と
、

世
界
の
輸
出
入
貨
物
量
（
船
）
の
う
ち
の
全
体
の
約
―
―

0
％
近
い
物
資
（
重
さ
）
が
日
本
一
国
に
来
て
い
る
。

全
陸
地
面
積
に
占
め
る
割
合
で
わ
ず
か

0・1
―
―
%
、
人

口
比
で
ニ
・
三
％
に
す
ぎ
な
い
日
本
に
大
変
な
物
資
が

流
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
約
八
億
ト
ン
の
流
入
規
模

に
対
し
て
、
総
輸
出
量
（
流
出
）
は
約
一
偉
ト
ン
に
す

ぎ
ず
、
焼
却
・
減
贔
部
分
や
再
利
用
を
考
慮
し
て
も
、

い
わ
ば
過
剰
蓄
積
状
態
で
、
結
果
的
に
は
大
量
廃
棄
の

ゴ
ミ
が
貯
ま
っ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。

日
本
と
い
う
国
を
物
質
出
人
り
の
バ
ラ
ン
ス
で
み
た

場
合
、
そ
の
健
康
状
態
は
き
わ
め
て
歪
ん
だ
状
態
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
食
の
面
で
も
そ
の
ま
ま

当
て
は
ま
る
。
本
来
、
食
と
い
う
も
の
に
関
し
て
は
、

「
身
土
不
二
」
（
身
体
と
土
は
つ
な
が
っ
た
も
の
）
を
大

切
に
し
て
「
四
里
四
方
」
（
近
辺
の
地
域
）
で
「
旬
の

味
」
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
実
は
こ
の
思
想
は
、
自
分

*

＊

*

 

自
身
の
健
康
面
の
み
な
ら
ず
環
境
へ
の
悪
影
響
と
い
う

点
に
お
い
て
も
、
現
代
的
意
味
が
加
わ
っ
て
あ
ら
た
め

て
再
認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ヘ
ル
シ
ー
な
健
康
食
メ
ニ
ュ
ー
の
一
っ

「
カ
ボ
チ
ャ
の
煮
物
」
を
例
に
と
っ
て
、
そ
の
環
境
へ

の
負
担
を
考
え
て
み
よ
う
。
か
つ
て
、
季
節
が
正
反
対

の
南
半
球
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
カ
ボ
チ
ャ
が
輸
入

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
か
ら
、
最
近
で
は
安
い
メ

キ
シ
コ
産
が
日
常
的
に
店
頭
を
か
ざ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

食
材
が
ど
の
く
ら
い
の
距
離
を
運
ば
れ
て
い
る
か
を
表

す
言
葉
に
「
フ
ー
ド
マ
イ
ル
」
（
重
さ

x
距
離
）
と
い
う

計
算
方
法
が
あ
り
、
カ
ボ
チ
ャ

(
1
0
0
グ
ラ
ム
）
の

フ
ー
ド
マ
イ
ル
を
み
て
み
よ
う
。

東
京
を
起
点
に
、
カ
ボ
チ
ャ
の
産
地
が
群
馬
県
産
、

北
海
道
産
、
メ
キ
シ
コ
産
の
場
合
の
距
離
を
比
較
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
―
―
七
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
八
三
一
・

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
一
万
―
―
―
―
―
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と

な
り
、
距
離
間
の
比
は
一
：
七
：
九
七
の
差
が
あ
る

（
理
科
年
表
、
都
道
府
県
庁
間
距
離
・
首
都
間
距
離
に
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ストハーベスト
使用）

よ
る
）
。
フ
ー
ド
マ
イ
ル
は
、
距
離
に
重
さ
を
掛
け
合

わ
せ
た
も
の
で
比
率
は
同
じ
に
な
る
が
、
移
動
・
運
搬

に
と
も
な
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
計
算
し
て
み
る

と
、
各
産
地
の
順
に
ニ
・
五
グ
ラ
ム
（
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
）
、

一
七
・
四
グ
ラ
ム
（
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
）
、
五
七
・
七
グ
ラ

ム
（
船
輸
送
）
と
な
り
、
運
搬
手
段
で
多
少
軽
減
さ
れ

る
が
そ
の
比
率
は
一
：
七
こ
一
三
の
差
と
な
る
。
同
じ

料
理
で
あ
っ
て
も
、
産
地
の
違
い
に
よ
る
移
動
距
離
ひ

と
つ
で
環
境
負
荷
に
大
き
な
差
が
出
て
し
ま
う
こ
と
が

わ
か
る
。

（注）

C
o
2
排
出
係
数
11

運
搬
手
段
に
よ
る
一
ト
ン
当
た

り
、
一
キ
ロ
の
移
動
で
出
て
く
る
C
O
2
の
重
量
。
鉄

道
11

ニ
五
グ
ラ
ム
、
船
11

五
一
グ
ラ
ム
、
ト
ラ
ッ
ク
11

二―

0
グ
ラ
ム
。

（
古
沢
広
祐
）
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拡
大
し
続
け
る
G
M
作
物
栽
培

一
九
九
六
年
に
本
格
的
な
商
業
栽
培
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
一
五
年
が
経
過
し
た
。
産
業
界
と
の
関
係
が
深
い
民
間
シ
ン

(
l
)
 

ク
タ
ン
ク

I
S
A
A
A
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
世
界
の

G
M
（
遺
伝
子
組
換
え
）
作
物
栽
培
面
積
は
拡
大
を
続
け
て
お
り
、

―1
0
0
九
年
に
は
二
五
カ
国
で
一
億
三
四

0
0
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
達
し
た
。
世
界
全
体
の
作
物
収
穫
面
積
の
一
割
弱
、
穀

物
収
穫
面
積
の
一
一
割
弱
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
米
国
四
七
・
八
％
、
ブ
ラ
ジ
ル
一
六
．

0
％
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

一
五
・
九
％
、
こ
れ
ら
主
要
三
カ
国
だ
け
で
全
体
の
八
割
を
占
め
、
品
種
特
性
は
除
草
剤
耐
性
品
種
六
ニ
・
四
％
と
害
虫
抵

抗
性
一
六
・
ニ
％
、
も
し
く
は
両
方
を
備
え
た
ス
タ
ッ
ク
品
種
ニ
―
・
四
％
に
ほ
ぽ
か
ぎ
ら
れ
る
。
対
象
作
物
に
つ
い
て
も
、

4 ． 

G
M
 

G
M
O
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

（
遺
伝
子
組
換
え
）
作
物
の
生
産
と
規
制

久
野
秀
＝
―
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大
豆
五
一
・
六
％
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
―
―
―
―
・
-
%
、
綿
花
―
二

・
O
％
、
菜
種
四
・
八
％
の
四
作
物
に
集
中
し
て
い
る
。
各
作

物
の
作
付
面
積
全
体
に
占
め
る
割
合
を
み
る
と
、
大
豆
六
九
・
ニ
％
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
ニ
三
・
六
％
、
綿
花
四
六
・
八
％
、
菜

種
一
九
・
ニ
％
と
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

開
発
途
上
国
の
農
業
開
発
と
食
料
増
産
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
っ
た
言
説
も
一
部
で
広
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル

と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

G
M
作
物
（
大
豆
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
綿
花
）
の
大
半
を
、
米
国
と
遜
色
な
い
輸
出

志
向
型
大
規
模
経
営
が
担
っ
て
い
る
。
高
い
普
及
率
を
示
す
イ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
、
中
国
の
害
虫
抵
抗
性
綿
花
を
除
け

ば
、
発
展
途
上
国
の
農
業
問
題
、
ま
し
て
や
食
料
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
な
G
M
品
種
が
開
発
さ
れ
栽
培
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

G
M
0
規
制
の
国
際
的
動
向

―
1
0
0
0
年
に
成
立
し
た
生
物
多
様
性
条
約
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
議
定
書
（
通
称
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
）
で
は
、
遺
伝

子
改
変
生
物

(
L
M
o
)
の
国
境
移
動
に
か
か
わ
っ
て
事
前
通
告
と
事
前
影
響
評
価
に
も
と
づ
く
合
意
ル
ー
ル
を
定
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
予
防
原
則
の
考
え
方
と
社
会
経
済
的
影
響
へ
の
配
慮
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
交
渉
過

程
で
米
国
を
中
心
と
す
る

G
M
o
生
産
輸
出
国
連
合
（
通
称
マ
イ
ア
ミ
・
グ
ル
ー
プ
）
が
抵
抗
勢
力
と
し
て
露
骨
に
介
入

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
い
く
つ
か
の
弱
点
を
抱
え
な
が
ら
も
成
立
に
い
た
っ
た
同
議
定
書
を
、
米

国
や
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
の
マ
イ
ア
ミ
・
グ
ル
ー
プ
諸
国
は
批
准
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
影
響
は
小
さ
く
な
い
。

非
締
約
国
を
規
制
す
る
に
は
別
途
取
り
決
め
が
必
要
で
あ
り
、
議
定
書
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
輸
出
国
側
か
ら
の
事
前

第11部 グローバル化のなかの食と農 82 



情
報
提
供
も
「
奨
励
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二

0
1
0
年
一

0
月
に
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
カ
ル
タ
ヘ
ナ

締
約
国
会
議

(
M
o
p
5
)
で
は
、

L
M
O
の
越
境
移
動
に
と
も
な
う
ダ
メ
ー
ジ
（
遺
伝
子
汚
染
）
に
対
す
る
「
責
任
と

修
復
」
（
二
七
条
）
の
具
体
化
が
話
し
合
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
も
た
せ
、
産
業
界
に
資
金
拠
出
さ
せ
る
こ
と

を
要
求
す
る
途
上
国
や
市
民
社
会
組
織
と
、
そ
れ
に
否
定
的
な
日
本
政
府
お
よ
び
バ
イ
オ
産
業
界
、
そ
の
中
間
的
な
立
場

に
空
つ

E
uと
の
駆
け
引
き
が
続
い
た
。
ま
た
、
同
議
定
書
に
も
と
づ
く
措
置
が
W
T
O
協
定
（
安
全
に
つ
い
て
は
S
P
S

協
定
、
表
示
に
つ
い
て
は
T
B
T
協
定
）
の
自
由
貿
易
原
則
に
抵
触
し
な
い
た
め
に
は
「
必
要
以
上
に
貿
易
制
限
的
で
な
い
」

こ
と
に
加
え
て
「
科
学
的
に
正
当
な
理
由
」
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
判
断
基
準
は
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
委
員
会

(
F
A
O
・
W
H

0
合
同
食
品
規
格
委
員
会
）
に
求
め
ら
れ
る
。
リ
ス
ク
分
析
の
考
え
方
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
必
要
が
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い

る
が
、
食
品
表
不
に
つ
い
て
は
米
国
な
ど
の
抵
抗
で
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
産
業
界
ロ
ビ
ー
が
控
え
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

予
防
原
則
と
い
う
の
は
「
重
大
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
被
害
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
危
険
性
に
関
す
る
科
学
的

根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
効
果
的
な
対
策
措
置
を
と
る
こ
と
を
控
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
で
、

欧
州
諸
国
で
採
用
さ
れ
、
開
発
途
上
諸
国
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

E
u
の
規
制
枠
組
み
は
、
表
示
義
務
と
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ
（
追
跡
可
能
性
）
に
関
す
る
規
則
に
よ
っ
て

G
M
o
上
市
後
の
厳
格
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
定
め
て
い
る
。

E
u

は
そ
う
し
た
法
制
度
を
整
備
す
る
た
め
一
九
九
九
＼
―

1
0
0
1
―
―
年
に
新
た
な
認
可
手
続
き
を
停
止
し
て
い
た
。
こ
の
措
罹

に
対
し
て
米
国
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
三
カ
国
が
W
T
O
紛
争
処
理
パ
ネ
ル
に
提
訴
す
る
な
ど
貿
易
紛
争
の
様
相

を
皇
し
た
が
、

E
U
は一―

0
0
1
―
一
年
の
新
法
制
定
で
翌
年
か
ら
認
可
手
続
き
を
再
開
し
、
―

1
0
0
六
年
の
紛
争
処
理
パ
ネ
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ル
最
終
報
告
で
も

G
M
O
の
安
全
性
や
予
防
原
則
に
も
と
づ
く

E
u規
制
枠
組
み
の
是
非
は
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

両
者
の
溝
は
埋
め
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

E
U
諸
国
で
は
現
在
、
栽
培
過
程
で
の
交
雑
可
能
性
を
前
提
に

G
M

作
物
と
非
G
M
作
物
（
慣
行
栽
培
と
有
機
栽
培
を
含
む
）
の
共
存
方
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
―

1
0
0
三
年
の
規
則
で
は
加

盟
国
ご
と
に
混
入
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
二

0
1
0
年
七
月
に
欧
州
委
員
会
が
提
示
し
た
新
規
則
は
、
さ

ら
に
加
盟
国
が
自
国
の
一
部
か
全
部
で
「

G
M
o
フ
リ
ー
地
域
」
を
設
定
す
る
な
ど

G
M
o
栽
培
を
制
限
な
い
し
禁
止
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

米
国
に
お
け
る
G
M
O
規
制

対
す
る
米
国
で
は
、

G
M
O
は
未
知
の
新
規
生
物
で
は
な
く
、
実
質
的
に
同
等
と
み
な
せ
る
従
来
作
物
と
の
対
比
で
安

全
性
を
評
価
す
れ
ば
十
分
だ
と
さ
れ
て
お
り
、

G
M
O
を
G
M
O
と
し
て
規
制
す
る
法
制
度
が
事
実
上
存
在
し
な
い
。
そ

の
た
め
既
存
の
作
物
規
制
や
食
品
規
制
が
つ
ぎ
は
ぎ
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
同
じ
も
の
だ
か
ら

G
M
O
に
表

示
義
務
は
な
く
、
む
し
ろ
製
法
の
違
い
に
よ
る
差
別
は
消
費
者
に
無
用
な
混
乱
を
与
え
る
と
の
理
由
か
ら
表
示
自
体
が
制

限
さ
れ
て
い
る
。
食
品
安
全
性
は
食
品
医
薬
品
局

(
F
D
A
)
が
担
当
す
る
が
、

G
M
O
は
食
品
添
加
物
と
同
様
に
扱
わ

れ
、
基
本
的
に
は
開
発
事
業
者
に
よ
る
自
主
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
安
全
性
を
評
価
す
る
の
に
必
要
な
情
報
は
開
発

事
業
者
の
自
主
的
判
断
で
提
出
さ
れ
る
。
農
務
省

(
U
S
D
A
)
で
は
動
植
物
検
疫
局
が
担
当
し
て
い
る
。
病
害
虫
や
雑

草
の
拡
大
を
防
止
す
る
観
点
か
ら

G
M
O
を
規
制
し
て
い
る
か
ら
だ
。
交
雑
な
ど
の
環
境
影
響
評
価
は
開
発
事
業
者
に
よ

る
届
出
制
で
あ
り
、
簡
単
な
審
査
で
認
可
さ
れ
た

G
M
O
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似
の

G
M
O
は
規
制
対
象
か
ら
除
外
さ
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れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
商
品
化
さ
れ
た
あ
と
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
実
施
さ
れ
ず
、
交
雑
防
止
の
た
め
の
栽
培
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

徹
底
に
も
責
任
を
も
っ
て
い
な
い
。
環
境
保
護
庁

(
E
P
A
)
は
農
薬
規
制
の
観
点
か
ら

B
t
な
ど
の
農
薬
物
質
を
産
生

す
る
害
虫
抵
抗
性
品
種
の
規
制
を
担
当
し
て
い
る
が
、
関
連
す
る
物
質
の
多
く
は
す
で
に
認
可
さ
れ
て
い
る
た
め
、

G
M

0
の
安
全
性
評
価
が
独
自
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
く
に
、
環
境
影
響
評
価
に
責
任
を
も
っ

U
S
D
A
の
規
制
手
続
き
は
、
二

0
0
四
年
の
米
国
学
術
研
究
会
議
報
告
書

や―

1
0
0
五
年
―
二
月
の
内
部
監
壺
報
告
書
な
ど
で
再
一
一
一
に
わ
た
り
改
善
勧
告
を
受
け
て
き
た
。
二

0
0
八
年
―
一
月
に

は
F
D
A
と
E
P
A
を
含
む
三
機
関
の
連
携
と
上
市
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
会
計
検

査
院

(
G
A
0
)
の
勧
告
も
出
さ
れ
て
い
る
。
―

1
0
0
0
年
に
発
覚
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
ク
・
コ
ー
ン
を
は
じ
め
、
米
国
で

さ
え
未
承
認
の

G
M
作
物
が
栽
培
・
流
通
過
程
に
混
入
す
る
事
件
が
相
次
い
だ
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。
し
か
し
、
二

0
0

八
年
の

G
A
0
勧
告
以
降
、
三
機
関
に
規
制
強
化
の
動
き
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

米
国
政
府
は
、
一
九
八

0
年
代
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
技
術
安
全
保
障
論
に
も
と
づ
く
産
業
競
争
力
政
鍛
の
一
環
と
し

て
、
と
く
に
ブ
ッ
シ
ュ
父
政
権
下
の
一
九
九

0
年
代
に
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
産
業
化
の
準
備
を
一
気
に
進
め
た
。
も
と

も
と
農
業
は
米
国
に
と
っ
て
戦
略
的
に
重
要
な
産
業
で
あ
る
か
ら
、
医
療
・
医
薬
品
分
野
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
化
学
素
材
分

野
と
並
ん
で
農
業
・
食
品
分
野
の
バ
イ
テ
ク
商
品

(
G
M
o
)
開
発
が
追
求
さ
れ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

裔
品
化
の
た
め
に
は
規
制
緩
和
（
安
全
性
評
価
の
形
骸
化
）
と
知
的
所
有
権
強
化
（
生
命
特
許
の
推
進
）
が
不
可
欠
と
さ
れ
、

米
国
バ
イ
テ
ク
政
策
は
そ
こ
に
大
き
な
利
害
を
有
す
る
バ
イ
オ
産
業
界
と
政
府
と
の
合
作
劇
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
。

バ
イ
オ
産
業
界
は
、
①
バ
イ
オ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
機
構

(
B
I
O
)
な
ど
の
業
界
団
体
を
通
じ
た
政
府
・
議
会
へ
の
ロ
ビ
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一
九
九
四
年
に
商
品
化
さ
れ
た
ウ
シ
成
長
ホ
ル
モ
ン
「
ポ
ジ
ラ
ッ
ク
」
の
認
可
過
程
で
、

F
D
A
は
モ
ン
サ
ン
ト
が
提

出
し
た
デ
ー
タ
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
、
包
括
的
・
長
期
的
な
研
究
を
行
わ
な
か
っ
た
。
同
尚
品
が
認
可
さ
れ
た
の
は
米
国

だ
け
で
あ
る
。
当
時
の

F
D
A
政
策
担
当
副
長
官
が
モ
ン
サ
ン
ト
の
顧
間
弁
護
士
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
テ

イ
ラ
ー
で
、
任
務
終
了
後
は
元
の
法
律
事
務
所
に
復
職
し
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
―

I
O
I
O
年
一
月
、
オ
バ
マ
政

権
で

F
D
A
食
品
安
全
担
当
副
長
官
に
返
り
咲
い
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
時
の
米
通
商
代
表
部

(
U
S

T
R
)
代
表
と
商
務
長
官
を
務
め
た
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ン
タ
ー
が
退
任
後
に
モ
ン
サ
ン
ト
の
重
役
に
迎
え
ら
れ
た
例
、

E
P

A
農
薬
管
轄
部
署
の
副
責
任
者
だ
っ
た
人
物
が
モ
ン
サ
ン
ト
副
社
長
に
な
っ
た
例
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
外
政
担
当
補

佐
官
だ
っ
た
人
物
が
モ
ン
サ
ン
ト
の
国
際
関
係
部
署
に
異
動
し
た
例
、

G
.
w
．
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
農
務
長
官
に
任
命
さ

れ
た
ア
ン
・
ベ
ネ
マ
ン
が
モ
ン
サ
ン
ト
に
買
収
さ
れ
た
カ
ル
ジ
ー
ン
社
の
取
締
役
を
務
め
て
い
た
例
、
や
は
り

G
.
w
.

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
司
法
長
官
に
任
命
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
が
選
挙
期
間
中
に
モ
ン
サ
ン
ト
か
ら
多
額
の
寄

附
を
受
け
て
い
た
例
、
農
薬
業
界
団
体
ク
ロ
ッ
プ
ラ
イ
フ
の
副
理
事
で
モ
ン
サ
ン
ト
と
も
つ
な
が
り
の
深
い
人
物
が
オ
バ

Vヽ

゜
ー
活
動
、
②
「
回
転
ド
ア
」
に
よ
る
政
府
機
関
と
の
融
合
・
癒
着
、
③
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や

N
P
O
を
装
っ
た
フ
ロ
ン
ト
組

織
を
通
じ
て
の
世
論
形
成
・
メ
デ
ィ
ア
戦
略
な
ど
を
進
め
て
き
た
。
と
く
に
モ
ン
サ
ン
ト
は
「
一
企
業
が
こ
れ
ほ
ど
政
治

に
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
、
政
治
的
影
響
力
の
行
使
に
躍
起
に
取
り
組
ん

で
き
た
企
業
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
同
社
が
ロ
ビ
ー
活
動
に
投
じ
た
資
金
は
二

0
0
九
年
だ
け
で
八
七

0
万
ド
ル
に
達
し

た
。
こ
れ
は
タ
バ
コ
メ
ー
カ
ー
を
除
く
と
、
農
業
食
料
関
連
産
業
で
ず
ば
抜
け
て
高
い
額
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

第11部 グローバル化のなかの食と農 86 



さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ー
ズ

バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
に
囲
い
込
ま
れ
る
種
子
・
技
術
・
資
源

マ
政
権
の

U
S
T
R
農
業
交
渉
担
当
責
任
者
に
任
命
さ
れ
た
例
な
ど
、
数
え
上
げ
た
ら
き
り
が
な
い
。

ロ
コ
シ
）
、

G
M
O
の
研
究
開
発
に
は
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
だ
け
で
な
く
、
中
小
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
公
的
研
究
機
関
、
大
学
な
ど

も
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
実
用
技
術
の
大
半
が
特
許
や
ラ
イ
セ
ン
ス
の
移
転
を
通
じ
て
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
巨
大
企

業
に
握
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
種
子
を
直
接
販
売
し
て
い
る
の
は
中
小
を
含
む
種
子
企
業
だ
が
、
主
な
種
子
企
業
は

M
&

A
に
よ
っ
て
軒
並
み
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
の
傘
下
に
収
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
モ
ン
サ
ン
ト
、
デ
ュ
ポ
ン
、
シ
ン
ジ
ェ
ン
タ

の
三
社
で
世
界
種
子
市
場
の
四
割
前
後
（
分
母
を
ど
う
と
ら
え
る
か
で
幅
が
あ
る
）
を
占
め
、

G
M
作
物
品
種
に
か
ぎ
れ
ば
、

(8) 

バ
イ
エ
ル
、
ダ
ウ
、

B
A
S
F
を
加
え
た
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
六
社
で
ほ
ぼ
独
占
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

G
M
作
物
品
種
は
、

G
M
技
術
で
組
み
換
え
ら
れ
た
遺
伝
子
（
組
換
え
形
質
）
、
た
と
え
ば
特
定
の
除
草
剤
の
作
用
に
耐

性
を
も
つ
除
草
剤
耐
性
遺
伝
子
や
特
定
の
害
虫
に
圭
要
性
の
あ
る
物
質
を
産
生
す
る
害
虫
抵
抗
性
遺
伝
子
を
、
既
存
の
優
良

品
種
系
統
に
導
入
し
て
作
出
さ
れ
る
。
と
く
に
モ
ン
サ
ン
ト
は
、
各
社
が
競
っ
て
開
発
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
組
換
え
形

質
を
ホ
ス
ト
作
物
に
導
入
し
て
発
現
さ
せ
る
の
に
必
要
な
技
術
や
遺
伝
子
の
多
く
を
特
許
で
押
さ
え
て
お
り
、
他
社
も
そ

れ
ら
な
し
に

G
M
作
物
品
種
を
作
出
す
る
の
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
モ
ン
サ
ン
ト
の
種
子
は
主
に
デ
カ
ル
ブ
（
ト
ウ
モ

ア
ズ
グ
ロ
ウ
（
大
豆
）
、
デ
ル
タ
パ
イ
ン
（
綿
花
）
、
セ
ミ
ニ
ス
（
野
菜
）
な
ど
の
事
業
ブ
ラ
ン
ド
を
通
じ
て
販
売

(
A
S
I
)
を
通
じ
て
資
本
・
技
術
・
遺
伝
資
源
を
供
与
す
る
こ
と
に
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こ
う
し
た
寡
占
構
造
の
結
果
、
何
が
生
じ
て
い
る
か
。
第
一
に
、
種
子
価
格
が
急
騰
し
て
い
る
。
米
国
の
あ
る
調
在
に

(
9
)
 

よ
る
と
、
モ
ン
サ
ン
ト
が
新
し
く
導
入
し
た
除
草
剤
耐
性
大
豆
品
種
の
二

0
1
0
年
度
の
種
子
単
価
（
約
一
五
万
粒
）
は

七

0
ド
ル
。
こ
れ
は
非
組
換
え
種
子
の
二
倍
、
二

0
0
一
年
度
の
除
草
剤
耐
性
大
豆
品
種
の
ニ
・
四
倍
に
相
当
す
る
。
八

種
類
の
組
換
え
形
質
（
除
草
剤
耐
性
プ
ラ
ス
害
虫
抵
抗
性
）
を
導
入
し
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
品
種
の
種
子
単
価
（
約
八
万
粒
）
は

―
I
O
I
 O
年
度
三
―

1
0
ド
ル
。
こ
れ
も
非
組
換
え
種
子
の
ニ
・
一
倍
、
二

0
0
一
年
の
害
虫
抵
抗
性
品
種
―

1
0
ド
ル
は

も
ち
ろ
ん
、
―

1
0
0
九
年
の
二
三
五
ド
ル
と
比
べ
て
も
急
激
な
値
上
が
り
で
あ
る
。
同
社
は
組
換
え
形
質
の
機
能
が
向
上

し
て
い
る
か
ら
当
然
だ
と
し
つ
つ
、
―

-
0
-
―
年
度
に
つ
い
て
は
批
判
を
受
け
て
種
子
価
格
の
値
下
げ
を
予
定
し
て
い
る

が
、
農
家
の
負
担
が
著
し
く
増
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
農
家
は
通
常
、
農
務
省
の
作
物
保
険
に
加
入
す

る
が
、
モ
ン
サ
ン
ト
が
指
定
し
た

G
M
作
物
の
栽
培
農
家
の
保
険
料
を
減
額
す
る
措
置
「
バ
イ
テ
ク
作
物
補
償
」
が
二
〇

0
八
年
に
導
人
さ
れ
た
。
割
高
な

G
M
種
子
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
有
効
に
作
用
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
モ
ン

サ
ン
ト
に
対
す
る
一
種
の
補
助
金
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

わ
か
る
。

よ
っ
て
地
方
有
力
種
子
企
業
を
次
々
に
囲
い
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
ブ
ラ
ン
ド
で
販
売
さ
れ
る
同
社
の
品
種
が
米
国
種

子
市
場
に
占
め
る
割
合
は
、
一

1
0
0
八
年
に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
六

0
%
、
大
豆
六
ニ
・
五
％
、
綿
花
四
五
％
に
達
し
た
。
ラ

イ
バ
ル
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
種
子
も
含
め
、
モ
ン
サ
ン
ト
の
組
換
え
形
質
が
導
人
さ
れ
て
い
る
品
種
系
統
に
ま
で
広
げ
る
と
、

そ
の
シ
ェ
ア
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
八
割
以
上
、
大
豆
九
割
以
上
と
な
る
。
米
国
で
は
各
作
物
に
占
め
る

G
M
品
種
の
割
合

(
=
1
0
0
九
年
）
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
八
五
％
、
大
豆
九
一
％
、
綿
花
八
八
％
だ
か
ら
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
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第
一
一
に
、
農
家
は
モ
ン
サ
ン
ト
の
種
子
を
購
人
す
る
際
に
同
社
と
契
約
（
技
術
使
用
同
意
書
）
を
交
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
こ
に
は
農
家
の
自
家
採
種
や
種
子
譲
渡
を
禁
じ
、
企
業
側
に
圃
場
の
壺
察
や
サ
ン
プ
ル
の
採
取
・
検
査
を
行

う
権
限
を
与
え
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
モ
ン
サ
ン
ト
は
こ
れ
を
徹
底
す
る
た
め
「
遺
伝
子
警
察
」
を
雇
っ
て
お
り
、

近
隣
間
の
監
視
・
通
報
を
促
す
た
め
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
設
置
し
て
い
る
。
非
意
図
的
混
入
で
あ
っ
て
も
契
約
違
反
で
提

訴
さ
れ
、
多
額
の
罰
金
を
科
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
米
国
で
は
二

0
0
七
年
一

0
月
ま
で
に
三
七
二
名
の
農
業
生
産
者

と
四
九
の
農
業
法
人
を
含
む
―
―
―
一
件
の
訴
訟
が
モ
ン
サ
ン
ト
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
、
五
七
件
で
モ
ン
サ
ン
ト
勝
訴
（
損

(10) 

害
賠
償
総
額
―
二
六
0
万
ド
ル
）
、
二
四
件
で
和
解
、
一
三
件
が
棄
却
、
一
八
件
が
審
議
中
と
な
っ
て
い
た
。

第
三
に
、
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
の
知
的
所
有
権
戦
略
は
研
究
者
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
。
モ
ン
サ
ン
ト
の
技
術
使
用

同
意
書
は
、
購
人
し
た

G
M
種
子
の
研
究
目
的
で
の
使
用
や
譲
渡
も
禁
じ
て
お
り
、
研
究
者
が

G
M
種
子
を
入
手
す
る
に

は
開
発
企
業
の
事
前
承
諾
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
研
究
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
実
験
計
画
ま
で
開
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
研
究
成
果
の
扱
い
に
つ
い
て
も
制
約
が
加
え
ら
れ
る
。
事
前
承
諾
を
得
ず
に
種
子
を
入
手
し
実
験

を
行
え
ば
、
す
で
に
多
く
の
農
業
生
産
者
が
法
廷
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
罰
金
を
科
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
者
も
契
約

違
反
で
訴
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

G
M
種
子
を
無
事
人
手
し
て
安
全
性
評
価
や
環
境
影
響
調
企
、
特
性

比
較
調
査
な
ど
を
実
施
で
き
て
も
、
も
し
企
業
利
害
と
衝
突
す
る
よ
う
な
結
果
が
出
て
し
ま
っ
た
ら
、
研
究
者
は
開
発
企

業
や

G
M
推
進
派
科
学
者
に
よ
る
組
織
的
な
バ
ッ
シ
ン
グ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
巻
き
込
ま
れ
る
リ
ス
ク
を
冒
し
て
ま
で
公

表
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
例
は
増
え
続
け
て
お
り
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
萎

(12) 

縮
な
い
し
自
己
規
制
の
雰
囲
気
が
蔓
延
し
て
い
る
。
開
発
企
業
の
影
響
下
で
行
わ
れ
た
調
査
を
除
き
、
体
系
的
・
長
期
的
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G
M
技
術
は
ど
こ
ま
で
打
効
な
技
術
な
の
か
？

な
安
全
性
評
価
や
環
境
影
響
評
価
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

除
草
剤
耐
性
品
種
は
除
草
剤
散
布
を
贔
・
回
数
と
も
に
減
ら
す
こ
と
で
雑
草
防
除
を
効
率
化
し
、
環
境
保
全
効
果
も
期

待
さ
れ
て
い
る
。
非
選
択
性
除
草
剤
の
自
由
度
が
増
す
の
で
、
士
壌
浸
食
を
防
ぐ
う
え
で
効
果
的
と
さ
れ
る
不
耕
起
栽
培

も
容
易
に
な
る
。
害
虫
抵
抗
性
品
種
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
綿
花
の
難
防
除
害
虫
に
効
果
の
あ
る
殺
虫
成
分
の
お
か
げ
で
、

殺
虫
剤
散
布
量
の
削
減
と
と
も
に
大
幅
な
収
量
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
農
家
収
益
を
増
や
す
と
宣
伝
さ
れ
、

生
産
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。

先
進
国
型
農
業
と
途
上
国
型
農
業
で
そ
の
現
れ
方
は
異
な
る
が
、
主
に
前
者
で
普
及
し
て
い
る
除
草
剤
耐
性
品
種
の
場

合
、
普
及
当
初
は
除
草
剤
削
減
効
果
の
恩
恵
と
利
便
性
の
高
さ
ゆ
え
栽
培
面
積
は
急
速
に
伸
び
た
が
、
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ

な
ど
の
特
定
の
除
草
剤
へ
の
依
存
を
過
度
に
強
め
た
結
果
、
除
草
剤
耐
性
雑
草
が
次
々
に
出
現
し
て
お
り
、
除
草
剤
削
減

効
果
は
次
第
に
失
効
し
て
き
て
い
る
。
害
虫
抵
抗
性
品
種
に
つ
い
て
は
か
ろ
う
じ
て
殺
虫
剤
削
減
効
果
を
維
持
し
て
い
る

が
、
害
虫
防
除
に
よ
っ
て
減
収
を
防
ぐ
か
ぎ
り
で
実
現
し
て
い
る
増
収
効
果
の
評
価
は
複
雑
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

G
M
品
種
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
育
種
な
ど
で
改
良
し
た
優
良
品
種
系
統
に
組
換
え
形
質
を
導
人
し
て
作
出
さ
れ
る
の
で
、
増

収
効
果
が
導
入
さ
れ
た
組
換
え
形
質
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
導
入
先
の
優
良
品
種
系
統
に
よ
る
も
の
な
の
か
を
分
析
的
に

評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
増
収
効
果
を
支
持
す
る
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
こ
ま
で
分
析
で
き
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
優
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良
品
種
系
統
の
改
良
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
増
収
効
果
の
ほ
う
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

途
上
国
型
農
業
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
、
中
国
で
普
及
し
て
い
る
害
虫
抵
抗
性
綿
花
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
多
く
の
便
益
評
価
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
や
は
り
調
在
方
法
や
分
析
方
法
上
の
制
約
が
あ
り
、

G
M
作
物
の
農
業
者

利
益
や
途
上
国
利
益
を
軽
々
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
存
研
究
を
丁
寧
に
観
察
す
れ
ば
、
調
奔
結
果
の
振
幅
が

大
き
く
、
結
論
の
一
般
化
は
で
き
な
い
こ
と
、
各
国
・
地
域
の
農
業
生
態
系
、
社
会
経
済
的
条
件
、
制
度
的
環
境
の
整
備

状
況
は
も
ち
ろ
ん
、
農
民
の
志
向
性
や
農
家
経
営
形
態
も
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
違
い
が
増
収
効
果
や
農
薬

削
減
効
果
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
違
い
を
考
慮
せ
ず
に
品
種
間
の
単
純
な
比
較
を
行

(14) 

え
ば
、

G
M
作
物
品
種
の
評
価
に
誤
っ
た
結
論
を
導
き
か
ね
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
除
草
剤
耐
性
品
種
も
害
虫
抵
抗
性
品
種
も
、
農
法
と
し
て
考
え
れ
ば
、
機
械
化
と
化
学
化
で
特
徴
づ
け
ら

れ
る
企
業
的
大
規
模
経
営
に
適
合
的
な
農
業
技
術
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
生
産
効
率
を
高
め
る
が
、
従
来
の
育
種
技
術

や
肥
培
管
理
技
術
を
超
え
る
ほ
ど
の
増
収
効
果
を
い
ま
の
と
こ
ろ
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た

G
M
技
術
へ
の
依
存
を

強
め
る
な
か
で
、
結
局
は
耐
性
雑
草
や
耐
性
害
虫
の
発
生
を
招
き
、
農
薬
削
減
効
果
も
低
下
し
て
い
る
。
開
発
企
業
は
組

換
え
形
質
を
追
加
的
に
導
入
し
て
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
環
境
負
荷
型
の
近
代
的
農
業
モ
デ
ル
を

前
提
と
す
る
一
面
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
二
つ
の

G
M
品
種
以
外
に
も
、
特
定
の
ア
ミ
ノ
酸
や
池
脂
の
含
有
鼠
を
調
整
し
た
機
能
性
品
種
が

食
品
向
け
や
飼
料
向
け
に
開
発
さ
れ
て
い
る
し
、
長
期
的
に
は
乾
燥
・
高
温
・
低
温
・
塩
類
と
い
っ
た
環
境
ス
ト
レ
ス
に

抵
抗
性
を
も
つ
品
種
や
超
多
収
性
品
種
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
気
候
変
動
が
農
業
生
産
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
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こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
品
種
開
発
に
期
待
が
集
ま
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く

の
場
合
、
対
象
作
物
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
生
産
・
流
通
す
る
一
部
の
主
要
作
物
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆
、
菜
種
）
に
と
ど
ま

り
、
開
発
途
上
国
の
多
く
で
重
要
な
食
用
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
ソ
ル
ガ
ム
や
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
そ
の
他
の
マ
イ
ナ

ー
作
物
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
を
除
き
、
研
究
開
発
予
算
が
振
り
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

か
つ
て
の
「
緑
の
革
命
」
と
違
い
、
多
国
籍
企
業
が
主
導
す
る

G
M
作
物
品
種
の
開
発
で
は
、
十
分
な
市
場
（
購
買
力
）

(15) 

を
と
も
な
わ
な
い
作
物
や
地
域
は
関
心
の
外
に
お
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

開
発
途
上
国
の
農
業
・
食
料
生
産
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
短
期
的
に
結
実
す
る
と
は
思
え
な
い

G
M
作
物
品
種
の
開
発

に
巨
額
の
研
究
開
発
投
資
を
振
り
向
け
る
よ
り
も
、
通
常
の
農
業
技
術
、
た
と
え
ば
土
壌
改
良
や
灌
漑
な
ど
の
基
盤
整
備
、

優
良
品
種
種
子
や
栽
培
技
術
指
導
の
提
供
は
も
ち
ろ
ん
、
市
場
ア
ク
セ
ス
や
価
格
交
渉
力
を
高
め
る
た
め
の
農
民
組
織
化

と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
で
の
農
業
開
発
を
進
め
た
ほ
う
が
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
は
生
態
系
利
用
型
の
伝
統
的
で
ロ
ー

カ
ル
な
技
術
が
農
村
の
持
続
的
発
展
と
農
民
の
主
体
形
成
に
果
た
す
役
割
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
進
国
型
農

業
に
も
当
て
は
ま
る
。

G
M
技
術
の
評
価
は
こ
う
し
た
輻
広
い
文
脈
の
な
か
で
行
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
言
説
空

間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
一
端
で
あ
る
。

本
章
で
は

G
M
O
を
事
例
に
、
前
章
で
考
察
し
た
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
一
っ
の
、
し
か
し
典
型
的
な
断
面
を
明

四

G
M
o
推
進
論
に
対
抗
す
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
可
能
性
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ら
か
に
し
て
き
た
。

G
M
O
は
拡
大
の
一
途
で
あ
る
。
そ
れ
を
推
し
進
め
る
多
国
籍
企
業
は
、
卓
越
し
た
研
究
開
発
力
と

圧
倒
的
な
市
場
占
有
率
を
基
盤
に
、
露
骨
な
政
治
的
介
人
に
よ
り
獲
得
し
て
き
た
有
利
な
制
度
環
境
（
規
制
緩
和
と
知
的

所
有
権
強
化
）
に
支
え
ら
れ
、
さ
ら
に
科
学
者
・
専
門
家
集
団
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
言
説
的
権
力
も
駆
使
し
な
が

ら、

G
M
O
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
優
位
に
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、

G
M
o
へ
の
懸
念
や
批
判
の
声
が

弱
ま
る
気
配
は
な
く
、
世
界
各
地
の
抵
抗
運
動
も
勢
い
を
増
し
て
い
る
事
実
を
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

第
一
に
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
シ
ュ
ー
マ
ン
と
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ム
ン
ロ
は

G
M
O
を
推
進
す
る
多
国
籍
企
業
主
導
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
構
造
を
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
反
G
M
o
運
動
に
よ
る
カ
ウ
ン

(16) 

タ
ー
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
可
能
性
に
注
目
し
て
い
る
。
実
際
、

G
M
O
の
食
品
安
全
性
に
対
す
る
懸
念
か
ら
消
費
者
運
動
が
、

環
境
影
響
に
対
す
る
懸
念
か
ら
環
境
保
護
運
動
が
、
そ
し
て
多
国
籍
企
業
に
よ
る
農
業
資
源
の
独
占
に
対
す
る
懸
念
か
ら

農
民
運
動
が
、
反

G
M
O
の
旗
印
の
も
と
に
国
境
を
越
え
て
大
き
な
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
運
動
ス
タ
イ
ル
は
、

示
威
行
動
や
栽
培
阻
止
の
よ
う
な
派
手
な
も
の
か
ら
、
開
発
企
業
や
政
府
機
関
に
よ
る
影
響
評
価
に
対
抗
的
な
独
自
の
調

在
研
究
活
動
に
取
り
組
む
も
の
、
あ
る
い
は
政
府
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
や
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
を
展
開
す
る
も
の
ま
で

幅
が
あ
る
。
研
究
者
・
専
門
家
が
自
由
に
発
言
し
づ
ら
い
状
況
が
続
く
な
か
で
、
こ
う
し
た
反

G
M
o
運
動
に
よ
っ
て

G

M
O
の
環
境
影
響
や
社
会
経
済
的
効
果
の
実
態
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
欧
州
諸
国
を
中
心
に
一
定
の

G
M
o
規
制

が
導
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
も
、
日
本
消
費
者
連
盟
に
事
務
局
を
お
く
「
遺
伝
子
組
み
換
え
食

品
い
ら
な
い
！
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
な
ど
の
活
動
が
国
民
枇
論
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

第
二
に
、
単
に

G
M
O
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
農
業
生
産
技
術
の
実
践
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
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有
機
農
業
を
含
む
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
農
業
生
態
系
利
用
型
農
業
）
の
環
境
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
有
効
性
が
、
世

界
各
地
の
膨
大
な
実
証
的
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
近
年
は

F
A
0
(
国
連
食
糧
農
業
機
関
）
や

U
N
E
P

（
国
連
環
境
計
画
）
な
ど
の
国
連
機
関
で
も
、
途
上
国
の
食
料
・
貧
困
問
題
、
持
続
的
農
村
発
展
、
地
球
環
境
問
題
の
解
決

に
向
け
た
貢
献
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
伝
統
的
農
法
を
科
学
的
知
見
に
よ
っ
て
改
良
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
言
及
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
二

0
0
八
年
四
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
開
発
の
た
め
の
農
業
の
知
識
・
科
学
・
技

術
に
関
す
る
国
際
的
検
証

(
I
A
A
S
T
D
)
」
の
成
果
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
連
機
関
と
世
界
銀
行
が
―

1
0
0
1

―

年
に
発
足
さ
せ
た
国
際
的
協
議
プ
ロ
セ
ス
で
、
「
貧
困
と
飢
餓
の
削
減
、
農
村
生
活
の
改
善
、
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に
、

農
業
に
関
す
る
知
識
・
科
学
・
技
術
を
よ
り
よ
く
利
用
す
る
た
め
の
方
策
」
を
、
世
界
中
か
ら
四

0
0
名
を
超
え
る
専
門

家
の
参
加
を
得
な
が
ら
四
年
近
く
の
歳
月
を
か
け
て
検
証
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は
国
連
人
権
理
事
会
の

「
食
料
へ
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
化
学
肥
料
や
農
薬
、
特
許
種
子
な
ど
の
外
部
投

人
財
へ
の
依
存
で
は
な
く
、
多
様
な
農
業
生
態
系
の
理
解
と
そ
の
活
用
、
そ
こ
で
培
わ
れ
て
き
た
農
民
的
知
識
や
農
村
女

性
の
役
割
の
再
評
価
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
支
援
す
る
科
学
者
と
の
協
力
（
た
と
え
ば
農
民
参
加
型
育
種
）
や

制
度
・
政
策
環
境
の
整
備
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
農
業
モ
デ
ル
の
あ
り
方
に
照
ら
せ
ば
、

G
M
技
術
に
依
拠
し
た
農
業
生
産
技
術
体
系
の
一
面
性
は
お
の
ず
と
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

第
三
に
、
現
代
科
学
技
術
が
有
す
る
肯
定
的
な
潜
在
性
を
も
否
定
す
る
反
科
学
技
術
論
に
陥
る
こ
と
な
く
、
社
会
経
済

的
介
入
に
よ
る
科
学
技
術
の
改
変
と
管
理
の
可
能
性
（
民
主
的
合
理
性
の
追
求
）
を
展
望
す
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
フ
ィ
ー
ン

(18) 

バ
ー
グ
の
「
技
術
の
批
判
理
論
」
と
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
ギ
ド
・
ル
イ
ヴ
ェ
ン
カ
ン
プ
ら
の
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
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(19) 

再
構
築
」
論
も
有
効
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ゲ
ノ
ミ
ク
ス
な
ど
の
科
学
的
知
見
や
技
術
資
源
を
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
と
し
て

利
用
し
な
が
ら
、
途
上
国
小
農
民
の
内
発
的
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
の
地
域
固
有
型
•
最
終
利
用
者
志
向
型
の
バ
イ
オ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
創
出
す
る
こ
と
が
理
論
的
・
実
践
的
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、

G
M

技
術
の
よ
う
に
多
額
の
研
究
開
発
投
資
を
要
し
、
リ
ス
ク
不
確
実
性
を
と
も
な
い
、
知
的
所
有
権
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
メ
ジ

ャ
ー
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
類
い
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
。
こ
う
し
て

G
M
O
の
推
進
か
反
対
か
と
い
う
二

項
対
立
図
式
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
者
・
専
門
家
が
囚
わ
れ
て
い
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
構
造
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ

ィ
ブ
な
科
学
技
術
研
究
の
た
め
の
言
説
と
実
践
の
空
間
を
創
り
出
し
、
彼
ら
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
運
動
論
に
と
ど
ま
ら

な
い
農
業
技
術
発
展
の
具
体
的
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
l
)

本
章
で
G
M
o
(
G
e
n
e
t
i
c
a
l
l
y
M
o
d
i
f
i
e
d
 O
r
g
a
n
i
s
m
)

と
表
記
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
遺
伝
子
組
換
え
技
術
、
そ
れ
を
用
い
て
開
発

し
た
組
換
え
形
質
、
そ
れ
を
導
入
し
た
遺
伝
子
組
換
え
作
物
品
種
、
さ
ら
に
そ
れ
を
原
料
と
す
る
遺
伝
子
組
換
え
食
品
な
ど
を
含
め
て
い
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
。
と
く
に
限
定
す
る
場
合
は
、

G

M
技
術
や
G

M
作
物
品
種
な
ど
と
表
記
す
る
。
な
お
、
生
物
多
様
性
条
約

バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
議
定
書
（
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
）
で
は
遺
伝
子
改
変
生
物

(Living
M
o
d
i
f
i
e
d
 O
r
g
a
n
i
s
m
)

と
い
う
概
念
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は

G
M
O
と
同
義
で
あ
る
。

(
2
)

圃
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
責
任
及
び
救
済
に
つ
い
て
の
名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
補
足
議
定
書
」
は
、

L
M
O
の
越
境
移
動
に
よ

っ
て
輸
入
国
の
生
態
系
に
被
害
が
出
た
場
合
、
被
害
を
も
た
ら
し
た
責
任
企
業
（
開
発
、
製
造
、
販
売
、
輸
出
入
、
輸
送
な
ど
の
事
業
者
）

に
損
害
最
小
化
・
拡
散
防
止
・
原
状
回
復
な
ど
を
義
務
づ
け
、
そ
の
た
め
に
各
国
は
補
償
内
容
を
含
む
国
内
法
を
整
備
す
る
こ
と
な
ど
を
定

め
た
。
法
的
拘
束
力
の
あ
る
補
足
議
定
書
の
成
立
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
が
、
‘
じ
要
生
産
輸
出
国
の
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
議
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定
書
本
体
を
未
批
准
で
あ
る
問
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
G
A
O
,
 Genetically 
E
n
g
i
n
e
e
r
e
d
 C
r
o
p
s
:
 
A
g
e
n
c
i
e
s
 a
r
e
 
P
r
o
p
o
s
i
n
g
 C
h
a
n
g
e
s
 to 
I
m
p
r
o
v
e
 O
v
e
r
s
i
g
h
t
,
 
b
u
t
 C
o
u
l
d
 T
a
k
e
 

A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 S
t
e
p
s
 to 
E
n
h
a
n
c
e
 C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 a
n
d
 M
o
n
i
t
o
r
i
n
g
.
 G
A
0ー

0
9ー

60.
N
o
v
e
m
b
e
r
 2008. 

(
4
)

二
0
0
0
年
九
月
、
人
体
に
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
す
疑
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
食
品
と
し
て
は
未
認
可
だ
っ
た

G
M
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
品
種

「
ス
タ
ー
リ
ン
ク
」
が
、
米
国
で
市
販
さ
れ
て
い
た
タ
コ
ス
製
品
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
食
用
・
飼
料
用
と
も
に
未
認
可
だ
っ
た
日
本

で
も
家
畜
飼
料
か
ら
検
出
さ
れ
た
た
め
、
両
国
間
の
穀
物
貿
易
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
責
任
企
業
と
し
て
農
家
や
穀
物
取
引

業
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
問
わ
れ
た
ア
ベ
ン
テ
ィ
ス
は
農
業
関
連
事
業
を
整
理
し
、
バ
イ
エ
ル
に
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
5
)

久
野
秀
―
-
『
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
遺
伝
子
組
換
え
作
物
ー
政
治
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ
』

H
本
経
済
評
論
社
、
二

0
0
二
年
。

(
6
)
M
a
r
i
e
,
M
o
n
i
q
u
e
 R
o
b
i
n
.
 
T
h
e
 W
o
r
l
d
 A
c
c
o
r
d
i
n
g
 to 
M
o
n
s
a
n
t
o
:
 Pollution, 
Corruption, 
a
n
d
 the 
Cont1‘ol o
f
 the 
W
o
r
l
d
'
s
 

F
o
o
d
 S
u
p
p
l
y、
T
h
e
N
e
w
 Press. 2010・ 

(
7
)
C
e
n
t
e
r
 for R
e
s
p
o
n
s
i
v
e
 Politics, 
L
o
b
b
y
i
n
g
 S
p
e
n
d
i
n
g
 D
a
t
a
b
a
s
e
.
 http:/＼
w
w
w
.
o
p
e
n
s
e
c
r
e
t
s
.
o
r
g
 
(
最
終
g
I
ク
セ
ス
―

I
O
I

0
年
九
月
一
六
日
）

(
8
)

野
菜
種
子
市
場
で
も
、
モ
ン
サ
ン
ト
、
シ
ン
ジ
ェ
ン
タ
、
バ
イ
エ
ル
の
一
二
社
で
四
四
％
を
占
め
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
独
立
系
種
子
会
社
が

一
九
八
九
年
に
設
立
し
た
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
会
社
キ
ー
ジ
ー
ン
は
、
技
術
と
資
源
と
資
本
の
共
有
を
図
る
こ
と
で
バ
イ
オ
メ
ジ
ャ
ー
の
攻
勢

に
対
抗
し
て
い
る
。
タ
キ
イ
種
苗
も
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
初
田
和
雄
「
世
界
の
野
菜
種
苗
業
界
の
動
向
」
『
T
e
c
h
n
o
I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
』
七

三
号
、
―

1
0
0
九
年
。

(
9
)
C
h
a
r
l
e
s
 B
e
n
b
r
o
o
k
.
 T
h
e
 M
a
g
n
i
t
u
d
e
 a
n
d
 I
m
p
a
c
t
s
 of t
h
e
 B
i
o
t
e
c
h
 a
n
d
 O
r
g
a
n
i
c
 S
e
e
d
 P
r
i
c
e
s
 P
r
e
m
i
u
m
`
T
h
e
 O
r
g
a
n
i
c
 

C
e
n
t
e
r
,
 D
e
c
e
m
b
e
r
 2009. 

(
1
0
)
C
e
n
t
e
r
 for F
o
o
d
 S
a
f
e
t
y
`
M
o
n
s
a
n
t
o
 vs. 
U
.
S
.
 F
a
r
m
e
r
s
 R
e
p
o
r
t
`
2
0
0
5
:
 U
p
d
a
t
e
.
 N
o
v
e
m
b
e
r
 2007. 
*
国
だ
け
で
は
な
い
。

カ
ナ
ダ
の
カ
ノ
ー
ラ
（
菜
種
）
農
家
、
パ
ー
シ
ー
・
シ
ュ
マ
イ
ザ
ー
は
モ
ン
サ
ン
ト
と
購
入
契
約
も
栽
培
契
約
も
交
わ
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
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二
0
0
一
年
一
二
月
、
同
社
の
除
草
剤
耐
性
カ
ノ
ー
ラ
を
違
法
に
栽
培
・
収
穫
し
た
と
し
て
突
然
訴
え
ら
れ
、
二

0
0
四
年
五
月
の
カ
ナ
ダ
最

高
裁
で
僅
差
の
敗
訴
で
結
審
し
た
事
件
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
カ
ノ
ー
ラ
は
非
常
に
交
雑
し
や
す
い
作
物
で
あ
る
。

H
本
で
も
除
草
剤
耐
性
カ

ノ
ー
ラ
が
加
工
向
け
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
が
、
非
意
図
的
に
こ
ぽ
れ
落
ち
た

G
M
カ
ノ
ー
ラ
が
全
国
各
地
で
自
生
し
て
お
り
、
種
類
の
多
い

ア
ブ
ラ
ナ
科
の
野
菜
品
種
と
の
交
雑
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
マ
イ
ザ
ー
は
除
草
剤
耐
性
品
種
の
「
恩
恵
」
を
得
る
の
に
必
要
な
除
草
剤

（
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
）
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
収
穫
物
も
他
の
品
種
と
区
別
な
く
バ
ル
ク
で
出
荷
さ
れ
て
い
た
の
で
、

G
M
品
種
か
ら
い
っ

さ
い
の
経
済
的
利
益
を
得
て
い
な
い
。
裁
判
で
は
こ
の
点
が
認
め
ら
れ
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
却
下
さ
れ
た
。
だ
が
、
組
換
え
形
質

に
対
す
る
特
許
権
が
そ
れ
を
含
む
植
物
体
（
収
穫
物
）
に
ま
で
及
ぶ
か
否
か
も
同
時
に
争
わ
れ
、
九
名
の
最
高
判
事
の
う
ち
四
名
が
「
高
等

生
物
へ
の
特
許
を
認
め
な
い
」
と
い
う
カ
ナ
ダ
特
許
法
の
解
釈
に
従
っ
た
が
、
判
決
で
は
植
物
全
体
に
特
許
が
及
ぶ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ま
で
新
品
種
保
護
制
度
や
特
許
法
で
も
通
常
は
認
め
ら
れ
て
き
た
「
農
民
特
権
」
（
農
民
が
み
ず
か
ら
収
穫
し
た
種
子
の
貯
蔵
・
再
播

種
・
交
換
・
販
売
等
の
再
利
用
に
は
育
成
者
権
が
及
ば
な
い
）
に
特
許
権
が
優
越
す
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
1
)
E
m
i
l
y
 W
a
l
t
z
.
 "
N
e
w
s
 F
e
a
t
u
r
e
"
U
n
d
e
r
 w
r
a
p
s
,
"
 N
a
t
 

(
1
2
)
E
m
i
l
y
 W
a
l
t
z
.
 "
N
e
w
s
 F
e
a
t
u
r
e
:
 Battlefield," N
a
t
u
r
e
,
 4
6
1
.
 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
 3
.
 
2
0
0
9
;
 ・
久
野
秀
―
-
「
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
社
会
科

学
1

科
学
技
術
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
？
」
『
イ
リ
ュ
ー
ム
」
一
七
巻
一
号
、
―

1
0
0
五
年
。

(
1
3
)
D
o
u
g
 G
u
r
i
a
n
,
S
h
e
r
m
a
n
,
 Failure to 
Yield: 
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
 t
h
e
 P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 of Genetically E
n
g
i
n
e
e
r
e
d
 C
r
o
p
s
,
 U
n
i
o
n
 of 

C
o
n
c
e
r
n
e
d
 Scientists. 2
0
0
9
.
 

(
1
4
)
D
o
m
i
n
i
c
 Glover, 
U
n
d
y
i
n
g
 P
r
o
m
i
s
e
:
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
B
i
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
'
s
 
P
r
o
,
P
o
o
r
 
Narrative, 
T
e
n
 Y
e
a
r
s
 
O
n
.
 
S
T
E
P
S
 

W
o
r
k
i
n
g
 P
a
p
e
r
,
 1
5
,
 

S
T
E
P
S
 C
e
n
t
r
e
,
 I
D
S
,
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 of S
u
s
s
e
x
,
 2
0
0
9
.
 

(15)

ま
た
、
途
上
国
貧
困
層
と
く
に
子
ど
も
た
ち
を
苦
し
め
て
い
る
ビ
タ
ミ
ン

A
欠
乏
症
を
解
決
す
る
た
め
に
研
究
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い

る
ベ
ー
タ
カ
ロ
チ
ン
含
有
イ
ネ
（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ラ
イ
ス
）
に
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

W
H
o
な
ど
が
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
経
口
摂

取
で
は
手
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ビ
タ
ミ
ン

A
の
前
駆
物
質
で
あ
る
ペ
ー
タ
カ
ロ
チ
ン
を
含
ん
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だ
ゴ
ー
ル
デ
ン
ラ
イ
ス
は
、
そ
れ
こ
そ
救
世
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
開
発
に
必
要
な
技
術
は
多
国
籍
企
業
な
ど
に
特
許
で
押
さ
え
ら
れ
て

い
た
が
、
開
発
研
究
者
ら
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
、
人
道
的
な
観
点
か
ら
こ
れ
を
放
棄
す
る
合
意
が
と
ら
れ
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
た

経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ラ
イ
ス
に
含
ま
れ
る
ベ
ー
タ
カ
ロ
チ
ン
の
量
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
国
や
地
域
で
人

び
と
が
ふ
つ
う
に
食
し
て
き
た
野
菜
や
果
物
の
そ
れ
と
比
べ
か
な
り
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
改
良
を
重
ね
、
含
有
量
は
高

ま
っ
た
が
、
実
用
品
種
の
開
発
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
こ
の

G
M
品
種
の
開
発
に
つ
ぎ
込
ま
れ
た
研
究
開
発
予
算
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ

伝
統
的
に
栽
培
さ
れ
て
き
た
（
し
か
し
農
業
の
近
代
化
と
都
市
・
農
村
の
貧
困
化
の
同
時
進
行
で
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
）
野
菜
や
果
物
の
生

産
を
あ
ら
た
め
て
振
興
し
、
流
通
と
消
費
を
支
援
す
る
よ
う
な
政
策
に
力
を
注
い
だ
ほ
う
が
効
果
的
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
少
な
く
な
い
。

(
1
6
)
R
a
c
h
e
l
 
S
c
h
u
r
m
a
n
 
a
n
d
 
W
i
l
l
i
a
m
 
M
u
n
r
o
.
 
"Local 
A
c
t
i
v
i
s
m
 
a
n
d
 
t
h
e
'
B
i
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
Project'," 
in 
G. R
u
i
v
e
n
k
a
m
p
,
 

S. 
Hisano, 
a
n
d
 J. 
J
 on
g
e
r
d
e
n
 
eds・. 
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
 Biotechnologies: 
Critical 
Social 
A
n
a
l
y
s
e
s
`
W
 ag
e
n
i
n
g
e
n
 
A
c
a
d
e
m
i
c
 

Publishers, 2
0
0
8
.
 

(
1
7
)
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 of A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 S
c
i
e
n
c
e
 a
n
d
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 for 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 at 

a
 C
r
o
s
s
r
o
a
d
s
:
 Synthesis Report, Island Press, 2
0
0
9
.
 

(
1
8
)
A
n
d
r
e
w
 F
e
e
n
b
e
r
g
,
 Critical 
T
h
e
o
r
y
 o
f
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
 O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press. 1
9
9
1
 
(
藤
本
正
文
訳
『
技
術
I

ク
リ
テ

イ
カ
ル
・
セ
オ
リ
ー
」
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
、
最
新
作
は

A
n
d
r
e
w
F
e
e
n
b
e
r
g
.
 B
e
t
w
e
e
n
 R
e
a
s
o
n
 a
n
d
 E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
:
 

E
s
s
a
y
s
 in 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
 M
o
d
e
r
n
i
t
y
,
 T
h
e
 M
I
T
 Press. 2
0
1
0
.
 

(
1
9
)
G
u
i
d
o
 R
u
i
v
e
n
k
a
m
p
,
 Shuji Hisano, a
n
d
 J
o
o
s
t
 J
o
n
g
e
r
d
e
n
,
 e
d
s
 

•. 

op. 
cit. 
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コラムR

マーカー遺伝子とはl
遺
伝
子
組
換
え
技
術
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
役
立
つ

と
考
え
ら
れ
る
形
質
を
も
つ
遺
伝
子
（
目
的
遺
伝
子
）
、

た
と
え
ば
収
量
が
多
い
と
か
乾
燥
地
で
も
育
つ
と
か
い

っ
た
遺
伝
子
を
ど
こ
か
か
ら
み
つ
け
て
き
て
、
そ
れ
を

対
象
と
す
る
生
命
体
（
イ
ネ
と
か
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
の

細
胞
内

(
D
N
A
)
に
導
入
す
る
技
術
で
あ
る
。
仮
に

何
か
の
微
生
物
が
乾
燥
に
耐
え
る
と
い
う

H
的
遺
伝
子

を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
そ
れ
を
分
離
抽
出

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
イ
ネ

の
D
N
A
の
な
か
に
は
入
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
日
的
遺

伝
子
を
導
入
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
方
法
が
必
要
で
あ

る。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
が
ア
グ
ロ

バ
ク
テ
リ
ウ
ム
法
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
、

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ガ
ン
法
な
ど
で
あ
る
。
植
物
の
場
合
に

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
が
ア
グ
ロ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
法
で

あ
る
。こ

の
方
法
は
図
の
よ
う
に
、
目
的
遺
伝
子
の
形
質
を

発
現
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
遺
伝
子
に

の
せ
、
そ
れ
を
運
ん
で
い
く
運
び
屋
（
ベ
ク
タ
ー
）
に

よ
っ
て
ア
グ
ロ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
と
い
う
土
壌
微
生
物
の

｀`ニロ／］〗

□`三 m
 
三

アグロバクテリウム法による遺伝子の導入

遺
伝
子
に
入
れ
て
、
こ
の
微
生
物
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
対
象
の
植
物
の
染
色
体
に
組
み
込
む
と
い
う
複
雑
な

工
程
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ア
グ
ロ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
は
植

物
に
感
染
す
る
と
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
プ
ラ
ス
ミ
ド
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D
N
A
の
一
部
を
切
り
離
し
て
植
物
細
胞
の
ゲ
ノ
ム
に

移
入
す
る
。
こ
の
は
た
ら
き
を
利
用
し
て
、
目
的
遺
伝

子
を
組
み
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
目
的
遺
伝

子
が
う
ま
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
マ
ー
カ
ー
遺
伝
子
も
同

時
に
組
み
込
む
と
い
う
操
作
が
行
わ
れ
る
。

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
と
し
て
は
時
期
に
関
係
な
く
、
い
つ

で
も
性
質
が
発
現
で
き
る
と
い
う
特
徴
が
望
ま
し
い
の

で
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
モ
ザ
イ
ク
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
ウ
ィ

ル
ス
が
使
わ
れ
て
い
る
。
マ
ー
カ
ー
遺
伝
子
と
し
て
は
、

抗
生
物
質
の
カ
ナ
マ
イ
シ
ン
な
ど
に
耐
性
の
あ
る
遺
伝

子
を
利
用
す
る
。
遺
伝
子
操
作
後
に
、
カ
ナ
マ
イ
シ
ン

を
投
与
す
る
と
、
病
気
の
治
療
の
と
き
の
よ
う
に
耐
性

が
な
い
バ
ク
テ
リ
ア
や
ウ
ィ
ル
ス
は
死
ん
で
し
ま
う
。

し
か
し
耐
性
遺
伝
子
が
目
的
遺
伝
子
と
と
も
に
、
う
ま

く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
の
微
生
物
は
死
な
ず
に
活

動
を
続
け
る
。
こ
の
よ
う
に
抗
生
物
質
耐
性
を
も
つ
遺

伝
子
が
マ
ー
カ
ー
と
し
て
植
物
11
食
品
に
人
る
と
、
そ

れ
を
摂
取
し
た
人
間
が
病
気
に
罹
っ
た
と
き
に
抗
生
物

質
が
効
き
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が

な
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
は
、
細
胞
陛

を
な
く
し
て
ド
ロ
ド
ロ
に
し
た
プ
ロ
ト
プ
ラ
ス
ト
と
目

的
遺
伝
子
の
混
合
液
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
て
目
的

遺
伝
子
を
組
み
込
む
方
法
で
あ
る
。
イ
ネ
科
の
よ
う
に

細
胞
壁
が
固
く
て
微
生
物
が
感
染
し
に
く
い
植
物
に
対

し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ガ
ン

法
は
い
わ
ゆ
る
遺
伝
子
銃
を
使
っ
て
目
的
遺
伝
子
を
直

接
対
象
植
物
の
ゲ
ノ
ム
に
組
み
込
む
方
法
で
あ
る
。

（
池
上
甲
一
）
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コラム④

ファッションマルシェl
東
京
の
都
心
で
は
、
い
ま
、
マ
ル
シ
ェ
が
は
や
り
だ
。

六
本
木
の
テ
レ
ビ
局
の
前
に
も
新
し
い
の
が
で
き
た
。

ビ
ル
の
墜
面
い
っ
ぱ
い
に
、
パ
リ
の
マ
ル
シ
ェ
の
風
景

が
映
っ
て
い
る
。
そ
の
下
に
、
か
わ
い
ら
し
い
テ
ン
ト

こ

が
並
び
、
お
そ
ろ
い
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
若
い
娘
た
ち
が
、

呼
び
こ
み
を
し
て
い
る
。
マ
ル
シ
ェ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス

し
七

語
で
市
の
こ
と
。
二

0
0
九
年
の
秋
に
、
農
水
省
の
肝

い
り
で
は
じ
ま
っ
た
。
総
匹
締
め
の
、
マ
ル
シ
ェ
ジ
ャ

ポ
ン
の
う
た
い
文
句
は
「
自
分
の
作
物
を
愛
し
、
誇
れ

る
も
の
だ
け
を
つ
く
る
生
産
者
が
、
そ
れ
を
食
べ
る
ひ

と
り
ひ
と
り
に
、
直
接
販
売
す
る
。
そ
ん
な
市
場
」
だ

と
い
う
。

パ
リ
の
マ
ル
シ
ェ
の
賑
わ
い
は
、
庶
民
の
生
活
の
活

力
だ
。
マ
ル
シ
ェ
に
は
、
野
菜
も
果
物
も
肉
も
魚
も
並

ん
で
い
て
、
生
産
者
や
売
り
手
の
「
さ
あ
、
旨
い
ぞ
。

買
っ
て
く
れ
」
と
い
う
、
意
気
込
み
に
満
ち
て
い
る
。

マ
ル
シ
ェ
が
終
わ
る
ま
で
、
通
り
は
ご
っ
た
返
し
、
ご

み
も
野
菜
く
ず
も
道
端
に
散
乱
す
る
。

東
京
の
マ
ル
シ
ェ
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
お
し
ゃ

れ
な
ブ
ー
ス
が
連
な
っ
て
、
な
か
に
並
ん
だ
大
根
も
ト

マ
ト
も
、
き
れ
い
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
入
り
。
桃
な

ん
か
、
ケ
ー
キ
の
箱
に
二
つ
ず
つ
入
れ
ら
れ
て
、
「
ス

イ
ー
ツ
の
よ
う
に
食
べ
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
う
生
産

者
。
ブ
ー
ス
を
埋
め
て
い
る
の
は
、
ビ
ン
詰
の
ジ
ャ
ム

だ
っ
た
り
、
手
作
り
小
物
や
陶
器
だ
っ
た
り
で
、
肉
や

魚
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
野
菜
や
果
物
も
、
そ
こ
そ
こ

の
量
し
か
な
い
。

売
り
手
に
し
て
み
れ
ば
、
東
京
へ
時
間
と
お
金
を
か

け
て
や
っ
て
来
て
、
売
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
青

物
を
並
べ
る
の
は
、
冒
険
だ
。
そ
れ
で
も
、
ち
ょ
っ
と

出
て
く
る
の
は
、
人
と
ふ
れ
あ
う
楽
し
さ
が
あ
る
か
ら

だ
ろ
う
。
プ
ー
ス
は
一
回
ご
と
の
貸
し
切
り
な
の
で
、

試
し
て
だ
め
な
ら
撤
退
と
い
う
売
り
手
も
い
る
。
だ
か

ら
、
マ
ル
シ
ェ
の
出
店
の
顔
ぶ
れ
が
毎
回
変
わ
る
。
こ

い
ち

れ
で
は
、
市
は
根
付
か
な
い
。
生
産
者
が
、
「
お
れ
の

つ
く
っ
た
大
根
を
食
べ
て
く
れ
」
と
、
都
会
へ
売
り
に

出
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
必
要
だ
。

駐
車
場
と
、
ト
イ
レ
と
、
電
源
の
確
保
、
そ
し
て
、
ブ

ー
ス
の
設
置
と
撤
去
、
あ
と
片
づ
け
を
し
て
く
れ
る
消

掃
車
の
手
配
。
こ
れ
を
生
産
者
ま
か
せ
に
す
る
マ
ル
シ

ェ
で
は
、
続
く
わ
け
が
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
シ
ェ
は
、
毎
週
、
決
ま
っ
た
曜
日

IOI 



赤坂のサカスマルシェ

に
、
決
ま
っ
た
場
所
に
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ

の
売
り
場
も
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
日
の
朝
に
な
る
と
、

ま
ず
テ
ン
ト
係
り
が
や

っ
て
来
て
、
設
営
を
は
じ
め
る
。

そ
れ
が
す
ん
だ
こ
ろ
、
生
産
者
が
次
々
に
ト
ラ
ッ
ク
で

乗
り

つ
け
て
、
自
分
の
プ
ー
ス
に
荷
を
降
ろ
す
。
ト
ラ

ッ
ク
は
そ
れ
か
ら
駐
車
場
に
移
動
し
て
、
マ
ル
シ
ェ
の

開
始
と
な
る
。
ふ
つ
う
の
朝
市
な
ら
八
時
ご
ろ
か
ら
買

い
物
客
が
や
っ
て
き
て
、
午
後

一
時
に
は
終
了
。
売
り

（
ア
ン
ベ
ー
ル

＇
雨
宮
裕
子
）

手
は
、
ま
た
、
自
分
の
プ
ー
ス
に
ト
ラ

ッ
ク
を
寄
せ
、

残
り
を
梢
ん
で
去
っ
て
い
く
。
野
菜
く
ず
や
ご
み
は
、

そ
の
後
、
清
掃
車
が
き
れ
い
に
さ
ら
っ
て
い
く
。
あ
い

だ
を
ぬ
っ
て
、
野
菜
く
ず
を
拾
っ
て
い
く
人
た
ち
も
い
る
。

マ
ル
シ

ェ
が
面
白
い
の
は
、
こ
れ
ぞ
と
い
う
店
の
前

に
は
長
蛇
の
列
が
で
き
る
こ
と
だ
。
自
分
の
目
で
見
て
、

味
わ

っ
て
、
気
に
入

っ
た
店
や
生
産
者
を
み
つ
け
た
ら
、

そ
こ
で
顛
番
を
待
っ
。
た
い
て
い
は
バ
ラ
売
り
だ
か
ら
、

―
つ
で
も
買
え
る
。
鶏
な
ら

一
羽
、
魚
な
ら

一
匹
、
丸

ご
と
買
え
ば
、
そ
の
ほ
う
が
安
い
。
だ
か
ら
み
ん
な
、

大
き
な
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
を
引

い
て
、
マ
ル
シ

ェ

へ
出
か
け
て
行
く
。

東
京
に
も
、
活
き
の
い
い
、

生
活
マ

ル
シ
ェ
が
ほ
し

い
。
村
の
生
産
者
と
都
会
の
消
伐
者
が
ほ
ん
と
う
に
出

会
え
る
場
所
が
必
要
だ
。

マ
ル
シ
ェ
の
楽
し
さ
は
、
人

と
人
が
ふ
れ
あ

っ
て
、
胃
袋
を
満
た
し
、
心
を
満
た
し

あ
う
こ
と
だ
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
マ
ル
シ
ェ
は
、
も
う
そ

ろ
そ
ろ
、
イ
メ
ー
ジ
チ
ェ
ン
ジ
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ

、
。

、つカ
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―
二
世
紀
初
頭
、
バ
イ
オ
燃
料
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
取
り
ざ
た
さ
れ
、
実
際
に
い
く
つ
か
の
試
行
も
は
じ

ま
っ
た
。
た
と
え
ば
カ
ー
ボ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
よ
る
地
球
温
暖
化
防
止
、
化
石
燃
料
の
枯
渇
に
対
す
る
危
機
意
識
、

E
u
に
よ
る
輸
送
燃
料
の
バ
イ
オ
化
、
ク
リ
ー
ン
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
の
動
き
な
ど
、
多
様
な
見
解
と
試
み
が
な
さ
れ
て

い
た
。
そ
ん
な
な
か
で
一

1
0
0
五
年

G
.
w
・
ブ
ッ
シ
ュ
前
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
よ
る
エ
タ
ノ
ー
ル

計
画
拡
張
（
二

0
0
五
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
お
よ
び
二

0
0
六
年
一
般
教
書
演
説
）
を
大
々
的
に
ぶ
ち
上
げ
た
。
さ
ら
に
ブ

ッ
シ
ュ
政
権
は
二

0
0
七
年
三
月
に
、
ル
ー
ラ
（
前
ブ
ラ
ジ
ル
大
統
領
）
と
の
会
談
で
バ
イ
オ
燃
料

O
P
E
C
創
設
に
ま
で

言
及
し
た
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
動
き
は
、
惟
界
的
な
バ
イ
オ
燃
料
開
発
の
決
定
的
な
推
進
力
に
な
っ
た
。

5 ． 

バ
イ
オ
燃
料
ブ
ー
ム
は
ホ
ン
モ
ノ
か

バ
イ
オ
燃
料
の
落
と
し
穴

稲

泉

博

己
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こ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
バ
イ
オ
燃
料
へ
の
力
の
人
れ
方
は
急
激
で
、
し
か
も
短
期
間
に
成
果
が
表
れ
た
。
一
九
七

0
年

代
の
石
池
危
機
以
降
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
長
い
あ
い
だ
世
界
の
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
生
産
•
利
用
の
圧
倒

的
部
分
を
占
め
て
い
た
の
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
以
降
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
生
産

量
を
、
ア
メ
リ
カ
が
あ
っ
さ
り
と
抜
き
去
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方

H
本
で
は
、
一

1
0
0
1
―
年
に
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
な
ど
関
係
省
庁
が
協
力
し
て
、
地
球
温
暖
化

防
止
、
循
環
型
社
会
形
成
、
戦
略
的
産
業
育
成
、
農
山
漁
村
活
性
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
家
畜
排
泄
物
や
木
く
ず
な
ど
の

動
植
物
か
ら
生
ま
れ
た
再
生
可
能
な
有
機
性
資
源
（
バ
イ
オ
マ
ス
）
の
利
活
用
推
進
に
関
す
る
取
り
組
み
や
行
動
計
画
を

「
バ
イ
オ
マ
ス
・
ニ
ッ
ポ
ン
総
合
戦
略
」
と
し
て
ま
と
め
た
。

―
1
0
0
六
年
―
―
一
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
活
用
状
況
や
二

0
0
五
年
二
月
の
京
都
議
定
書
発
効
な
ど
の

戦
略
策
定
後
の
情
勢
の
変
化
を
ふ
ま
え
て
見
直
し
を
行
い
、
国
産
バ
イ
オ
燃
料
の
本
格
的
導
人
、
林
地
残
材
な
ど
の
未
利

用
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
築
の
加
速
化
な
ど
を
図
る
た
め
の
施
策
を
推
進
し
て
き
た
。
た
と

え
ば
―

1
0
0
七
年
か
ら
、
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
と
イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
を
化
合
さ
せ
た
エ
チ
ル
・
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
ブ
チ

ル
・
エ
ー
テ
ル

(
E
T
B
E
)
を
フ
ラ
ン
ス
な
ど
か
ら
輸
入
し
、
ガ
ソ
リ
ン
に
三
％
混
入
さ
せ
た

E
3
の
販
売
が
は
じ
ま

っ
た
。
ま
た
南
西
諸
島
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
、
そ
の
他
稲
藁
や
廃
材
な
ど
の
木
質
系
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
の
エ
タ
ノ
ー
ル
抽
出
も

試
み
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
バ
イ
オ
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

(
B
D
F
)
の
生
産
と
活
用
に
関
し
て
も
、
各
地
で
菜
種
油
か

ら
B
D
F
精
製
を
す
る
「
菜
の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
銘
打
っ
た
取
り
組
み
や
、
あ
る
い
は
京
都
市
営
バ
ス
で
は
市
内
で

集
め
た
廃
油
か
ら
っ
く
ら
れ
た

B
D
F
を
燃
料
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
徐
々
に
広
が
り
を
み
せ
は
じ
め
て
い
る
。
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枇
界
各
地
で
生
産
さ
れ
、
ま
た
日
本
で
も
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
バ
イ
オ
燃
料
。
そ
も
そ
も
バ
イ
オ
燃
料
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

一
般
的
に
バ
イ
オ
燃
料
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
由
来
の
素
材
で
、
燃
料
と
な
り
う
る
も
の
の
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ

て
エ
タ
ノ
ー
ル
や
メ
タ
ノ
ー
ル
か
ら
、
薪
や
炭
、
植
物
性
お
よ
び
動
物
性
の
油
脂
・
潤
滑
油
、
さ
ら
に
作
物
残
涜
や
動
物

の
糞
尿
ま
で
含
ま
れ
る
大
変
広
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
事
実
ア
フ
リ
カ
諸
国
や
ア
ジ
ア
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
現
在

も
璽
要
な
煮
炊
き
の
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
薪
、
つ
ま
り
木
材
で
あ
り
、
ま
た
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
は
動
物
の

糞
を
乾
か
し
て
燃
料
に
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
バ
イ
オ
燃
料
は
格
別
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
火
の
発
見
以

来
ず
っ
と
人
類
の
身
近
に
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
上
記
の
よ
う
な
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
バ
イ
オ
燃
料
と
縁
遠
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
日
本
で
は
つ
い
最
近
、
と
い
っ
て
も
高
度
経
済
成
長
期
を
境
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
バ
イ
オ
燃
料
か

ら
化
石
燃
料
へ
の
転
換
の
喋
矢
は
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
端
を
発
し
た
産
業
革
命
期
に
、
よ
り
燃
費
効
率
の
良
い
化
石
燃

料
（
石
炭
•
石
油
）
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
何
千
年
も
の
人
類
の
文
明
史
の

な
か
で
、
化
石
燃
料
が
主
役
の
座
を
占
め
た
の
は
つ
い
最
近
、
わ
ず
か
三

0
0
年
程
度
の
期
間
し
か
な
く
、
そ
れ
以
外
の

バ
イ
オ
燃
料
と
は

そ
こ
で
本
章
で
は
バ
イ
オ
燃
料
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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4

、、カ
バ
イ
オ
燃
料
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
三
つ
の
特
性
が
あ
る
の
で
、
化
石
燃
料
の
か
わ
り
に
未
来
の
、
地
球
に
や

さ
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
な
か
で
、

冷
静
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
バ
イ
オ
燃
料
推
進
の
背
景
を
み
て
み
よ
う
。

先
に
取
り
上
げ
た
ブ
ッ
シ
ュ
元
大
統
領
の
政
鍛
は
、
突
然
降
っ
て
わ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
バ
イ
オ
燃
料

の
動
向
に
詳
し
い
農
水
省
農
林
水
産
政
策
研
究
所
・
小
泉
逹
治
主
任
研
究
官
に
よ
れ
ば
、
「
米
国
に
お
け
る
バ
イ
オ
・
エ

タ
ノ
ー
ル
の
開
発
の
歴
史
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
が
開
発
し
た
一
九
一
九
年
製
T
型
フ
ォ
ー
ド
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る

一
九
七
三
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
す
る
原
油
価
格
の
高
騰
を
契
機
に
、
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
は
、

バ
イ
オ
燃
料
推
進
の
背
景

ほ
と
ん
ど
の
時
期
に
人
類
は
実
は
バ
イ
オ
燃
料
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
の
だ
。

バ
イ
オ
燃
料
が
あ
ら
た
め
て
注
日
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
特
性
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

光
合
成
に
よ
っ
て
「
収
穫
し
た
（
取
り
込
ん
だ
）
」
燃
料
で
あ
る
こ
と
、
化
石
燃
料
と
は
違
い
、

E
母
年
（
毎
回
）
植
物
生
産

を
す
る
こ
と
で
再
生
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
原
料
で
あ
る
植
物
の
特
性
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
酸
素
を
放
出

す
る
と
い
う
呼
吸
作
用
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
①
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
、
②
再
生
可
能
、

③
-
―
酸
化
炭
素
吸
収
、
と
い
う
特
性
が
あ
る
た
め
に
、
バ
イ
オ
燃
料
は
近
年
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
重
要
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は

二
0
0
0
年
代
に
入

っ
た
最
近
の
バ
イ
オ
燃
料
推
進
力
の
背
景
は
何
な

の
だ
ろ
う
。
再
び
先
の
小
泉
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
「
ア
メ
リ
カ
農
務
省
が
、

二
0
0

七
年
二
月
に
発
表
し
た

『
ア
メ
リ
カ
農
務
省
二
0
一
六
年
農
業
予
測
』
で
は
、
ア
メ

リ
カ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
醤
は
、
二
0
0
五
／

0
六
年
度
か
ら
二
0
一
六
／
一

七

年
度
に
か
け
て
年
平
均
二

・O
％
増
加
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
同
期
間
中
、

総
需
要
醤
は
年
平
均
ニ
・
ニ
％
の
増
加
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
飼
料
用
需
要
麓

は

O
・二
％
の
減
少
、
バ
イ
オ

・
エ
タ
ノ

ー
ル
用
需
要
量
は
八
・
七
％
の
増
加
が
予

バ
イ
オ
燃
料
推
進
の
背
景
ー

|
ア
メ
リ
カ
の
事
情

ガ
ソ
リ
ン
代
替
燃
料
と
し
て
脚
光
を
浴
び
」
た
。
ち
な
み
に
値
者
も
少
し
か
か
わ
っ
た
調
査
に

B
D
F
原
料
と
し
て
注
目

ナ
ン
ヨ
ウ
ア
ブ
ラ
ギ
リ
11

写
真
ー
、
2
)
を
対
象
と
し
た
も
の
が
あ
っ

を
集
め
て
い
る
ジ
ャ

ト
ロ
フ

ァ

(ja
t
r
o
p
h
a
c
u
r
c
a
s
 

た
が
、
こ
れ
に
し
て
も
、
戦
前
た
と
え
ば
旧
日
本
軍
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
戦
闘
機
零

戦
の
燃
科
と
し
て
注
目
し
開
発
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
ア
メ
リ

カ
の
バ
イ
オ

・
エ
タ
ノ
ー
ル
開
発
と
同
じ
よ
う
に

一
九
七
0
年
代
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
い

わ
れ
る
こ
の
種
の
バ
イ
オ
燃
料
も
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
い
っ
た
き

っ
か
け
が
な
け

れ
ば
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
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測
」
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
増
大
す
る
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
需
要
量
に
対
し
て
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
が
キ
ャ
ッ
チ

(
2
)
 

ァ
ッ
プ
で
き
る
か
が
今
後
の
需
給
動
向
の
鍵
を
握
る
」
と
予
測
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
い
う
作
物
の
位
置
を
考
え
て
み
る
と
、
世
界
最
大
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
輸
出
国

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
輸
出
量
を
維
持
・
拡
大
す
べ
く
生
産
支
援
の
補
助
金
を
出
し
て
き
た
。
し
か
し
貿

易
の
自
由
化
を

H
指
す

W
T
O
の
も
と
で
は
、
そ
う
し
た
生
産
刺
激
策
と
し
て
の
補
助
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
困
難
が
予

測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
代
替
策
と
し
て
―

1
0
0
五
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
に
も
と
づ
く
新
た
な
補
助
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
見
方

が
成
り
立
つ
わ
け
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ア
メ
リ
カ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
輸
出
歴
の
減
少
は
国
際
価
格
の
上
昇
を
招
く
と
懸
念

さ
れ
て
い
た
が
、
二

0
0
七
＼
〇
八
年
に
は
や
は
り
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
も
世
界
的
な
食
糧
危
機
と
い

う
か
た
ち
で
現
れ
て
き
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

一
方
原
料
作
物
を
生
産
す
る
側
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
生
産
者
に
と
っ
て
新
た
な
支
援
策
と
し
て
歓
迎
さ

れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
発
展
途
上
国
の
生
産
者
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

(3) 

ま
ず
図
ー
は
、
国
際
社
会
共
通
の
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
た
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標

(
M
D
G
)
の
―
つ
で
あ
る

「
一
九
九

0
年
か
ら
二

0
一
五
年
ま
で
に
、
飢
餓
に
苦
し
む
人
び
と
の
割
合
を
半
減
さ
せ
る
」
と
い
う
飢
餓
撲
滅
の
推
移

で
あ
る
。
地
域
別
の
棒
グ
ラ
フ
の
そ
れ
ぞ
れ
上
段
が
一
九
九
〇
＼
九
二
年
の
状
況
、
中
段
が
二

0
0
0
¥
〇
二
年
、
下
段

途
上
国
l

と
く
に
ア
フ
リ
カ
の
事
情
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lli所）「国連ミレニアム開発月揉報告 2010」

に
は
ほ
ど
遠
く
、
な
か
で
も
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ

い
こ
と
が
わ
か
る
。

（サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
）

次
に
食
料
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
と
栄
養
状
態
を
、
国
連
食
糧
農
業
機
関

(
F
A
0
)

栄
養
供
給
源
と
し
て
は
漸
減
し
て
い

る
。

一
方
、

一
九
七
0
年
代
か
ら
栄

一
九
六

一
、

一
九
七
〇
、

一
九
八

0
、

一
九
九

0
、
二

0
0
0
、
二
0
0
七

年
の
状
況
を
プ

ロ
ッ
ト
し
た
。
こ
れ

を
み
る
と
生
産
量
が
順
調
に
伸
び
て

い
る
の
は
キ
ャ

ッ
サ
バ
で
あ
る
が
、

カ
ロ

リ
ー
）
を
並
べ

、
そ
れ
ぞ
れ
に

供
給

（単
位
は

一
人

一
日
当
た
り
キ
ロ

は

一
0
0
万
ト
ン
）
と
、

カ
ロ
リ
ー

X
軸
に
は
生
産
量
、
輸
入
巌
（
単
位

T
A
T
)
 で
み
た
の
が
図

2
で
あ
る
。

が
二
0
0
五
1
0
七
年
、
そ
し
て
こ
の
三
本
の
横
棒
グ
ラ
フ
を
縦
に
貰
い
て
い
る
線
が
二
0
一
五
年
M
D
G
の
達
成
目
標

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
図
か
ら
途
上
地
域
全
体
で
は
低
下
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
「
半
減
」
と
い
う
目
標

の
飢
餓
人
口
割
合
が
依
然
と
し
て
高

の
統
計
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
F
A
0
S
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III所）FAOSTAT 

業
生
産
性
指
数
を
世
界
の
地
域
ご
と
に
比
較
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
の
特
徴
は
絶
対
醤
で
は
な
く
、
地
域
ご
と
に
基
準
年
に
対
し
て

そ
の
前
後
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
生
産
が
あ
が
っ
た
か
、
つ
ま
り
農
業
生

産
性
を
時
系
列
に
比
較
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
ア
フ
リ
カ

は

一
九
六
0
年
代
に
ピ

ー
ク
を
打
っ
て
以
降
、
停
滞
気
味
に
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
同
じ
く
発
展
途
上
地
域
と
み
な
さ
れ
て
い
る
東

南
ア
ジ
ア
や
南
ア
メ
リ
カ
で
は
大
き
な
伸
び
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
ア
フ
リ
カ
地
域
に
世
界

で
も
っ
と
も
飢
餓
人
口
が
集
中
し
て
い

る
こ
と
、
そ
の
ア
フ
リ
カ
地
域
の

栄
養
供
給
源
が
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
く

「
輸
入
小
麦
」
な
ど
に
転
換
し

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
域
内
の
農
業
生
産
全
体
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
で

0
0
 年
を
基
準

一
0
0
と
し
て
、

九
六

一
ー
ニ
0
0
九
年
ま
で
の
農

さ
ら
に
図

3
は
同
じ
く

F
A
0
S
T
A
T
を
用
い
て
、

養
供
給
源
と
し
て
伸
び
て
き
て
い
る
の
は
小
麦
や

コ
メ
な
ど

で
あ
り
、
と

く
に
小
麦
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
。
す
な

わ
ち
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
作
物
生
産
と
食
料
供
給
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生

じ
て
い
る
の
だ
。

一
九
九
九
ー
ニ
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出所） FAOSTAT

あ
る
。
こ
う
し
た
飢
餓
と
停
滞
、
ま
た
食
料
確
保
の
た
め
に
外
貨
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
生
産
者
に
と
っ
て
は
新
た
な
作
物
の
獲
得

を
、
ま
た
み
ず
か
ら
生
産
手
段
を
も
た
な
い
都
市
住
民
や
為
政
者
に
と

っ
て
も
新
た
に
効
果
的
な
農
業
開
発
の
道
を
、
「
新
た
な
」
バ
イ
オ
燃

料
作
物
に
求
め
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
ア
フ
リ
カ
に
特
有
の
歴
史
や
、
農
業
を
と
り
ま
く
社
会
・
経

済
環
境
な
ど
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
そ
の
第
一
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
接
触
の
あ
と
の
奴
隷
貿
易
か
ら
、
植
民
地
支
配
、
そ

し
て
独
立
後
の
経
済
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
、
農
民
た
ち

の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
、
と
く
に
わ
た
し
た
ち
が
自
明
と
し
て
い
る
日
本
農

民
と
比
較
し
た
と
き
の
、
上
地
や
農
業
に
対
す
る
思
い
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
植
民
地
体
制
以
来
、
農
業
生
産
が
自

国
の
需
要
を
賄
う
と
い
う
よ
り
も
、
一
貰
し
て
国
際
的
な
貿
易
体
制
の

な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
作
目
は

も
ち
ろ
ん
、
生
産
基
盤
、
流
通
な
ど
に
関
し
て
も
、
つ
ね
に
国
外
か
ら

強
い
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
バ
イ

オ
燃
料
用
作
物
生
産
に
関
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
い
え
る
だ
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四

バ
イ
オ
燃
料
の
格
と
し
穴

さ
ら
に
後
者
に
関
し
て
は
、
上
の
よ
う
な
農
業
の
成
り
立
ち
と
も
深
く
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
、

H
本
の
農
民
の
よ
う
に

「
先
祖
代
々
の
土
地
」
で
「
丹
精
こ
め
て
」
作
物
を
育
て
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
こ
と
。
植
民
地
体
制

の
も
と
で

t
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
共
同
体
的
土
地
所
有
の
な
か
で
は
、
農
民
個
人
の
意
欲
に
彼
我
の
差

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
歴
史
的
、
社
会
的
環
境
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
絡
み
合
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
な
か
で
急
速
に
バ

イ
オ
燃
料
用
作
物
が
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―
1
0
0
六
年
夏
以
降
の
原
油
価
格
の
高
騰
は
、
バ
イ
オ
燃
料
の
追
い
風
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
国
際
市
場
に
出
回
る
コ

ム
ギ
の
大
産
地
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
引
き
続
く

f
ば
つ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ん
だ
穀
物
価
格
の
異
常
な

高
騰
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
燃
料
は
悪
玉
に
さ
れ
、
さ
ら
に
―

1
0
0
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
原
油
や
穀

物
価
格
の
反
転
下
落
が
は
じ
ま
る
と
、
価
格
競
争
力
の
な
い
現
状
の
バ
イ
オ
燃
料
ブ
ー
ム
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
除
い
て
急
速

に
ド
火
に
な
っ
た
。

日
本
の
テ
レ
ビ
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の

D
l
オ
イ
ル
ズ
は
、
二

0
1
0
年
に
発
行
さ
れ
た
後
述
の

F

A
R
A
の
レ
ポ
ー
ト
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ

B
D
F
企
業
の
先
駆
的
存
在
だ

ろ
う
。
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っ
た
。
し
か
し
同
社
は
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
英
国
石
池

(
B
P
)
と
の
合
弁
事
業
を
二

0
0
九
年
七
月
に
解
消
し
、
結
局

二
0
1
0
年
八
月
二
七

H
、
最
高
経
党
責
任
者
ベ
ン
・
グ
ッ
ド
氏
が
更
迭
さ
れ
た
。
こ
れ
は
同
じ
く
二

0
1
0
年
発
行
の

(53) 

F
A
0
レ
ポ
ー
ト
『
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
ー
小
農
の
た
め
の
バ
イ
オ
燃
料
作
物
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
燃
料
作
物
ジ
ャ

ト
ロ
フ
ア
を
用
い
て

B
D
F
生
産
を
す
る
こ
と
は
、
貧
困
農
家
の
利
益
に
つ
な
が
り
、
と
く
に
途
上
国
の
半
乾
燥
・
遠
隔

地
に
有
望
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ア
は
現
在
で
も
基
本
的
に
は
「
野
牛
植
物
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
ま
ず
作
物

と
し
て
の
改
良
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
多
く
の
途
上
国
に
お
け
る
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
開
発
投
資
や
政
策

決
定
は
、
十
分
な
科
学
的
知
識
の
裏
づ
け
が
な
い
」
こ
と
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
二

0
0
七
年
に
筆
者
を
は
じ

{
6
)
 

め
、
い
く
つ
か
の

N
G
O
が
指
摘
し
て
い
た
（
「
共
同
提
言

ver.
1

」
)
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
素
人
で
も
わ
か
る
危

う
い
道
を
D
1
オ
イ
ル
ズ
は
、
石
油
メ
ジ
ャ
ー
で
あ
る

B
P
と
組
ん
だ
と
は
い
え
突
き
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
あ
え
て
ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
「
士
地
収
奪
」
の
尖
兵
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
時
に
口
う
る
さ
く
過
激
な
欧
米
の
市
民
（
団
体
）
に
と
っ
て
も
、
ま

た
「
新
た
な
」
作
物
を
求
め
る
途
上
国
な
か
ん
ず
く
ア
フ
リ
カ
の
為
政
者
に
と
っ
て
も
、
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ア
が
期
待
を
も
っ

て
受
け
人
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
―

1
0
0
六
年
前
後
に
に
わ
か
に
起
こ
っ
た
「
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
・
ブ
ー

ム
」
の
こ
ろ
に
は
、
①
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ア
は
こ
れ
ま
で
土
壌
浸
食
防
止
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
実
績
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、

②
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ア
は
成
長
最
が
大
き
い
（
バ
イ
オ
マ
ス
量
が
大
き
い
）
が
、
食
用
作
物
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
も
③
「
荒
廃

地
」
で
も
無
投
入
で
手
間
が
か
か
ら
ず
に
よ
く
育
つ
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
を
も
つ
の
で
バ
イ
オ
燃
料
に
好
都
合
だ
と
喧
伝

さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
両
者
に
受
け
人
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
産
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業
化
の
た
め
に
は
「
荒
廃
地
」
を
集
積
し
開
発
す
る
。
欧
米
や
日
本
な
ど
の
眼
か
ら
す
れ
ば
低
利
用
の
上
地
、
し
か
し
い

う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
土
地
も
現
地
か
ら
み
る
と
必
ず
し
も
低
利
用
な
わ
け
で
は
な
く
、
輪
作
や
遊
牧
な
ど
に
使
わ
れ

る
土
地
さ
え
も
取
り
込
む
強
力
な
推
進
力
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
利
用
し
て
い
た
、

い
わ
ゆ
る
優
良
農
地
の
み
な
ら
ず
、
小
農
が
持
続
的
に
利
用
し
て
き
た
土
地
資
源
も
囲
い
込
む
た
め
に
、
地
球
温
暖
化
対

策
と
い
う
錦
の
御
旗
を
掲
げ
て
露
払
い
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
バ
イ
オ
燃
料
に
か
か
わ
る
企
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
バ
イ
オ
燃
料
の
す
ぐ
あ
と
に
、
外
国
向
け
あ
る
い
は
商
品
と
し
て
の
食
料
作
物
を
生
産
す
る
た
め
に
乗
り
込
ん
で

き
た
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
「
土
地
収
奪
」
が
、
バ
イ
オ
燃
料
の
急
激
な
ブ
ー
ム
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
だ
。

た
と
え
ば
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
は
一
九
九
七
年
に
投
資
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
農
地
へ
の
投
資
を
促

進
す
る
た
め
に
タ
ン
ザ
ニ
ア
投
資
セ
ン
タ
ー

(
T
I
C
)
が
設
置
さ
れ
た
が
、

T
I
C
は
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
用
農
地
の
囲
い

込
み
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
昨
今
の
「
土
地
収
奪
」
の
報
道
に
接
す
る
と
き
、
「
ま
だ
作
物
に
な
っ
て
い
な
い
」
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
な
ど
の
た
め
に
士

地
を
め
ぐ
っ
て
動
い
て
い
た
人
た
ち
の
本
当
の
目
的
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
ひ
と
り
筆
者
だ

け
で
あ
ろ
う
か
。
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It could be an attractive proposition. Ylany European 

countries arc mandating biofuels content. bm there is not 

enough local production 

Japan and South Korea, too, could be important export 

markets for southern Africa. Japan alone could be import-

ing about 75% of the world's fuel ethanol in 2012, accord-

ing to statistics provided by Ethanol Aflica 

図 4 南ア企業「エタノール・アフリカ社」の投

資情報記事

出所）「フィナンシャル・タイムズ海外投資情報I2007年6

月6ll付^

五
世
界
の
バ
イ
オ
燃
料
牛
産
と
＂
本
と
の
つ
な
が
り

国
々
が
南
ア
に
と
っ
て
有
力
な
輸
出

先
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
日
本
は
、

エ
タ
ノ
ー
ル
・
ア
フ
リ
カ
社
の
推
計

、
、
、
、
、
、

に
よ
れ
ば
、
二

0
-
―
一
年
の
国
際
エ

、
、
、
、
、
、
、

タ
ノ
ー
ル
市
場
の
七
五
％
を
輸
人
す

そ
れ
は
日
本
や
韓
国
で
も
同
じ
状
況

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の

バ
イ
オ
燃
料
と
日
本
の
か
か
わ
り

1
1
0
0
七
年
六
月
六
日
付
の
「
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
海
外
投
資
情
報
」
に
よ
れ
ば
、
南
ア
フ
リ
カ
の
エ
タ
ノ

(
7
-

ー
ル
・
ア
フ
リ
カ
社
の
記
事
が
出
て
い
る
（
図
4
)
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
多
く
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
は
バ
イ
オ
燃
料
の
混
入

を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど

が
国
内
生
産
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
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る
と
見
積
も
ら
れ
る
」
（
強
調
は
引
用
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
こ
の
会
社
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閉
鎖
し
、

現
在
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

土
地
収
奪
問
題

―
I
O
I
 O
年
に
入
り
各
方
面
か
ら
「
士
地
収
奪
」
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。

ア
フ
リ
カ
農
業
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

(
F
A
R
A
)
は
、
―

I
O
I
0
年
五
月
に
発
表
し
た
レ
ポ
ー
ト
（
『
ア
フ
リ
カ
に
お
け

(
8
)
 

る
食
料
と
バ
イ
オ
燃
料
の
政
策
相
関
図
]
)
で
、
云
艮
料
と
燃
料
を
め
ぐ
る
論
議
は
他
の
い
か
な
る
大
陸
よ
り
も
ア
フ
リ
カ
大

陸
で
先
鋭
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
も
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
現
状
認
識
を
示
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
内
外
か
ら
の
直
接

投
資
に
よ
る
産
業
育
成
と
地
域
市
場
の
適
正
な
刺
激
政
策
に
つ
い
て
も
十
分
な
検
討
が
必
要
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
試
み
た
「
政
策
的
相
関
図
の
作
成
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
（
政
府
、
民
間
、

N
G
o
、
農

民
）
の
連
携
不
足
が
確
認
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

一
方
、
世
界
の
援
助
・
協
力
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
世
界
銀
行
グ
ル
ー
プ
は
、
『
農
地
へ
の
枇
界
的
な
関
心
の
高
ま

り
と
農
業
投
資
の
透
明
性
・
責
任
の
重
要
性
』
（
二

0
1
0
年
九
月
）
を
発
表
し
、
「
大
規
模
な
土
地
獲
得
は
、
技
術
移
転
の

触
媒
の
役
割
や
農
業
生
産
性
の
向
上
、
貧
困
削
減
な
ど
、
な
が
ら
く
放
置
さ
れ
て
い
た
途
上
国
農
業
の
転
換
点
と
な
る
と

い
う
見
方
も
あ
る
」
。
「
し
か
し
な
が
ら
不
透
明
な
資
源
の
権
利
状
況
や
未
成
熟
な
管
理
機
能
の
も
と
で
は
、
紛
争
や
環
境

破
壊
を
招
き
か
ね
な
い
」
と
両
論
併
記
し
つ
つ
「
泄
銀
は
、
加
熱
す
る
土
地
投
資
に
対
し
て
、
危
惧
を
示
し
つ
つ
、
制
度

整
備
に
よ
っ
て
健
全
な
取
引
を
促
す
」
方
向
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
際
N
G
o
最
大
手
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ム
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図5 エタノール産業拡大反対ポス

ター

t11所）FollowThe Science org.のHPより。

民
間
企
業
と
バ
イ
オ
燃
料

（図

5
)
。

先
進
国
の
生
産
者
側
の
声
と
し
て
、

二
0
1
0年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
食
肉
研
究
所
所
長
J
・
パ
ト
リ
ッ
ク

・
ボ
イ
ル
氏

は、

「
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
由
来
の
エ
タ
ノ

ー
ル
が
五

0
％
混
入
さ
れ
た
ガ
ソ
リ
ン
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
食
料
と
飼

科
の
価
格
が
高
騰
し
、
牛
肉
・
鶏
肉
生
産
者
そ
し
て
究
極
的
に
は
消
費
者
が
そ
の
コ
ス
ト
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(11

)
 

と
し
て
、
米
国
内
の
エ
タ
ノ
ー
ル
産
業
の
拡
大
に
異
を
唱
え
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
展
開
し
て
い
る

つ
ま
り
先
に
み
た
国
際
的
な
食
料
高
騰
の
影
評
が
世
界
最
大
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
輸
出
国
ア
メ
リ
カ
の
お
膝
元
で

は
即
座
に
「
現

る
。
さ
ら
に

一
0
月
オ
ラ
ン
ダ
で
開
催
さ
れ
た
バ
イ
オ

(10
)
 

の
土
地
収
奪
は
新
植
民
地
主
義
で
あ
る
」
と
狩
告
を
発
し
て
い
る
。

二
0
1
0年
八
月
、
同
社
は
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
に
最
新
の

ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
研
究
所
建
設
を
公
表
し
、
同
じ
八
月
二

五
日
、
同
社
は
ラ
イ
フ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
社
と
共
同
で

ジ
ャ
ト
ロ
フ
ア
の
追
伝
情
報
解
析
完
了
と
発
表
し
て
い

オ
フ
ュ

ー
エ
ル
ズ
は
躍
進
を
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
の
バ
イ
オ
燃
料
ベ
ン
チ
ャ
ー
大
手

s
Gバ
イ

そ
の

一
方、

先
述
の

D
1
オ
イ
ル
ズ
と
は
対
照
的
に
、

も
お
お
い
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

I 17 5
 

パイオ燃料の格とし穴



パ
ー
ム
油
を
め
ぐ
る
議
論
、
国
際
組
織
や
認
証
の
動
き

パ
ー
ム
池
は
日
本
で
も
洗
剤
原
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も

B
D
F
原
料
と
し
て
の
利
用
も
増
大
し

て
い
る
。
そ
こ
で
パ
ー
ム
池
系
の
バ
イ
オ
燃
料
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
動
き
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
パ
ー
ム
池
系
B
D
F
の
問
題
と
し
て
各
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
パ
ー
ム
池
を
取
る
た
め
の
ア
プ
ラ
ヤ

シ
・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
大
規
模
農
園
）
の
造
成
の
問
題
で
あ
る
。
造
成
は
、
森
林
、
ザ
早
地
な
ど
を
農
地
へ
転
換
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス

(
G
H
G
)
排
出
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
泥
炭
地
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て

G
H
G
が
大
量
に
排
出
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

次
に
バ
イ
オ
燃
料
用
作
物
の
生
産
に
よ
り
、
当
該
土
地
で
従
来
生
産
さ
れ
て
い
た
作
物
な
ど
が
別
の
土
地
で
生
産
さ
れ

る
こ
と
を
、
間
接
的
士
地
利
用
変
化
と
呼
ぶ
。
間
接
的
士
地
利
用
変
化
に
関
す
る
因
果
関
係
の
立
証
や
影
響
の
定
量
化
に

は
困
難
が
と
も
な
う
。
だ
か
ら
そ
の
重
要
性
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
英
国
で
は
二

0
0
八
年
四
月
か
ら
輸
送
用
化

石
燃
料
供
給
業
者
に
対
し
て
、
バ
イ
オ
燃
料
導
入
を
義
務
づ
け
る
「
再
生
可
能
燃
料
導
入
義
務
制
度

(
R
T
F
o
)
」
の
運

用
を
は
じ
め
た
。
こ
の

R
T
F
o
で
は
、
「
間
接
的
土
地
利
用
変
化
が
ど
こ
で
生
ず
る
か
把
握
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
バ
イ
オ
燃
料
生
産
者
の
管
理
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
考
慮
は
不
要
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
二

0
0
五
年
の
グ
レ
ン

イ
ー
グ
ル
ス
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、

し
て
い
る
。

(12) 

燃
料
エ
キ
ス
ポ
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
の
種
子
を
開
発
し
た
と
発
表
す
る
な
ど
、
ま
す
ま
す
そ
の
勢
い
を
増

G
8
+
5
（
ブ
ラ
ジ
ル
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
メ
キ
シ
コ
、
南
ア
フ
リ
カ
）
首
脳
が
、

／ゞ

第11部 グローバル化のなかの食と農 118 



イ
オ
燃
料
の
持
続
的
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
立
ち

t
げ
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
イ
オ
エ
ナ
ジ
ー
・
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ

(
G
B
E
P
)
」
で
は
、

E
U
や
米
国
な
ど
が
、
各
事
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
に
対
し
て
、
間
接
的
土
地
利

用
変
化
の
考
慮
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
間
接
的
士
地
利
用
変
化
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ

に
そ
の
取
り
扱
い
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。

G
B
E
P
以
外
に
も
、
国
際
的
な
取
り
決
め
や
認
証
制
度
が
で
き
て
い
る
。

ま
ず
「
持
続
可
能
な
バ
イ
オ
燃
料
に
関
す
る
円
卓
会
議

(
R
S
B
)
」
原
則
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
―

1
0
0
七
年
六
月
、

世
界
の
バ
イ
オ
燃
料
関
係
者
が
集
ま
り

R
S
B
を
つ
く
っ
た
。
こ
こ
で
は
持
続
可
能
な
バ
イ
オ
燃
料
に
関
す
る
国
際
規
格

(14) 

策
定
作
業
が
続
け
ら
れ
、
―

1
0
0
九
年
―
一
月
に
「

R
S
B
原
則
ver.
l

」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
原
則
三
：
G
H
G

排
出
~
バ
イ
オ
燃
料
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の

G
H
G

排
出
を
化
石
燃
料
に
比
べ
て
大
き
く
減
ら
す

こ
と
に
よ
り
、
気
候
変
動
の
緩
和
に
貢
献
す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
、
バ
イ
オ
燃
料
の
最
大
の
使
命
を
規
定
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
原
則
五

I

農
村
及
び
社
会
開
発
乙
負
困
地
域
に
お
い
て
は
、
バ
イ
オ
燃
料
事
業
は
、
地
方
住
民
、
農
村
住
民
、

先
住
民
と
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
的
及
び
経
済
的
発
展
に
貢
献
す
る
も
の
と
す
る
」
な
ど
、
持
続
可
能
な
社
会
に
関

し
て
の
配
慮
も
う
た
わ
れ
て
い
る
。

(15) 

次
に
「
持
続
可
能
な
パ
ー
ム
油
の
た
め
の
円
卓
会
議

(
R
S
P
o
)
」
に
つ
い
て
は
、
二

0
0
一
年
に
世
界
自
然
保
護
基

金

(wwF)
と
パ
ー
ム
油
生
産
・
加
工
な
ど
の
関
係
業
者
に
よ
っ
て
取
り
組
み
が
は
じ
ま
り
、
―

1
0
0
三
年
八
月
、
マ

レ
ー
シ
ア
の
ク
ア
ラ
・
ル
ン
プ
ー
ル
で
正
式
に
発
足
し
た
。

R
S
P
O
は
、
二

0
1
0
年
一

0
月
時
点
で
、
一
九
の
生
産

企
業
、
七
一
カ
所
の
パ
ー
ム
油
製
油
所
、
六

0
万
七
六

0
-
―
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
生
産
地
、
さ
ら
に
四
六
の
サ
プ
ラ
イ
・
チ
ェ
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ー
ン
企
業
お
よ
び
八
七
施
設
に
つ
い
て
、
認
証
し
て
い
る
。

日
本
の
パ
ー
ム
油
利
用
メ
ー
カ
ー
「
サ
ラ
ヤ
」
に
よ
れ
ば
、
「

R
S
P
O
は
英
蘭
ユ
ニ
リ
ー
バ
が
作
っ
た
認
証
制
度
で
、

同
社
は
こ
の
他
に
も
環
境
に
配
慮
し
た
農
園
を
認
定
す
る
レ
イ
ン
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

(
R
A
)
の
紅
茶
版

の
認
証
や
、
持
続
可
能
な
漁
業
の
推
進
を

H
指
す
海
洋
管
理
協
議
会

(
M
S
C
)
な
ど
、
生
物
多
様
性
の
認
証
作
り
に
積

極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
欧
米
企
業
が
作
っ
た
認
証
に
日
本
企
業
が
費
用
を
支
払
う
と
い
う

構
図
を
、
生
物
多
様
性
の
世
界
で
の
欧
米
の
資
源
戦
略
の
一
っ
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
。
確
か
に
そ
の
面
は
否
定
で
き
な

い
が
、
サ
ラ
ヤ
と
し
て
は
世
界
標
準
の
認
証
は
あ
っ
た
方
が
良
い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば

R
S
P
O
が
こ
れ
ま
で
成
功

し
て
い
る
の
は
、
世
界
標
準
の
認
証
の
下
に
、

N
P
O
や
銀
行
、
流
通
関
係
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
取
り
込
め
て

{16) 

い
る
か
ら
で
、
か
な
り
幅
広
い
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
」
と
し
て
い
る
。

―1
0
0
九
年
―
一
月
に
再
び
ク
ア
ラ
・
ル
ン
プ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回

R
S
P
O
で
は
、
気
候
変
動
に
か
か
わ
る

持
続
的
な
原
料
油
の
生
産
等
に
対
す
る
国
際
世
論
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
大
き
い
が
、
と
く
に
生
産
者
は
「
「
持
続
可
能
な
」

生
産
の
た
め
の
規
定
に
合
わ
せ
る
た
め
の
費
用
の
重
み
、
そ
し
て
規
定
に
沿
っ
て
生
産
し
て
「

R
S
P
o
」
認
証
を
得
た

か
ら
と
い
っ
て
高
く
売
れ
る
保
障
は
な
い
た
め
、
規
定
に
従
う
た
め
の
費
用
の
基
が
取
れ
な
い
」
と
訴
え
た
と
い
う
。
そ

の
一
方
で
、
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
な
ど
の
経
営
者
は
「

E
uに
よ
る
持
続
可
能
な
生
産
の
基
準
を
義
務
化

す
る
動
き
」
「
買
い
手
側
か
ら
の
需
要
。

N
G
O
に
よ
る
パ
ー
ム
オ
イ
ル
を
使
っ
た
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
等
の
消
費
者
運

動
」
「
企
業
C
S
R
活
動
と
し
て
の
可
能
性
」
「

R
S
P
O
の
基
本
理
念
の
重
要
さ
、
関
係
す
る
環
境
問
題
の
緊
急
性
」
な

ど
、
関
係
企
業
と
し
て
無
視
で
き
な
い
状
況
に
対
し
て
、
こ
の
認
証
制
度
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と

R
S
P
O
の
意
義
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を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

N
G
o
側
で
も
、
あ
る

R
S
P
o
メ
ン
バ
ー
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
業
者
が
、
「
パ
ー
ム
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
内
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
教
育
活
動
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
た
点
」
を
評
価
し
て
お
り
、
「
企

業
の
自
主
的
参
加
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
の
制
度
だ
が
、
各
国
政
府
や
国
際
市
場
に
お
け
る

R
S
P
O
の
認
知
度
が

高
ま
っ
て
い
る
今
日
、

R
S
P
o
公
認
パ
ー
ム
オ
イ
ル
ヘ
の
需
要
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
関
連
企
業
が

R
S
P
O
に

参
加
し
基
準
に
従
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
増
え
て
い
く
と
予
測
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

各
国

N
G
0
/
N
P
0
の
動
き

以
上
の
よ
う
な
企
業
、
国
際
機
関
等
に
よ
る
認
証
制
度
な
ど
に
対
し
て
、
各
国
の

N
G
o
は
慎
重
な
姿
勢
を
崩
し
て
い

な
い
。
た
と
え
ば
―

1
0
0
九
年
三
月
、

H
本
の

N
G
o
/
N
P
O
で
あ
る
「
地
球
の
友
」
、
「
地
球
・
人
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
、

(18) 

「
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、
共
同
で
「
バ
イ
オ
燃
料
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
共
同
提
言
（
改
訂
版
）
」

を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
私
た
ち
日
本
の

N
G
o
/
N
P
O
は
、
二

0

0
七
年
二
月
『
持
続
可
能
性
に
配
慮
し
た

輸
送
用
バ
イ
オ
燃
料
利
用
に
関
す
る
共
同
提
言
』
を
発
表
し
、
安
易
な
バ
イ
オ
燃
料
の
需
要
拡
大
に
対
し
、
「
モ
ノ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
広
大
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
は
、
熱
帯
林
等
の
貴
重
な
生
態
系
の
破
壊
や
、
先
住
民
と
の
土
地
問
題
、
労

働
問
題
等
の
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
」
と
警
鐘
を
嗚
ら
し
て
き
ま
し
た
」
と
し
て
い
る
。

共
同
提
言
団
体
の
一
っ
、
地
球
・
人
間
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
と
く
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
開
発
と
森
林

の
減
少
に
関
し
て
、
「
一
九
九
九
年
ま
で
に
造
成
さ
れ
た
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
の
少
な
く
と
も
七
割
が
森
林
を
伐
採
し
た
も

の
」
で
あ
り
、
転
換
林
評
価
・
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
は
課
題
が
多
く
、
「
調
企
も
協
議
も
実
際
上
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
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い
」
と
糾
弾
し
た
。
さ
ら
に
「
政
府
や
企
業
は
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
開
発
は
貧
困
削
減
に
な
る
と
言
う
が
、
間
違
え
て
は

い
け
な
い
。
人
々
は
貧
し
く
な
い
。
森
は
い
ろ
い
ろ
な
恵
み
を
提
供
す
る
。
そ
れ
を
奪
お
う
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
だ
」

(19) 

と
先
住
民
出
身
の
神
父
の
言
葉
を
紹
介
し
た
。

バ
イ
オ
燃
料
を
早
く
か
ら
「
ア
グ
ロ
燃
料
」
と
呼
び
、
新
た
な
収
奪
の
手
段
と
み
な
し
て
き
た
国
際

N
P
o
グ
レ
イ
ン

（
国
際
遺
伝
資
源
行
動
組
織
=
G
R
A
I
N
;
 G
e
n
e
t
i
c
 R
e
s
o
u
r
c
e
s
 A
c
t
i
o
n
 International)

は
、
現
下
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
小
規
模
農
業
・
農
民
の
主
権
擁
護
を
訴
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
小
規
模
農
家
は
地

(20) 

球
を
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
よ
れ
ば
、
「
農
業
生
態
学
の
慣
習
（
つ
ま
り
小
農
の
慣
行
的
農
業
）
を
利
用
し
て
、
エ

業
、
農
業
か
ら
失
わ
れ
た
土
壌
の
有
機
物
質
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、

G
H
G
総
排
出
量
を
二

0
＼
一
―
-
五
％
削
減
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
多
国
籍
の
食
品
チ
ェ
ー
ン
の
か
わ
り
に
、
主
と
し
て
地
方
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
通
じ
て
食
料
を
流
通

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

G
H
G
総
排
出
量
の
一

0
1
-
―
-
％
を
削
減
で
き
る
」
、
「
士
地
の
開
墾
や
大
農
圏
向
け
の
森
林
破

壊
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

G
H
G
総
排
出
量
を
一
五
ー
一
八
％
ま
で
削
減
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
土
地

収
奪
を
推
し
進
め
る
勢
力
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
食
の
展
開
に
強
い
不
信
感
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
バ
イ
オ
燃
料
は
た
し
か
に
再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
不
確

定
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
そ
の
生
産
や
取
引
は
け
っ
し
て
日
本
に
と

っ
て
も
他
人
事
で
は
な
く
む
し
ろ
推
進
側
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
こ

に
向
か
っ
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
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筆
者
は
か
つ
て
中
学
社
会
科
の
授
業
で
、
一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
の
「
成
長
の
限
界
」
の
話
を

聞
い
た
。
そ
こ
で
は
人
口
の
爆
発
と
資
源
の
有
限
性
に
警
鏑
が
嗚
ら
さ
れ
、
「
大
き
い
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
」
と
す
る
風

潮
を
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
た
。
少
し
前
の
一
九
七

0
年
、
大
阪
で
開
か
れ
た
万
国
博
覧
会
で
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」

と
い
う
壮
大
な
未
来
図
を
み
せ
ら
れ
て
い
た
少
年
に
、
降
っ
て
わ
い
た
石
油
危
機
と
不
況
、
ト
イ
レ
ッ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
騒

動
な
ど
、
一
気
に
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
た
思
い
が
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
「
成
長
の
限
界
」
は
追
い
討
ち
を
か

け
た
。
ま
さ
に
現
在
の
状
況
と
よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
先
生
が
「
案
じ
る
こ
と
は
な
い
、
人
類
の
科
学
は

明
る
い
未
来
が
描
け
る
の
だ
」
と
「
無
尽
蔵
の
」
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
話
を
さ
れ
、
ほ
っ
と
胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
こ
と
を

鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。

は
た
し
て
い
ま
の
わ
た
し
た
ち
に
そ
う
し
た
夢
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
れ
が
一
―

1
0
年
以
上
た
っ

て
も
実
現
に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
未
来
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。

(
1
)

小
泉
達
治
「
ブ
ラ
ジ
ル
・
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
バ
イ
オ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
生
産
の
拡
大
と
食
糧
需
給
へ
の
影
響
」
、
梶
井
功
（
編
集

代
表
）
・
服
部
信
司
（
編
集
担
当
）
『
世
界
の
穀
物
需
給
と
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
〈

H
本
農
業
年
報
五
四
〉
、
農
林
統
計
協
会
、
二

0
0
八
年
、

八
八
頁
。 六

わ
た
し
た
ち
は
「
夢
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
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u
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。
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北
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寿
信
「
持
続

nr能
な
バ
イ
オ
燃
料
生
産
の
た
め
の
R

S

B
原
則
及
び
基
準
（
翻
訳
）
」
「
農
業
情
報
研
究
所
」
―

I
O
I
0
年
二
月
二

日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
u
n
o
.
d
t
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.
n
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c
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.
h
t
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1
5
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P
O
に
関
し
て
は
、
同
会
議
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http:/＼
w
w
w
.
r
s
p
o
.
o
r
g
¥
）
参
照
。

(
1
6
)更
家
悠
介
「
熱
帯
雨
林
へ
の
負
担
を
減
ら
す
洗
剤
ー
~
二

0
1

―
年
に
は
R
S
P
o

認
証
も
」
、
日
経
B
P

「E
C
o
J
A
P
A
N

」

「
環
境
経
営
フ
ォ
ー
ラ
ム
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
」
二

0
1
0
年
五
月
ニ
―
日
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k
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友
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、
バ
イ
オ
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ス
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社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
バ
イ
オ
燃
料
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
共
同

提
一
日
（
改
訂
版
）
」
、
二

0
0
九
年
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五
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満
田
夏
花
「
士
地
利
用
転
換
の
現
場
か
ら
」
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
バ
イ
オ
燃
料
と
七
地
利
用
ー
持
続
可
能
性
の
視
点
か
ら
』
発
表
資

料
、
二

0
0
九
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五
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.
g
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。
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)
G
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 C
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 Crisis 
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 F
o
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 Crisis: 
S
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 c
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¥
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)
 

＊
出
典
と
し
て
あ
げ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
二

0
1
0
年
一

0
月
現
在
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
。
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コラムR

ゴミは誰のもの j

ゴ
ミ
は
不
思
議
だ
。
何
が
ゴ
ミ
で
何
が
ゴ
ミ
で
な
い

の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
学
食
の
ラ
ン

チ
。
食
べ
残
し
は
ゴ
ミ
箱
ヘ
ポ
ン
と
捨
て
ら
れ
る
。
お

腹
へ
人
っ
た
の
と
ゴ
ミ
箱
へ
行
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
＜

同
じ
も
の
な
の
に
、
片
方
は
心
と
体
の
糧
に
な
り
、
も

う
一
方
は
残
飯
の
生
ゴ
ミ
。
自
分
で
仕
分
け
る
場
合
は

ま
だ
し
も
、
い
ら
な
い
の
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
ゴ
ミ
も

あ
る
。
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
た
ソ
ッ
ク
ス
に
付
い
て
い
る

ラ
ベ
ル
や
金
の
ピ
ン
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
も
、
パ
ソ

コ
ン
の
ソ
フ
ト
の
大
き
な
外
箱
も
、
い
ら
な
い
の
に
付

い
て
く
る
。

不
用
物
の
処
分
は
、
弁
別
の
決
ま
り
が
細
か
く
て
、

な
か
な
か
や
っ
か
い
だ
。
燃
え
る
ゴ
ミ
と
燃
え
な
い
ゴ

ミ
を
分
け
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
ビ
ン
や
新
聞
紙
は

別
々
に
ま
と
め
て
、
決
め
ら
れ
た
曜
日
に
決
め
ら
れ
た

場
所
に
出
す
。
ゴ
ミ
置
き
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
集
合

住
宅
な
ら
い
つ
で
も
出
せ
る
し
、
う
っ
か
り
間
違
え
て

も
、
係
り
の
人
が
直
し
て
お
い
て
く
れ
る
。

町
内
会
の
当
番
が
見
張
り
を
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ

ろ
で
は
、
こ
れ
が
大
変
な
騒
ぎ
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
へ

発
つ
日
の
朝
の
こ
と
だ
。
ゴ
ミ
の
回
収

H
は
翌
日
で
、

そ
の
日
の
夜
に
な
ら
な
い
と
ゴ
ミ
は
出
せ
な
い
。
で
も
、

生
ゴ
ミ
を
放
っ
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
出

か
け
る
と
き
に
出
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
ゴ
ミ
置
き

場
は
リ
ム
ジ
ン
バ
ス
の
発
着
所
へ
行
く
途
中
に
あ
る
。

ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
転
が
し
な
が
ら
、
大
き
な
袋
を
や
っ

と
ゴ
ミ
置
き
場
へ
置
い
た
。
と
、
ど
こ
か
ら
か
、
掃
除

道
具
を
持
っ
た
お
爺
さ
ん
が
現
れ
、
「
曜
日
を
守
っ
て

く
れ
な
き
ゃ
困
る
。
今

H
、
出
す
な
ら
、
隣
の
町
会
の

ゴ
ミ
置
き
場
へ
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
」
と
言
う
で
は
な

い
か
。
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
リ
ュ
ッ
ク
の
出
で
立
ち
で
、

こ
れ
か
ら
空
港
へ
向
か
う
の
で
と
言
っ
て
も
聞
き
耳
も

た
ず
。
仕
方
な
く
、
一
度
家
ま
で
引
き
返
し
た
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の
ゴ
ミ
置
き
場
は
撤

去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
置
き
場
所
に
困
っ
て
区
の
清
掃

事
務
所
に
連
絡
す
る
と
、
「
モ
ラ
ル
の
な
い
人
が
増
え

て
、
そ
こ
に
ゴ
ミ
を
置
い
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
町
会

の
要
請
で
撤
去
に
な
っ
た
」
と
の
説
明
。
ゴ
ミ
は
以
後

個
人
管
理
に
な
り
、
区
の
カ
ラ
ス
除
け
の
青
ネ
ッ
ト
を

か
ぶ
せ
て
、
各
人
が
家
の
前
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

変
な
話
だ
。
ゴ
ミ
置
き
場
に
ゴ
ミ
を
置
い
て
い
っ
て

何
で
い
け
な
い
の
か
。
草
む
ら
に
ポ
イ
捨
て
よ
り
い
い
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ゴミ箱がいつばい設置されているパリの

街角

じ
ゃ
な
い
か
。
曜

H
や
ら
仕
分
け
や
ら
条
件
を
つ
け
る

前
に
、
な
ぜ
も

っ
と
ゴ
ミ
を
出
し
や
す
く
し
て
く
れ
な

い
の
だ
ろ
う
。
第

一
、
東
京
に
は
ゴ
ミ
箱
が
な
い
。
近

所
の
工
事
現
場
で
、
お
弁
当
を
食
べ
た
職
人
さ
ん
た
ち

は
、
ゴ
ミ
の
捨
て
場
に
困

っ
て
、
道
端
に
ま
と
め
て
置

い
て
い

っ
た
。
仕
方
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
の
。
そ
れ
を
モ

ラ
ル
が
な
い
と
言
う
前
に
、
ゴ
ミ
箱
を
駅
に
も
公
園
に

も
設
附
し
て
、
捨
て
ら
れ
る
場
所
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

ゴ
ミ
の
管
理
を
ど
う
し
て
、
個
人
に
委
ね
る
の
だ
ろ

（
ア
ン
ベ

ー
ル
＇
雨
声

裕
子
）

う
。
ど
こ
か
の
町
会
に
入
っ
て
い
な
い
と
、
ゴ
ミ
出
し

の
権
利
を
も
ら
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
路
上
生
活

者
に
は
、
ゴ

ミ
を
捨
て
る
場
所
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
き
れ
い
で
住
み
よ
い
街
を
目
指
す

な
ら
、
難
し
い
規
則
を
掲
げ
る
前
に
、
誰
も
が
守
れ
る

簡
単
な
方
法
を
工
夫
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
犬
の
糞
や
ゴ

ひ
ん
し
ゅ
く

ミ
の
ポ
イ
捨
て
で
観
光
客
に
駆
盛
を
か

っ
て
い
た
パ

リ
の
街
で
さ
え
、
い
ま
で
は
随
分
き
れ
い
に
な

っ
た
。

あ
ち
こ
ち
に
ゴ
ミ
箱
が
設
け
ら
れ
、
ビ
ン
用
の
大
型
回

収
ボ

ッ
ク
ス
も
街
角
に
常
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、
捨
て

た
い
と
き
に
捨
て
ら
れ
る
。

も
う

一
っ
、
ゴ

ミ
を
減
ら
す
工
夫
も
必
要
だ
。

い
つ

ま
で
た

っ
て
も
廃
止
さ
れ
な
い
レ
ジ
袋
は
、

H
本
人
の

ェ
コ
意
識
の
涸
さ
を
思
わ
せ
る
。

マ
イ
バ

ッ
ク
使
用
で

二
円
還
元
さ
れ
る
よ
り
、
ス
ー
パ
ー
が
エ
コ
ヘ
の
取
り

組
み
を
率
先
す
る
モ
デ
ル
に
な
れ
ば
い
い
。

エ
コ
で
フ

ェ
ア
ー
を
売
り
物
に
す
れ
ば
、
そ
れ
を
支
持
す
る
消
費

者
が
顧
客
に
な
る
だ
ろ
う
に
。
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コラム⑥

農夫の知恵l

「
化
学
肥
料
な
ん
か
使
わ
な
く
た

っ
て
、
外
国
の
種

や
飼
料
に
頼
ら
な
く
た

っ
て
、
牛
の
乳
を
何
倍
に
も
増

や
せ
る
」
と
言
っ

て
実
証
し
て
み
せ
た
の
は
、
若
き
日

(l
)
 

の
ア
ン
ド
レ

・
ポ

ッ
シ

ョ
ン
。
一

九
――二

年、

プ
ル
タ

ー
ニ

ュ
は
コ
ル
レ
村
生
ま
れ
の
酪
農
家
で
、

ニ―――
歳
の

と
き
に
結
婚
し
て
独
立
し
て
い
る
。
村
で
は

一
番
小
規

模
な
、
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
場
で
乳
牛
の
飼
育
を
し
て

い
た
氏
は
、
五

0
年
代
に
農
民
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ

に
参
加
。
そ
こ
で
得
た
知
識
を
活
か
し
て
目
覚
ま
し
い

成
果
を
上
げ
た
。

当
時
プ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
は
、
ど
こ
の
農
家
も
、
畑
に

は
小
麦
、
オ
ー
ト
麦
、
根
菜
を
輪
作
し
、
そ
の
片
隅
に

れ
ん
げ
草
を
植
え
て
、
馬
や
牛
舎
に
い
る
子
牛
た
ち
に

与
え
て
い
た
。
れ
ん
げ
草
の
紅
色
の
な
か
に
、
白
爪
草

ク
ロ

ー
バ
ー
が
少
し
ず
つ
は
び
こ

っ
て
来
る
。
そ
れ
が

辺
り

一
面
に
広
が
る
と
、
乳
搾
り
の
女
た
ち
が
喜
ん
だ
。

白
爪
草
が
牛
の
乳
の
出
を
ぐ
っ
と
よ
く
す
る
か
ら
だ
。

白
爪
草
の
力
を
知
っ
て
い
た
氏
は
、
「牛
は
土
の
肥
や

し
機
」
だ
と
い
う
農
学
者
の
言
業
を
聞
い
て
閃
く
も
の

が
あ

っ
た
。
「
白
爪
草
を
生
や
し
た
牧
場
に
牛
を
出
し

て
や
れ
ば
、
牛
は
草
を
食
ん
で
た

っ
ぷ
り
乳
を
出
し
、

そ
こ

糞
で
土
壌
を
肥
や
し
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
ら
、

に
野
菜
が
よ
く
育
つ
の
で
は
な
い
か
」。

氏
は
、
白
爪
草
の
生
え
る

一
角
を
牛
た
ち
の
放
牧
場

に
し
て
、
乳
牛
を
飼
育
し
て
み
た
。
放
牧
場
は
‘

――
-‘

四
年
で
再
び
耕
作
地
に
戻
し
、

別
の
場
所
に
白
爪
草
を

植
え
て
、
新
し
い
放
牧
場
を

つ
く
る
。
放
牧
場
と
な
っ

た
休
耕
地
は
、
牛
の
糞
の
滋
養
を
吸
収
し
て
熟
成
し
、

雑
草
が
生
え
に
く
く
、
ミ
ミ
ズ
や
バ
ク
テ
リ
ア
の
多
い

白爪草の牧場にはべる牛の親子

（レンヌ市近郊）
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柔
ら
か
な
土
壌
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
、
ビ
ー
ツ

や
オ
ー
ト
麦
を
植
え
る
と
、
よ
く
育
っ
て
収
観
も
多
い

こ
と
が
実
証
さ
れ
、
土
と
動
物
と
植
物
が
共
生
す
る
エ

コ
な
循
環
農
業
が
で
き
あ
が
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
型
の
大
型
化
学
農
業
に
傾
倒

し
て
い
る
研
究
者
た
ち
は
、
農
火
の
知
恵
に
耳
を
傾
け

な
い
。
合
理
的
で
収
最
の
多
い
方
法
は
こ
れ
だ
と
ば
か

り
に
、
外
国
産
の
牧
草
の
種
を
窒
素
肥
料
と
セ
ッ
ト
で

胞
め
に
か
か
る
。

I
N
R
A
（
国
立
農
業
研
究
セ
ン
タ

ー
）
の
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
、
白
爪
草
を
増
や
す
の

に
、
窄
索
肥
料
は
無
用
だ
と
い
う
ア
ン
ド
レ
の
主
張
は

眉
唾
も
の
。
追
試
験
を
繰
り
返
し
、
納
得
す
る
ま
で
に
、

一
五
年
も
の
歳
月
を
費
や
し
て
い
る
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
、
飼
料
川
の
レ

イ
グ
ラ
ス
（
ほ
そ
麦
）
の
作
付
け
が
、
国
の
補
助
事
業

と
し
て
奨
励
さ
れ
た
の
も
、
政
府
の
農
業
政
策
に

I
N

R
A
の
勧
め
る
ア
メ
リ
カ
型
量
産
方
式
が
導
入
さ
れ
た

か
ら
だ
。
八

0
年
代
に
人
る
と
、

f
し
草
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
、
雑
穀
、
補
助
た
ん
ば
く
源
な
ど
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
取
り
合
わ
せ
て
安
上
が
り
な
混
合
飼
料
が
組
み
出
さ

れ
、
食
の
工
業
化
が
推
進
さ
れ
る
。
お
か
げ
で
、
フ
ラ

ン
ス
の
農
業
人
口
は
激
減
し
、
小
規
模
な
家
族
農
業
は

-
2
)
 

姿
を
消
し
て
い
く
事
態
に
な
る
。

そ
ん
な
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
た
の
は
、
牛
の

B
S

E
だ
。
死
ん
だ
羊
の
内
臓
や
牛
の
肉
骨
粉
を
、
家
畜
の

た
ん
ば
く
源
と
し
て
飼
料
に
混
合
し
た
こ
と
が
原
因
と

さ
れ
る
。
一
九
九
六
年
一
・
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
人
に

も
感
染
す
る
こ
と
を
公
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
衰
え
あ

が
る
。
な
に
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
八
八
年
に
禁

止
さ
れ
て
い
た
牛
骨
粉
が
、
安
値
を
い
い
こ
と
に
大
賊

に
輸
入
さ
れ
、
牛
ば
か
り
か
、
豚
や
鶏
の
飼
料
と
し
て

も
使
わ
れ
て
き
て
い
た
の
だ
。
牛
骨
粉
は
二

0
0
0
年

―
一
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
全
面
梵
止
に
な
る
が
、

B

S
E
患
畜
は
減
ら
ず
、
食
の
安
全
に
対
す
る
国
民
の
不

信
感
は
募
る
ば
か
り
。
そ
こ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ

う
に
登
場
す
る
の
が
遺
伝
子
組
換
え
作
物
。
猛
然
と

t

が
っ
た
国
民
の
反
対
は
不
安
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
ン
ド
レ
は
、
定
年
で
農
業
を
辞
め
て
か
ら
、
自
著

を
抱
え
て
は
白
爪
草
の
循
環
農
業
を
説
い
て
回
っ
て
い

る
。
「
機
械
や
薬
や
化
学
肥
料
に
お
金
を
か
け
て
、
汚

染
さ
れ
た
環
境
の
修
復
に
ま
た
お
金
を
か
け
る
。
ば
か

げ
た
話
だ
よ
。
牛
と
白
爪
草
の
牧
場
が
あ
れ
ば
、
遺
伝
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子
組
換
え
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
、
窒
素
肥
料
も
、
大
型

の
耕
運
機
も
い
ら
な
い
。
手
作
り
農
業
で
、
外
国
に
も

補
助
金
に
も
依
存
せ
ず
に
、
自
立
し
て
生
き
て
い
け
る
。

こ
れ
こ
そ
、
未
来
あ
る
農
業
じ
ゃ
な
い
か
ね
」
。

(
l
)
A
n
d
r
e
 P
O
C
H
O
N
.
 L
e
s
 
sillons 
d
e
 
la 
co/ere. 

Paris, 
L
a
 d
e
c
o
u
v
e
r
t
e
,
 2
0
0
1
;
 
L
a
 prairie 
t
e
m
p
o
,
 

rs're 
d
 base 
d
e
 
trefle 
blanc, 
C
E
D
 A
P
 A
 19
9
3
.
 

氏
の
農
場
に
は
見
学
者
が
引
き
も
切
ら
ず
、
多
い
と
き

は
大
型
バ
ス
三
台
で
乗
り
付
け
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

(
2
)
I
N
S
E
E

（
国
勢
調
査
局
）
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン

ス
の
農
業
を
生
業
と
す
る
家
族
の
数
は
一
九
五
五
年
か

ら
二

0
0
七
年
の
あ
い
だ
に
六
分
の
一
以
下
に
減
少
し

た。

（
ア
ン
ベ
ー
ル
ー
雨
宮
裕
子
）
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水
産
資
源
の
減
少
と
枯
渇
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
地
球
環
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
、
魚
介
類
を
消
費
す
る
人
口
が
膨
張
し
、
先
進
国
・
途
上
国
を
問
わ
ず
食
生
活
が
変
化
し
、
そ
れ
ら
を
背
景

に
水
産
物
貿
易
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
先
進
国
で
は
消
費
者
の
健
康
志
向
が
高
ま
り
、
魚
介

類
•
水
産
食
品
の
消
費
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
成
長
を
続
け
る
新
興
国
で
は
、
所
得
の
上
昇
に
と
も
な
っ
て
新
し

い
消
費
需
要
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
世
界
の
マ
グ
ロ
貿
易
の
最
終
消
費
地
と
い
え
ば
以
前
は
日
本
で
あ
っ

た
が
、
現
在
で
は
E
u
•

ア
メ
リ
カ
、
さ
ら
に
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
も
仕
向
け
地
と
な
っ
て
い
る
。
有
用
な
水
産
資
源

を
め
ぐ
る
漁
獲
競
争
が
い
っ
そ
う
激
し
さ
を
増
し
、
資
源
を
い
か
に
保
全
•
利
用
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
が
高
ま
り
、

6 ． 

水
産
資
源
の
持
続
的
利
用
に
対
す
る
危
機
感

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
水
産
業
と
東
ア
ジ
ア
水
産
物
貿
易

山

尾

政

博
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含
む
）
を
中
心
に
述
べ
る
。

国
際
紛
争
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。
二

0
1
0年
の
「
絶
滅
の
恐
れ
の
あ
る
野
生
生
物
の
国
際
取
引
を
規
制

す
る
条
約
」
（
通
称
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
）
会
議
で
、
大
西
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
取
引
禁
止
を
め
ぐ
る
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
。

魚
介
類
•
水
産
食
品
の
消
費
の
あ
り
方
に
対
す
る
警
告
の
書
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
内
で
も
、
水
産
資
源

の
持
続
的
利
用
に
関
心
を
よ
せ
る
生
産
者
や
消
費
者
は
増
え
て
い
る
。
海
外
市
場
で
他
国
と
の
買
付
競
争
に
負
け
て
、
海

外
か
ら
の
輸
人
に
多
く
を
依
存
し
て
き
た
水
産
物
消
費
が
、
「
買
い
負
け
」
と
い
う
事
態
の
な
か
で
成
り
立
た
な
く
な
る
、

と
危
惧
す
る
消
費
者
や
業
界
関
係
者
は
多
い
。

本
章
の
目
的
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
化
が
織
り
な
す
水
産
物
貿
易
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
そ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に
、
日
本
の
消
費
者
が
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
飛
び
父
う
水
産
物
貿
易
の
実
態
は
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
る
以
上
に
複
雑
で
あ
る
。
生
じ
て
い
る
現

象
す
べ
て
を
網
羅
し
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
生
産
・
加

t
．
流
通
・
消
費
と
い
う
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
流
れ
の

な
か
で
、
何
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
主
に
東
ア
ジ
ア
（
極
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
を
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水
産
物
貿
易
を
め
ぐ
る
変
動
要
因

「
日
本
通
過
」
を
引
き
起
こ
し
た
要
因

憔
界
の
水
産
物
輸
人
市
場
に
お
け
る

H
本
の
「
買
い
負
け
」
現
象
は
か
な
り
以
前
か
ら
み
ら
れ
た
。

一
九
六

0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
後
半
に
か
け
て
世
界
の
水
産
国
、
と
く
に
開
発
途
上
国
で
は
、

H
本
向
け
輸
出
に

引
っ
張
ら
れ
る
か
た
ち
で
技
術
革
新
と
資
源
開
発
が
進
み
、
牛
産
量
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
い
ま

も
日
本
輸
出
が
第
一
位
と
い
う
国
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
一
九
九

0
年
代
に

H
本
経
済
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
長
期
不

況
に
突
入
す
る
と
、
主
要
な
水
産
物
輸
出
国
の
あ
い
だ
で
は
日
本
向
け
輸
出
の
比
率
を

F
げ
、
「
日
本
通
過
」
（
ジ
ャ
パ

ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ
）
が
急
速
に
広
ま
っ
た
。

水
産
物
輸
人
市
場
に
お
け
る
「
日
本
通
過
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

ま
ず
、
輸
出
国
に
お
い
て
水
産
業
が
多
面
的
に
発
展
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、

H
本
市
場
の
需

要
の
伸
び
に
引
っ
張
ら
れ
る
か
た
ち
で
進
ん
だ
水
産
開
発
が
一
段
落
す
る
と
、
漁
業
生
産
の
内
容
が
大
き
く
変
わ
り
は
じ

め
た
。
底
魚
類
を
対
象
に
し
た
ト
ロ
ー
ル
漁
業
か
ら
、
浮
き
魚
資
源
の
開
発
へ
と
璽
点
が
移
っ
た
国
・
地
域
は
多
い
。
過

剰
な
漁
獲
に
よ
っ
て
資
源
の
減
少
・
枯
渇
が
起
き
る
一
方
、
エ
ビ
養
殖
や
魚
類
養
殖
が
新
た
な
産
業
と
し
て
成
長
を
は
じ

め
た
。
な
か
で
も
ブ
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
ガ
ー
養
殖
は
、
輸
出
志
向
型
の
産
業
と
し
て
爆
発
的
な
勢
い
で
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
地
域

に
広
が
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
蓑
殖
経
党
体
に
種
苗
や
餌
料
を
提
供
す
る
ア
ク
ア
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
っ
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た
。
資
材
供
給
、
集
荷
、
加
工
、
販
売
、
輸
出
と
い
っ
た
垂
直
的
な
統
合
を
図
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
が
数
多
く
設
立

さ
れ
、
な
か
に
は
タ
イ
に
拠
点
を
お

<
c
p
（
チ
ャ
ラ
ー
ン
・
プ
カ
パ
ー
ン
）
の
よ
う
に
、
多
国
籍
企
業
と
し
て
飛
躍
を

遂
げ
る
企
業
も
現
れ
た
。
多
角
的
な
発
展
を
続
け
る
水
産
業
は
、
日
本
市
場
は
も
と
よ
り
欧
米
先
進
国
に
市
場
を
求
め
て

仕
向
け
先
を
広
げ
、
経
済
成
長
が
続
く
東
ア
ジ
ア
域
内
に
も
、
そ
の
販
路
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

H
本
の
食
品
産
業
は
、
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
を
き
っ
か
け
に
は
じ
ま
っ
た
急
激
な
円
高
へ
の
対
応

と
し
て
、
積
極
的
に
生
産
拠
点
を
海
外
に
構
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
資
本
と
技
術
が
東
ア
ジ
ア
に
移
転
さ
れ
、
安

価
で
豊
富
に
あ
る
原
料
お
よ
び
低
賃
金
労
働
力
と
が
結
び
つ
い
て
、
労
働
集
約
的
な
食
品
製
造
業
が
め
ざ
ま
し
い
勢
い
で

発
展
し
た
。
東
ア
ジ
ア
は
世
界
で
も
有
数
の
規
模
と
技
術
を
誇
る
食
品
産
業
の
集
積
地
に
な
っ
た
。

日
本
の
消
費
者
は
安
価
で
付
加
価
値
の
高
い
食
品
を
求
め
る
動
き
を
強
め
る
一
方
、
食
の
簡
便
化
と
外
部
化
を
進
め
た
。

消
費
者
の
多
様
な
需
要
に
応
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
現
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
外
食
・
中
食
チ
ェ
ー
ン
が
成
長
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
食
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
水
産
食
品
企
業
は
そ
の
拠
点
を
生
産
・
流
通
コ
ス
ト
が
安
い
東
ア
ジ
ア

に
移
し
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
現
地
に
進
出
し
た

H
系
企
業
は
日
本
向
け
の
高
付
加
価
値
製
品
（
低
価
格
）
の
製
造
を
担

っ
た
。
日
系
企
業
に
よ
る
技
術
移
転
や
資
本
の
蓄
積
が
進
む
と
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
国
向
け
輸
出
に
対
応
で
き

る
水
産
食
品
企
業
が
現
れ
た
。
こ
う
し
た
企
業
が
多
数
集
ま
っ
て
大
き
な
水
産
業
・
食
品
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
が
で
き
あ
が

り
、
世
界
の
水
産
物
貿
易
の
流
れ
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
消
費
需
要
を
は
る
か
に
超
え
る
製
造
能
力
を
も
つ
ク
ラ

ス
タ
ー
が
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
特
定
国
に
次
々
に
形
成
さ
れ
た
。

世
界
の
水
産
物
輸
入
市
場
の
一
二
分
の
一
を
占
め
て
い
た
日
本
市
場
の
地
位
が
低
下
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
輸
出
国
側
の
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日
本
の
魚
介
類
消
費
の
減
少

カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
み
た
食
料
自
給
率
が
四

0
%
、
飼
料
用
穀
物
を
含
む
穀
物
自
給
率
が
二
八
％
と
低
い
値
を
示
し
て

い
る
の
に
対
し
（
い
ず
れ
も
二

0
0
九
年
度
）
、
魚
介
類
の
自
給
率
は
約
六

0
％
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
か

つ
て
世
界
で
も
有
数
の
漁
業
国
、
水
産
物
輸
出
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
給
率
の
低
下
は
予
想
以
上
に
大
き
い
。

ピ
ー
ク
だ
っ
た
一
九
八
四
年
の
水
揚
げ
贔
は
一
二
八
二
万
ト
ン
に
達
し
た
が
、
二

0
0
九
年
に
は
そ
の
半
分
に
も
満
た
な

い
五
五
九
万
ト
ン
に
ま
で
減
少
し
た
。
遠
洋
・
沖
合
漁
業
の
縮
小
が
主
な
原
因
で
あ
る
。
国
内
供
給
の
減
少
を
埋
め
る
か

た
ち
で
増
加
し
た
輸
入
水
産
物
は
、
世
界
の
水
産
物
輸
入
市
場
の
三
分
の
一
強
の
割
合
を
占
め
た
時
期
も
あ
っ
た
。
現
在

は
中
国
が
世
界
最
大
の
水
産
物
輸
入
国
に
な
っ
て
い
る
が
、
海
外
か
ら
の
輸
入
水
産
物
に
支
え
ら
れ
て
日
本
人
の
魚
食
が

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

国
内
生
産
が
減
少
し
、
水
産
物
の
輸
人
も
次
第
に
減
る
な
か
で
、
魚
介
類
消
費
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
図

ー
に
示
し
た
よ
う
に
、
年
間
一
人
当
た
り
の
食
料
魚
介
類
供
給
量
は
、
一
九
九
五
年
前
後
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け
て
い

る
。
総
務
省
の
「
家
計
調
在
」
に
よ
る
と
、
一
人
当
た
り
年
間
消
費
量
は
二

0
0
0
年
に
は
四
三
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ

た
が
、
―

1
0
0
九
年
に
は
三
五
・
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
ヘ
と
約
一
八
％
の
減
少
を
示
し
た
。
一
方
、
購
入
金
額
を
一

0
0
グ
ラ

ム
当
た
り
平
均
単
価
で
み
る
と
、
一
四
四
円
か
ら
一
三
六
円
へ
と
低
下
し
て
い
る
。

秋
谷
重
男
は
消
費
者
の
ヶ
魚
離
れ
ク
が
進
ん
で
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
世
代
間
・
階
層
間
で
異
な
っ
た
動
き
が
あ
る
こ

(
3
)
 

生
産
力
の
拡
充
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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食
用
魚
介
類
の
国
内
消
骰
仕
向
け
恨
は
、

九

一
万
ト
ン
に
達
し
、
そ
れ
以
降
は
減
少
を
続
け
二
0
0
八
年
に
は
七

一

五
万
ト
ン
に
な

っ
た
。
秋
谷
に
よ
る
と
、
五

0
歳
以
上
が
世
帯
主
の
世
帯

で
は
、
今
後
も
購
入
量
が
大
き
く
減
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
以
下
の
世

代
の
世
帯
で
は
、

一
人
当
た
り
の
購
入
鼠
が
減
少
し
て
い
る
。
一

部
の
魚

種
を
除
い
て
需
要
が
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
は
乏
し
い
の
で
、
こ
れ
ま
で

魚
介
類
を
中
心
的
に
消
骰
し
て
き
た
世
帯
数
が
減
少
す
る
に
つ
れ
て
、
消

骰
市
場
は
今
後
も
縮
小
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

魚
価
の
低
迷
を
と
も
な
う
消
費
構
造
の
変
化
は
、
も
は
や
短
期
的
な
市

一
九
八
九
年
に
ピ
ー
ク
の
八

(5
)
 

と
を
分
析
し
た
。
人
口
の
高
齢
化
が
進
み
、
単
身
者
世
帯
の
増
加
が
い
ち

じ
る
し
い
が
、
こ
れ
ら
が
日
本
の
魚
介
類
消
費
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え

て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
経
済
構
造
の
変
化
に
と
も
な
い
、
雇
用
環
境
が

悪
化
し
て
非
正
規
就
業
者
を
中
心
と
し
た
低
所
得
層
の
割
合
が
増
え
て
い

る
点
も
消
費
需
要
に
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
間
の

一
世
帯
当
た
り
の
食
料

消
費
支
出
は
微
増
だ
が
、
魚
介
類
消
費
へ
の
支
払
い
は
、

二
0
0
0
年
を

1
0
0
と
す
る
と
二
0
0
九
年
に
は
七
八
と
い
う
水
準
に
ま
で
低
下
し
て

(6
)
 

い
る
。
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世
界
の
水
産
物
輸
入
市
場
の
多
極
化

―1
0
0
0
年
以
前
、
冊
界
に
は
三
つ
の
巨
大
な
水
産
物
輸
入
市
場
が
存
在
し
て
い
た
。
図

2
に
示
し
た
よ
う
に
、
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
に
し
た

E
u市
場
、
ア
メ
リ
カ
を
核
と
し
た
北
米
市
場
、
そ
れ
に

H
本
市
場
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
市
場
は
、
海
外
と
の
結
び
つ
き
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
日
本
は
世
界
最
大
の
輸
人
国
と
し
て
、
世
界
各
地
の
水
産

資
源
の
開
発
と
利
用
に
貢
献
し
、
と
く
に
途
上
国
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。

る。

東
ア
ジ
ア
水
産
物
貿
易
の
構
造
変
動

場
動
向
と
し
て
反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
動
き
と
し
て
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
輸
入
の
減

少
や
不
漁
な
ど
に
よ
っ
て
、
産
地
価
格
や
消
費
地
の
卸
売
市
場
価
格
が
乱
高
下
し
た
に
し
て
も
、
消
費
者
が
主
に
魚
介
類

を
購
人
す
る
贔
販
店
や
外
食
チ
ェ
ー
ン
で
の
値
段
が
大
き
く
動
く
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
中
高
級
魚
に
対
す
る
需
要
は
根
強

い
に
し
て
も
、
低
価
格
と
簡
便
化
を
強
く
求
め
る
消
費
者
が
多
数
を
占
め
る
市
場
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
日
本
の
水
産
物

消
費
市
場
は
、
そ
う
し
た
特
性
を
も
つ
巾
場
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
然
、
輸
入
水
産
物
の
調
達
に
は
、
国
内
産
以
上
に
厳
し
く
価
格
訴
求
力
と
コ
ス
ト
吸
収
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
が

海
外
市
場
で
買
い
負
け
る
大
き
な
要
因
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
消
費
市
場
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
取
引
価
格
水
準
に
達

し
た
と
き
、
最
終
消
費
者
の
需
要
に
あ
わ
せ
た
買
付
け
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
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伐｝、．． んであるがアジアヘの

な安全墨準、生産履歴、ルー
¥’'ばら ． ．， 依存度が高まっている。

ルなどを輸出相手国に求めて こ日本は世界最大の輸入市

きた。 Eu市場の拡大が途上
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出所）

図2 世界三大輸入水産物市場 (1999-2001年平均）

農林水産省『水飴白内 平成 17年版jをもとに惰者が加筆。

東
ア
ジ
ア
水
産
物
貿
易
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

水
産
物
貿
易
は
、
主
要
輸
人
国
間
の
為
替
レ
ー
ト
の
動
き
に
よ
っ
て

大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
エ
ビ
や
カ
ニ
の
よ
う

な
グ
ロ
ー
バ
ル
商
品
の
貿
易
は
、
最
近
で
は
マ
グ
ロ
も
こ
れ
に
含
ま
れ

る
が
、
経
済
力
と
強
い
通
貨
を
背
景
に
し
た
購
買
力
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

る。
や
が
て
、
日
本
の
比
率
は
相
対
的
に
低
下
し
、
逆
に
、
巨
大
な
消
費

経
済
隠
を
形
成
し
た

E
uが
強
い
ユ
ー
ロ
通
貨
を
背
景
に
、
大
き
な
購

買
力
を
発
揮
し
は
じ
め
た
。
中
高
価
格
帯
の
魚
種
で

E
uと
の
競
合
が

(
8
)
 

生
じ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
冷
凍
加
工
場
を
も
つ
あ
る
日
系
企
業
で
は
、

シ
ー
フ
ー
ド
・
ミ
ッ
ク
ス
に
混
ぜ
る
タ
イ
、
ハ
タ
、
フ
エ
ダ
イ
な
ど
の

白
身
魚
が

E
U
か
ら
の
引
き
合
い
が
強
く
て
調
達
で
き
な
く
な
り
、
地

元
で
と
れ
る
貝
に
入
れ
替
え
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
（
二

0
0
七

年
の
筆
者
調
介
）
。
こ
の
よ
う
な
買
い
負
け
の
事
例
が
増
え
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
魚
介
類
の
摂
取
量
が
少
な
か
っ
た
国
や
地
域
、
経
済
開
発
が
進

む
東
ア
ジ
ア
地
域
で
消
費
が
伸
び
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
考
え
ら
れ
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四つの巨大水産物消費市場圏の発展 (2000～現在）

し
か
し
、
最
近
の
東
ア
ジ
ア
の
水
産
物
貿
易
に
つ
い
て
は
、

H
本

の
地
盤
沈
下
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
が
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

H
本
市
場
に
片
方
向
的
に
吸
収
さ
れ
る
と

い
う
流
れ
で
は
な
く
、
地
域
内
の
水
産
物
の
相
互
貿
易
関
係
が
強
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貿
易
構
造
の
転
換
の
要
因
は
、
各
国
の
経
済

成
長
で
あ
り
、
域
内
に
巨
大
な
消
費
市
場
圏
が
い
く
つ
も
形
成
さ
れ

た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
。
韓
国
に
は
ソ
ウ
ル
や
プ
サ
ン
、
中
国

に
は
上
海
、
青
島
、
深
川
、
広
州
、
福
州
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
経

済
発
展
が
い
ち
じ
る
し
い
沿
岸
都
市
が
い
く
つ
も
立
ち
並
び
、
そ
れ

ぞ
れ
が
独
立
の
水
産
物
消
費
市
場
圏
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

バ
ン
コ
ク
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル

と
い
っ
た

A
S
E
A
N
諸
国
の
巨
大
市
場
も
成
長
し
て
い
る
。

全
体
と
し
て
み
る
と
、
東
ア
ジ
ア
に
は

H
本
と
中
国
と
い
う
二
つ

の
輸
入
市
場
が
あ
り
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
韓
国
市
場
が
あ
る
。
こ
れ

に
東
南
ア
ジ
ア
市
場
が
加
わ
っ
て
、
市
場
間
の
相
互
の
連
携
性
が
強

ま
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
は
あ
た
か
も
―
つ
の
巨
大
な
市
場
圏
が
形
成

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
規
模
は

E
U
や
北
米
市
場
を
は
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日
本
の
市
場
流
通
へ
の
影
響

東
ア
ジ
ア
で
は
、
か
つ
て
は
日
本
向
け
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
魚
介
類
や
水
産
食
品
が
、
国
内
消
費
に
仕
向
け
ら
れ
る
割

合
が
増
え
て
い
る
。
日
本
の
主
な
輸
入
柑
手
国
で
あ
っ
た
韓
国
の
対
日
輸
出
額
は
、
一
九
八
八
年
に
一
五
億
ド
ル
あ
っ
た

が
、
―

-
0
0
九
年
に
は
七
億
ド
ル
と
半
分
以
下
に
減
っ
て
い
る
。
逆
に
、
日
本
の
対
韓
輸
出
が
、
一
九
八
八
年
の

0
・
ニ
億

ド
ル
か
ら
―

1
0
0
九
年
の
一
一
億
ド
ル
ヘ
と
増
加
し
た
。

日
本
の
最
大
の
輸
入
相
手
先
は
中
国
で
あ
る
が
、
中
国
か
ら
の
輸
入
量
は
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
日
本
国
内
で
は
輸

入
水
産
物
の
安
全
性
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
事
件
・
事
故
が
柑
次
ぎ
、
消
費
者
の
中
国
産
へ
の
不
伯
が
増
幅
さ
れ
て
買
い
控

え
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
国
内
の
消
費
が
伸
び
て
、
対
日
輸
出
し
な
く
て
も
十
分
な
利
益
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
実
際
、
そ
れ
ら
は
日
本
の
市
場
流
通
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
中
国
へ
地
理
的
距
離
が
近
く
、
中
国
か
ら
の
輸
人
水
産
物
を
扱
う
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
き
た
福
岡
中
央
卸
売

市
場
の
動
き
を
み
て
み
よ
う
。

福
岡
中
央
卸
売
市
場
に
は
、
「
以
西
底
引
き
網
漁
業
」
（
東
シ
ナ
海
・
黄
海
で
操
業
す
る
漁
業
）
が
衰
退
し
て
取
扱
量
が
減

る
な
か
で
、
中
国
産
鮮
魚
を
大
鼠
に
輸
人
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
図
4
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
六
年
に
は

一
万
九
六
四
七
ト
ン
の
取
り
扱
い
が
あ
り
、
金
額
に
し
て
約
―
二
三
億
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
市
場
全
体
の
取
扱
量
の

八
・
五
％
、
金
額
で
一
―
・
ニ
％
を
占
め
た
。
だ
が
、
二

0
0
八
年
に
は
取
扱
量
で
一
八
九
九
ト
ン
と
九
六
年
の
一
割
ま
で

る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
る
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図4 福岡中央卸売市場（水産物）の取扱量推移

出所） 福岡中央卸売市場より提供。

減
ら
し
、
金
額
で
は
六
・
一
％
に
落
と
し
て
い
る
。
ピ
ー
ク
時
に
は
年
間

約
―
―
七

0
0
隻
も
の
中
国
運
搬
船
が
入
港
し
て
い
た
が
、
二

0
0
八
年
の

実
績
は
わ
ず
か
に
一
六
九
隻
で
あ
っ
た
。
水
産
物
流
通
に
お
け
る
中
央
卸

売
市
場
の
役
割
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
劇
的
な
変
化
で
あ
る
。
福
岡
市
場
で
は
、
中
国

産
の
減
少
を
補
う
よ
う
に
韓
国
か
ら
の
輸
入
が
再
び
増
え
て
い
る
。

日
本
、
中
国
、
韓
国
と
い
う
よ
う
な
マ
ク
ロ
的
な
括
り
で
は
わ
か
り
に

く
い
が
、
地
域
の
市
場
流
通
に
視
点
を
据
え
る
と
、
こ
の
二

0
年
く
ら
い

の
あ
い
だ
に
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
な
こ
と
は
、

東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
や
半
島
•
島
嶼
部
で
も
み
ら
れ
る
。
魚
種
や
水
産

物
の
加
工
度
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
貿
易
関
係
が
発
展
・
衰
退
を
繰
り
返

し
、
全
体
と
し
て
東
ア
ジ
ア
域
内
の
貿
易
が
活
発
化
し
て
い
る
。

国
境
貿
易
か
ら
周
辺
貿
易
へ
の
発
展

衰
退
を
続
け
る
日
本
の
農
水
産
業
は
、
対
ア
ジ
ア
、
と
く
に
中
国
や
韓

国
へ
の
輸
出
を
増
や
そ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
関
す
る

評
価
は
と
も
か
く
、
東
ア
ジ
ア
で
は
も
と
も
と
隣
国
お
よ
び
周
辺
国
と
の
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あ
い
だ
で
の
貿
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
を
例
に
と
る
と
、
第
二
次
大
戦
前
の
植
民
地
期
に
は
、
大
陸
部
の
農

業
・
漁
業
が
、
半
島
•
島
嶼
部
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
鉱
山
で
働
く
労
働
者
た
ち
に
、
コ
メ
と
塩
干
魚
介
類
を
供
給
し

て
い
た
。
こ
れ
が
、
大
陸
部
に
お
け
る
一
九
六

0
年
代
以
降
の
生
産
力
の
技
術
革
新
と
商
業
的
漁
業
の
発
展
の
下
地
を
つ

く
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
水
産
開
発
に
は
、
タ
イ
を
中
心
に
し
た
漁
業
先
進
国
と
周
辺
国
と
い
う
構
図
が

で
き
あ
が
り
、
こ
の
地
域
に
域
内
貿
易
の
独
特
な
か
た
ち
を
根
付
か
せ
た
。

鮮
魚
や
低
次
加
工
を
施
し
た
加
工
品
は
、
高
度
な
技
術
を
も
つ
食
品
企
業
が
生
産
し
て
輸
出
す
る
高
次
加
工
食
品
や
冷

凍
調
理
済
み
食
品
な
ど
と
異
な
り
、
在
来
的
な
技
術
、
商
品
、
そ
れ
に
伝
統
的
な
市
場
・
流
通
網
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ

(
9
)
 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
来
型
貿
易
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

A
S
E
A
N
域
内
の
自
由
貿
易
化
が
進
み
、
道
路
や
通
偏
な

ど
の
物
流
環
境
が
整
っ
た
今
日
、
生
鮮
魚
介
類
、
低
次
加
工
品
、
活
魚
な
ど
が
域
内
で
活
発
に
取
引
さ
れ
て
い
る
。
貿
易

の
範
囲
が
国
境
周
辺
を
超
え
て
、
近
隣
固
辺
国
の
消
費
活
動
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

図
5
は
ア
ン
チ
ョ
ビ
ー
を
主
体
に
し
た
塩
干
物
の
代
表
的
な
輸
出
ル
ー
ト
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

は
バ
ガ
ン
船
に
よ
る
大
規
模
な
ア
ン
チ
ョ
ビ
ー
漁
業
が
、
ス
マ
ト
ラ
島
を
は
じ
め
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
島
周
辺
、
東
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
タ
イ
で
は
ま
き
網
漁
業
が
盛
ん
で
あ
る
。
質
の
よ
い
鮮
魚
は
凍
結
さ
せ
て
シ
ラ
ス

と
し
て
輸
出
さ
れ
る
。
塩
十
物
は
国
内
消
費
に
回
る
と
と
も
に
、
台
湾
・
中
国
・
香
港
・
韓
国
・
日
本
な
ど
に
輸
出
さ
れ

る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ス
マ
ト
ラ
島
の
メ
ダ
ン
市
の
一
角
に
集
荷
業
者
や
輸
出
業
者
が
多
数
集
ま
り
、
輸
出
基
地
が
形

成
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
で
は
ラ
ヨ
ン
、
ト
ラ
ッ
ド
な
ど
の
東
部
、
チ
ュ
ン
ポ
ン
、
パ
タ
ニ
な
ど
の
タ
イ
湾
沿
岸
が
主
な
水

揚
げ
地
で
あ
る
。
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乾
物
商
材
と
し
て
有
名
な
の
は
ナ
マ
コ
や
ア
ワ
ビ
で
あ
る
。

も
と
も
と
古
く
か
ら
取
引
が
盛
ん
な
貿
易
商
品
で
あ
る
が
、
東

南
ア
ジ
ア
で
は
中
国
が
改
革
開
放
の
経
済
政
策
を
採
り
は
じ
め

た
こ
ろ
に
は
、

早
く
も
ナ
マ

コ
・
ブ
ー
ム
が
起
こ

っ
た
。
そ
の

マ
レ
ー
シ

後
、
中
国
の
急
激
な
経
済
成
長
を
背
景
に
ナ
マ
コ
需
要
が
急
増

し
て
、
ナ
マ
コ
貿
易
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
世
界
中
に
広
が

っ
た
。

日
本
で
も
対
中
国
向
け
の
ナ
マ
コ
や
ア
ワ
ビ
生
産
が
活
況
を
呈

し
、
沿
岸
漁
業
の
構
造
変
化
が
論
じ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

先
述
し
た
中
国
や
韓
国
の
対
日
鮮
魚
輸
出
も
周
辺
貿
易
の

一

つ
で
あ
ろ
う
。

マ
レ
ー
半
島
を
中
心
と
し
た
経
済
圏
で
は
、
タ

イ
や
ミ
ヤ
ン
マ

ー
海
域
で
ま
き
網
や
ト
ロ

ー
ル
漁
船
に
漁
獲
さ

れ
た
大
型
魚
が
タ
イ
の
ソ
ン
ク
ラ
県
を
経
由
し
て
、

ア
の
主
要
都
市
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
陸
送
さ
れ
る
。
こ
の
鮮
魚

マ
レ
ー
シ

流
通
は
第
二
次
大
戦
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
が
、

ア
に
お
け
る
都
市
人
口
の
増
大
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

A
S
E
A

N
地
域
の
経
済
拠
点
化
に
と
も
な
い
、
そ
の
流
通
規
模
と
市
場

胴
が
拡
大
し
て
い
る
。
タ
イ
南
部
の
ま
き
網
漁
業
や
ト
ロ

ー
ル
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図6
出所） 管者作成。

マレー半島を南下する鮮魚流通

ど
を
輸
出
し
て
い
る
。

漁
業
は
、
こ
う
し
た
半
島
経
済
圏
内
の
水
産
物
流
通
の
拡
大
に
支
え
ら

れ
て
発
展
し
た
も
の
と
い
え
る
。

在
来
型
貿
易
で
い
ち
じ
る
し
い
伸
び
を
み
せ
て
き
た
の
が
ハ
タ
に
代

表
さ
れ
る
活
魚
で
あ
る
。
ハ
タ
の
養
殖
ブ
ー
ム
は
一
九
九

0
年
代
に
な

っ
て
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
み
ら
れ
た
が
、
香
港
・
中
国
で
の
国
民
一
人

当
た
り
所
得
が
伸
び
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
タ
イ
で

は
養
殖
ハ
タ
が
活
魚
運
搬
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
養
殖
産
地
か
ら
バ
ン
コ

ク
の
輸
出
業
者
に
運
び
込
ま
れ
、
航
空
便
に
て
香
港
・
中
国
に
輸
出
す

る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
活
魚
貿
易
は
、

H
本
・
韓
国
・

(12) 

中
国
の
あ
い
だ
で
も
盛
ん
で
あ
る
。
韓
国
・
中
国
が
対
日
輸
出
を
活
発

に
行
っ
て
き
た
が
、
い
ま
で
は
活
魚
に
よ
る
刺
し
身
消
費
が
広
が
っ
た

饒
国
に
向
け
て
、
中
国
は
も
と
よ
り
、

8
本
も
蓑
殖
ヒ
ラ
メ
や
タ
イ
な

商
品
貿
易
か
ら
分
業
関
係
の
深
化
へ

東
ア
ジ
ア
で
は
、
海
面
漁
獲
漁
業
と
養
殖
業
に
お
け
る
分
業
化
が
予
想
以
上
に
進
ん
で
い
る
。
当
初
は
商
品
貿
易
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
が
、
漁
業
お
よ
び
養
殖
業
の
産
業
化
と
拠
点
化
を
背
景
に
し
て
、
生
産
工
程
の
分
業
化
が
深
化
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し
て
い
る
。
漁
獲
漁
業
で
は
、
漁
船
装
備
の
近
代
化
と
高
度
化
に
よ
っ
て
特
定
の
国
が
優
位
性
を
発
揮
し
や
す
い
環
境
に

あ
る
。
そ
の
た
め
、
乗
組
員
と
な
る
労
働
力
を
複
数
国
で
調
逹
し
、
水
揚
げ
地
は
加
工
・
販
売
に
も
っ
と
も
便
利
な
国
や

地
域
が
選
ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
資
源
や
労
働
力
の
立
地
に
と
も
な
う
商
品
貿
易
と
し
て
で
は
な
く
、
工
程
間
分

業
、
拠
点
国
と
周
辺
国
と
の
あ
い
だ
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
資
本
、
労
働
力
、
商
品
移
動
と
な
っ
て
い
る
。

海
面
養
殖
お
よ
び
淡
水
養
殖
が
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
流
通
チ
ャ
ネ
ル
で
成
魚
を
消
費
地
に

移
送
す
る
一
方
、
産
地
間
で
種
苗
生
産
や
中
間
育
成
の
分
業
化
が
発
展
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
業
関
係
は
国
内
で
は
こ

れ
ま
で
も
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
、
国
境
を
越
え
た
養
殖
分
業
関
係
が
広
が
っ
て
い
る
。
隣
国
で
生
産
さ
れ
た
魚
類
養
殖
の

種
苗
が
輸
人
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
養
殖
業
が
成
り
立
っ
て
い
る
産
地
は
少
な
く
な
い
。

西
日
本
の
魚
類
養
硝
の
一
部
は
中
国
か
ら
稚
魚
や
中
間
魚
を
輸
入
し
て
い
る
。
ト
ラ
フ
グ
、
カ
ン
パ
チ
、
イ
サ
キ
、
ヒ

ラ
マ
サ
な
ど
は
、
台
湾
周
辺
の
海
域
で
稚
魚
を
漁
獲
し
、
中
間
育
成
を
中
国
で
行
い
、
日
本
で
は
裔
品
に
な
る
ま
で
の
最

終
菱
殖
を
行
う
。
と
く
に
カ
ン
パ
チ
は
そ
の
養
殖
の
大
部
分
を
中
国
か
ら
の
輸
人
稚
魚
・
中
間
魚
に
頼
っ
て
い
る
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
ミ
ヤ
ン
マ
ー
で
採
捕
さ
れ
た
マ
ッ
ド
ク
ラ
ブ
が
、
タ
イ
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
経
由
し
て
ベ
ト
ナ
ム
に

移
送
さ
れ
、
そ
こ
で
養
殖
さ
れ
て
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
ハ
タ
の
種
苗
と
中
間
魚
は
国
際
商
品
と
し
て
活
発
に
取
引
さ
れ
て

い
る
。
ミ
ル
ク
フ
ィ
ッ
シ
ュ
（
さ
ば
ひ
い
）
の
稚
魚
を
自
国
で
天
然
採
捕
し
た
だ
け
で
は
賄
え
な
い
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
大

量
の
稚
魚
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
か
ら
購
人
し
て
い
る
。
淡
水
養
殖
で
は
さ
ら
に
高
度
な
国
際
分
業
シ
ス
テ
ム
が
み
ら
れ

る
。
タ
イ
や
ベ
ト
ナ
ム
で
は
飼
料
生
産
と
種
苗
生
産
を
結
び
つ
け
た
養
殖
産
業
が
発
展
し
、
周
辺
国
に
輸
出
し
て
い
る
。

菱
殖
業
が
産
業
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
国
境
を
越
え
た
役
割
分
担
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
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空
洞
化
す
る
産
地
流
通
・
加
工

日
本
水
産
業
の
縮
小
は
、
消
費
者
の
魚
離
れ
、
消
費
形
態
お
よ
び
嗜
好
の
変
化
、
海
外
水
産
業
の
発
展
、
産
業
構
造
の

高
度
化
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漁
村
や
水
産
業
か
ら
若
年
労
働
力
の
流
出
が
止
ま
ら
ず
、
漁
業
就

業
人
口
が
減
少
し
、
後
継
者
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
直
後
の
一
九
四
九
年
に
は
約
一

0
九
万
人
い

た
漁
業
就
業
人
口
は
、
―

1
0
0
八
年
に
は
ニ
ニ
・
ニ
万
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
漁
業
就
業
者
の
高
齢
化
が
進
み
、
ニ

0
0
五
年
に
は
六
五
歳
以
上
の
割
合
が
全
体
の
三
五
・
七
％
に
な
っ
た
。
高
齢
化
率
の
推
移
か
ら
み
る
と
、
漁
業
が
産
業

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
地
域
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

漁
業
生
産
の
衰
退
は
水
産
白
書
を
は
じ
め
と
し
て
盛
ん
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
の
類
書
に
譲
る
。
こ
こ
で
は
、

産
地
流
通
・
産
地
加
工
と
い
っ
た
水
産
業
を
支
え
る
基
盤
の
弱
体
化
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
水
産
物
は
農
産
物
以
上
に

腐
り
や
す
く
、
漁
獲
後
の
迅
速
な
処
理
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
処
理
能
力
が
い
ち
じ
る
し
く
衰
退
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

産
地
流
通
・
加
工
業
が
魚
介
類
消
費
の
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
て
い
る
。
水
揚
げ
を
増
や
し
た
と
こ
ろ
で
、
消
費

者
が
望
む
よ
う
な
商
品
を
提
供
で
き
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
日
本
の
水
産
加
工
・
水
産
食
品
製
造
業
は
、
わ
た
し
た

ち
が
考
え
る
以
上
に
空
洞
化
し
て
い
る
。

四
水
廂
食
品
製
造
業
の
拠
点
化
に
よ
る
貿
易
の
拡
大

周
辺
貿
易
が
拡
大
し
て
い
く
背
景
に
は
こ
う
し
た
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
分
業
関
係
の
発
展
が
あ
る
。
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図7 北海道秋サケ輸出量・浜値・輸出単価の推移

注） 1999年． 2000年の輸出祉数値は欠落。

出所） 北海道定附漁業協会「サケマス流通状況調介報告l（各年度版）参照

北
海
道
秋
サ
ケ
漁
の
事
例

北
海
道
の
秋
サ
ケ
は
、
こ
こ
一

0
数
年
に
わ
た
っ
て
主
に
中
国
に
向

け
て
加
工
原
料
と
し
て
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
北
海
道
で
は
、
定
置
網
で

漁
獲
さ
れ
る
サ
ケ
（
大
半
が
シ
ロ
ザ
ケ
）
の
水
揚
げ
が
九
月
か
ら
一
―
-

月
に
ほ
ほ
集
中
す
る
。
人
工
ふ
化
さ
せ
た
サ
ケ
の
稚
魚
を
放
流
し
、
三

1
四
年
後
に
来
遊
す
る
の
を
漁
獲
す
る
と
い
う
生
産
サ
イ
ク
ル
が
長
年

の
努
力
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
水
揚
げ
量
は
年
に
よ
っ
て

変
動
し
、
一

0
0
 

二
0
0
八
年
に
は
―
二
万
ト
ン
、
二

0
0
九
年
は
一
五
万
ト
ン
で
あ
っ

た
。
鼠
産
さ
れ
る
秋
サ
ケ
だ
が
、
国
内
市
場
で
は
輸
入
サ
ケ
マ
ス
に
需

要
を
完
全
に
奪
わ
れ
、
価
格
低
迷
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
市
場
流
通
対

策
と
し
て
産
地
や
漁
協
が
着

H
し
た
の
が
、
市
場
価
値
の
低
い
サ
ケ
を

冷
凍
ド
レ
ス
（
頭
、
エ
ラ
、
内
蔵
を
除
い
た
状
態
で
冷
凍
し
た
魚
）
に
し
て

中
国
に
輸
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

図
7
は
、
北
海
道
の
秋
サ
ケ
輸
出
量
の
推
移
と
浜
値
の
平
均
値
を
ホ

し
た
も
の
だ
が
、
輸
出
が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
浜
値
は
確
実
に
上
昇

し
た
。
輸
出
単
価
で
は
二

0
0
二
年
の
冷
凍
ド
レ
ス
が
キ
ロ
当
た
り
一

年
の
ピ
ー
ク
時
に
は
二

0
万
ト
ン
を
漁
獲
し
た
が
、
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生産拠点（中国．タイ．ベトナム）

ドレス
a)高い国内人件費

労働集約的な加
工には不向き

b)処理できる能力
を備えた加工場
が不足

三

□
[□
こ

]

レし,1 譴・
・-
l
…
…
…
•
•
•
•
…
…
…
·
·一□

品製向動要

ー

は

業

需

企

-
品
エ

食
加

系日

日本の産地と東アジア
の拠点が分業関係

図 8 北海道秋サケと東アジア生産拠点国 ：分業関係と輸出

111所） 哨者作成。

一
三
円
だ

っ
た
が
、
輸
出
が
急
激
に
増
え
た
二
0
0
六
年
に
は
キ

(13
)
 

ロ
当
た
り
二
七
六
円
に
ま
で
上
昇
し
た
。
最
近
は
中
国
に
加
え
て
、

ベ
ト
ナ
ム

や
タ
イ
な
ど
へ
の
輸
出
が
増
え
て
い
る
。

北
海
道
の
秋
サ
ケ
の
事
例
は
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
第

一
に
、
日
本
の
消
費
者
の
あ
い
だ
の
サ
ケ
マ
ス
需

要
が
完
全
に
ノ
ル
ウ
エ
ー
や
チ
リ
産
の
養
殖
も
の
に
移
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
秋
サ
ケ
は
生
鮮

・
加
工
品
と
も
消
費
者
の

ニ
ー
ズ
に
十

分
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
価
格
が
低
迷
し
て
い
た
。
と
く
に

品
質
が
低
い
雄
の
価
格
低
迷
が
浜
値
全
体
を
押
し
下
げ
て
い
た
。

第
二
に
、
産
地
加
工
を
含
む
水
産
食
品
製
造
業
が
、
国
内
消
費
者

が
求
め
る
低
価
格
・

高
付
加
価
値
製
品
を
製
造
で
き
る
条
件
を
喪

失
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
中
国
、
の
ち
に
タ
イ
や
ベ

ト
ナ
ム
の
最
新
の
水
産
加
工
施
設
を
備
え
た
企
業
と
の
分
業
関
係

に
よ
っ
て
、
秋
サ
ケ
産
地
が
そ
の
生
き
残
り
の
道
を
み
つ
け
た
こ

と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
北
悔
道
の
秋
サ
ケ
産
地
は
、
水
産

食
品
製
造
業
の
高
度
に
発
達
し
た
グ
ロ

ー
バ
ル
な
分
業
関
係
の
な

か
に
入
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
生
き
残
り
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
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東
ア
ジ
ア
が
支
え
る
世
界
の
漁
業
・
養
殖
業

北
海
道
の
秋
サ
ケ
は
冷
凍
ド
レ
ス
の
状
態
で
中
国
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
に
仕
向
け
ら
れ
、
高
次
な
再
加
工
が
な
さ
れ
て

輸
出
さ
れ
る
。
一
部
が
国
内
消
費
に
回
る
が
、
大
部
分
は
輸
出
用
の
加
工
原
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
最
終
製
品
は
日
本

向
け
か
、
欧
米
の
市
場
に
輸
出
さ
れ
る
。
北
海
道
の
秋
サ
ケ
は
当
初
、
ロ
シ
ア
の
ス
ケ
ト
ウ
タ
ラ
の
代
替
品
と
し
て
中
国

に
輸
出
さ
れ
た
が
、
養
殖
も
の
に
か
わ
る
天
然
サ
ケ
を
需
要
す
る
動
き
が
強
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
で
支
持
を
得
た
。

こ
れ
を
機
に
中
国
向
け
の
販
路
が
ほ
ぽ
で
き
あ
が
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
水
準
が
高
く
、
加
工
施
設
が
老
朽
化
し
て
い
る
産

地
加
工
場
に
か
わ
っ
て
、
高
付
加
価
値
製
品
を
生
産
し
て
日
本
に
送
り
返
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
弁
当
や
お
に
ぎ
り
な

ど
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ケ
の
ほ
ぐ
し
な
ど
、
労
働
集
約
的
な
工
程
を
と
も
な
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
価
の
安
い

加
工
品
に
つ
い
て
は
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
で
の
委
託
加
工
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

世
界
の
漁
業
・
養
殖
業
を
見
渡
し
た
と
き
、
北
海
道
の
秋
サ
ケ
の
よ
う
な
事
例
は
無
数
に
あ
る
。
生
産
・
加
工
・
流
通

と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
業
関
係
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
漁
業
・
養
殖
業
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
泄

界
の
水
産
物
貿
易
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
、
複
雑
に
し
て
い
る
。
中
国
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
が
、

東
ア
ジ
ア
の
水
産
食
品
製
造
業
の
拠
点
と
な
り
、
泄
界
各
地
か
ら
大
量
の
原
料
魚
を
輸
入
す
る
。
そ
れ
を
高
付
加
価
値
製

品
や
半
製
品
に
し
て
、
日
本
や
欧
米
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
の
消
費
地
市
場
に
向
け
て
輸
出
す
る
。

東
ア
ジ
ア
、
と
く
に
中
国
が
枇
界
最
大
の
水
産
物
輸
入
国
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
国
内
消
費
が
伸
び
た
以
上
に
、
世
界

あ
る
。
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か
ら
水
産
物
加
工
の
原
料
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
山
東
省
、
浙
江
省
、
広
東
省
な
ど
に
点
在
す
る

え
ん
た
い
し
ゅ
う
ざ
ん

沿
岸
諸
都
市
が
加
工
拠
点
に
な
っ
て
お
り
、
大
連
、
青
島
、
煙
台
、
舟
山
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
タ
イ
で
は
サ
ム
ッ
ト
サ

コ
ン
や
ソ
ン
ク
ラ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ス
ラ
バ
ヤ
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
ビ
ト
ン
な
ど
に
加
工
工
場
の
集
積
が
み
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
海
外
原
料
に
依
存
し
た
輸
出
志
向
型
加
工
業
で
あ
る
。
輸
出
や
投
資
に
関
す
る
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
輸

入
原
料
は
基
本
的
に
無
関
税
に
な
り
、
輸
出
志
向
型
水
産
食
品
製
造
業
は
投
資
奨
励
の
対
象
に
な
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し

た
グ
ロ
ー
バ
ル
加
工
業
の
発
展
を
水
産
業
の
分
業
関
係
の
進
化
と
と
ら
え
、
先
進
国
は
も
と
よ
り
周
辺
開
発
途
上
国
を
も

合

14)

巻
き
込
ん
だ
拠
点
化
の
動
き
と
し
て
と
ら
え
た
。

水
産
加
工
業
と
そ
の
関
連
産
業
の
集
積
し
た
地
域
が
、
ク
ラ
ス
タ
ー
拠
点
と
し
て
分
業
関
係
の
頂
点
に
あ
る
。
経
済
発

展
に
と
も
な
っ
て
賃
金
率
や
資
材
費
な
ど
が
上
昇
し
、
同
時
に
環
境
コ
ス
ト
の
負
担
が
増
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

原
料
も
現
地
で
調
達
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
拠
点
が
容
易
に
ほ
か
に
移
動
し
な
い
の
は
、

(15) 

集
積
に
よ
る
技
術
革
新
と
経
済
効
果
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
に
よ
る
。

(16) 

図
ホ
は
し
な
か
っ
た
が
、
今

H
で
も
日
本
の
輸
人
金
額
が
他
の
国
を
圧
倒
し
て
お
り
、
韓
国
と
と
も
に
輸
入
依
存
の
貿

易
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
中
国
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
は
輸
出
金
額
が
輸
入
の
そ
れ
を
上
回

る
輸
出
志
向
型
の
性
格
が
今
な
お
強
い
。

水
産
物
貿
易
の
構
造
を
変
え
た
ク
ラ
ス
タ
ー
化

東
ア
ジ
ア
の
特
定
国
•
特
定
地
域
が
水
産
食
品
製
造
業
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
は
、

日
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本
の
水
産
加
工
業
や
食
品
メ
ー
カ
ー
が
製
造
拠
点
を
海
外
に
移
し
た
こ
と
に
よ
る
。
資
本
、
技
術
、
製
品
開
発
の
ノ
ウ
ハ

ウ
な
ど
、
日
本
の
水
産
加
工
業
の
多
く
が
東
ア
ジ
ア
に
直
接
・
間
接
に
投
資
し
た
。
そ
れ
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
当
初
は

日
本
向
け
を
中
心
に
、
や
が
て
欧
米
向
け
に
も
対
応
で
き
る
輸
出
産
業
と
し
て
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
は
三

つ
の
特
徴
あ
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。

第
一
は
、
先
進
国
お
よ
び
周
辺
国
の
漁
業
・
養
殖
業
が
、
東
ア
ジ
ア
水
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
成
立
に
よ
っ
て
持
続
的
な

も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
が
大
き
く
な
る
な
ど
、
否
定
的
な
側
面
も
あ
る
が
、
利
用
さ
れ
ず
に

放
置
さ
れ
る
資
源
の
利
用
率
を
高
め
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
生
産
と
加
工
と
の
あ
い
だ
の
分
担
関
係
、
低
次
加
工
と
高

次
加
工
と
の
分
業
な
ど
、
食
料
産
業
が
国
境
を
越
え
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
経
済
効
果
は
大
き
い
。
そ
れ

は
、
枇
界
的
に
進
む
消
費
者
の
「
食
の
外
部
化
」
「
食
の
簡
便
化
」
に
対
応
し
た
も
の
で
、
レ
ス
ト
ラ
ン
・
チ
ェ
ー
ン
や
中

食
産
業
の
業
務
用
ニ
ー
ズ
に
適
確
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
消
費
地
市
場
（
輸
出
仕
向
け
先
）
ー
加
工
製
造
拠
点
ー
原
料
供
給
地
と
い
う
つ
な
が
り
の
な
か
で
、
水
産
食

品
を
消
費
・
調
達
す
る
シ
ス
テ
ム
が
動
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を
通
じ
て
、
水
産
資
源
の
乱
獲
が
起
こ
り
や

す
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
、
海
外
消
費
地
の
需
要
の
動
き
や
消
費
者
の
環
境
意
識
の
高
ま
り
な
ど

に
よ
っ
て
、
資
源
を
保
全
し
よ
う
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
産
地
に
は
た
ら
く
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

E
U
加
盟
国
が

輸
入
相
手
先
に
は
、

H
A
C
C
P
（
危
害
分
析
・
璽
要
管
理
点
）
（
H
a
z
a
r
d
A
n
a
l
y
s
i
s
 a
n
d
 Critical 
C
o
n
t
r
o
l
 Point)

な

ど
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
最
近
で
は
原
産
地
証
明
と

M
S
C
（
海
洋
管
理
協
議
会
）
（
M
a
r
i
n
e

S
t
e
w
a
r
d
s
h
i
p
 C
o
u
n
c
i
l
)

に
代
表
さ
れ
る
認
証
を
受
け
た
魚
介
類
を
原
料
と
し
て
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
求
め
る
よ
う
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A国の原料を用いて第 3国で製造した加工水産製品を EUに翰出する場合

図9
出所）

認証やラベル化に向けた動きと水産物フードチェーン

北海道漁連作成の賓科に泄者が加策。

ン
の
連
鎖
に
対
応
す
る
べ
く
必
要
な
認
証
を
得
よ
う
と
す
る
動
き

が
広
ま
っ
て
い
る
。
原
料
供
給
国
に
そ
の
動
き
を
伝
え
る
の
が
、

東
ア
ジ
ア
の
加
工
拠
点
国
（
中
国
含
む
）
な
の
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
フ
ー
ド
チ
ェ

ー
ン
は
、

一
見
合
理
的
に
思
え
る
が
、
貿
易
関
係
に
現
れ
る
分
業

関
係
を
固
定
化
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
食
料

(17
)
 

品
製
造
業
で
は
、
い
わ
ゆ
る
雁
行
形
態
的
な
立
地
移
動
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
高
度
な
加
工

技
術
と
資
本
投
資
を
必
要
と
す
る
水
産
食
品

・
食
品
製
造
業
は
、

装
置
化
さ
れ
た
産
業
で
あ
り
、
整
っ
た
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ

ー
を
必
要
と
す
る
。
低
開
発
国
や
地
域
は
、
原
料
供
給
や
低
次
加

工
、
さ
ら
に
は
低
賃
金
労
働
力
の
供
給
と
い
う
分
業
関
係
の
底
辺

応
型
の
漁
業

・
養
殖
業
で
は
、

い
ま
、
こ
う
し
た
フ
ー
ド
チ
ェ

ー

に
な
っ
た
。
図
9
に
示
し
た
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
連
鎖
は
、
衛
生

基
準
の
維
持
な
ど
食
の
安
全

•

安
心
を
、
国
境
を
超
え
て

実
現
し

よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
り
、
貿
易
と
分
業
関
係
を
体
系
化
し
て
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
世
界
各
地
の
輸
出
対
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水
産
物
貿
易
を
め
ぐ
る
問
題

東
ア
ジ
ア
で
は
、
鮮
魚
、
塩
干
物
、
活
魚
な
ど
の
在
来
型
商
品
の
取
引
量
が
急
増
す
る
一
方
、
高
次
加
工
品
の
製
造
に

か
か
わ
る
原
料
魚
や
半
製
品
の
貿
易
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
日
本
は
水
産
物
貿
易
の
流
れ
の
中
心
に
い
て
、
水

産
物
輸
出
国
と
の
あ
い
だ
に
直
接
の
貿
易
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
中
国
な
ど
の
水
産
食
品
製
造
業
の
拠

点
国
を
経
由
し
た
関
係
に
変
わ
っ
て
い
る
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
世
界
の
水
産
物
輸
入
市
場
と
供
給
国
と
の
関
係
は
複

雑
に
な
っ
て
い
る
。
統
計
数
値
か
ら
だ
け
で
は
み
え
に
く
い
水
産
食
品
製
造
に
関
す
る
役
割
分
担
の
深
化
と
絶
え
ざ
る
変

化
に
よ
っ
て
、
貿
易
の
多
極
化
が
進
ん
で
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
な
か
で
現
在
、
次
の
よ
う
な
一
＝
つ
の
問
題

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。

食
の
安
全
•
安
心
の
確
保

第
一
は
、
一
国
お
よ
び
一
企
業
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
食
の
安
全
•
安
心
の
確
保
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
日
本
の
消
費
者
の
大
き
な
関
心
事
は
、
安
全
•
安
心
な
食
品
を
日
常
的
に
購
人
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本

五
東
ア
ジ
ア
水
廂
物
貿
易
と
「
食
の
安
全
環
境
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
域
内
で
は
こ
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
形
成
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
賃
金
率
や
原
料

価
格
、
為
替
な
ど
の
動
き
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
タ
ー
拠
点
が
ど
こ
ま
で
担
う
か
は
絶
え
ず
変
わ
っ
て
い
る
。
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の
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
は
、
国
内
の
生
産
者
、
流
通
・
加
工
業
者
、
量
販
店
や
外
食
産
業
に
加
え
て
、
海
外
の
生
産
者
や
加

工
企
業
、
さ
ら
に
関
連
産
業
と
の
関
係
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
は
、
国
際
的

な
個
別
企
業
間
の
高
度
な
分
業
関
係
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
食
の
安
全
•
安
心
の
実
現
と
い
う
視
点

か
ら
み
る
と
、
個
別
企
業
の
食
品
安
全
技
術
は
別
に
し
て
、
多
数
の
企
業
の
連
鎖
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
く
る
脆

さ
を
抱
え
て
い
る
。
多
発
し
て
い
る
食
を
め
ぐ
る
事
件
・
事
故
は
、
こ
の
チ
ェ
ー
ン
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
技
術
的
に
も

社
会
的
に
も
、

い
か
に
難
し
い
か
を
示
し
て
い
る
。

生
物
多
様
性
と
の
共
生
、
争
い
の
回
避

第
二
は
、
膨
張
を
続
け
る
食
料
貿
易
が
、
生
物
多
様
性
を
保
全
し
よ
う
と
い
う
動
き
と
共
生
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
採
取
産
業
で
あ
る
漁
業
は
、
こ
れ
ま
で
も
枇
界
各
地
で
資
源
の
減
少
・
枯
渇
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
魚
介
類
の

多
く
は
自
律
更
新
的
な
資
源
で
あ
り
、
適
正
な
利
用
を
図
れ
ば
漁
業
の
持
続
性
も
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
有

用
資
源
の
利
用
が
予
想
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
進
み
、
資
源
の
崩
壊
や
環
境
破
壊
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
蓑
殖
業
が
分
業
化
さ
れ
て
人
工
種
苗
や
外
来
魚
の
取
引
が
ま
す
ま
す
活
発
に
な
り
、
生
態
系
を
破
壊
す
る
危
険
性

が
増
し
て
い
る
。

第
三
は
、
貿
易
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
公
海
上
は
も
と
よ
り
、
領
海
内
に
お
い
て
も
水
産
資
源
の
争
奪
戦
が
激
し
さ

を
増
し
、
社
会
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ツ
ナ
資
源
を
め
ぐ
る
問
題
は
貿
易
か
ら
環
境
問
題

へ
と
発
展
す
る
一
方
、
異
な
る
漁
法
・
漁
業
種
類
の
間
の
対
立
を
生
み
出
し
て
い
る
。
国
際
・
国
内
を
問
わ
ず
、
争
い
の
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「
食
の
安
全
環
境
」
を
求
め
て

筆
者
は
、
食
料
を
め
ぐ
っ
て
安
全
保
障
を
担
保
す
る
機
能
が
十
分
に
は
た
ら
き
、
「
食
の
安
全
安
心
」
が
、

リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
実
現
さ
れ
、
地
域
に
根
ざ
し
た
環
境
に
優
し
い
食
の
供
給
・
消
費
シ
ス
テ
ム

(18) 

が
は
た
ら
く
環
境
の
こ
と
を
、
「
食
の
安
全
環
境
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
く
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
も
と

で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
食
の
安
全
環
境
の
視
点
で
い
か
に
解
決
す
る
か
が
水
産
物
貿
易
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
1
)

二
0
1
0
年
、
中
東
の
カ
タ
ー
ル
の
首
都
ド
ー
ハ
で
開
催
さ
れ
た
同
条
約
の
会
議
で
は
、
モ
ナ
コ
に
よ
る
大
西
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
提
案

が
否
決
さ
れ
た
。
か
た
ち
の
う
え
で
は
、

H
本
が
主
張
し
た
「
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
資
源
管
理
は
国
際
資
源
管
理
機
関
で
行
う
べ
き
だ
」
が
支
持

さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
消
費
国
は
も
と
よ
り
輸
出
生
産
国
側
は
、
資
源
の
利
用
・
保
全
と
貿
易
拡
大
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
問
わ
れ
て
い
る
。

(
2
)

イ
サ
ベ
ラ
・
ロ
ヴ
ィ
ー
ン
『
沈
黙
の
海
|
|
最
後
の
食
用
魚
を
求
め
て
』
佐
藤
吉
宗
訳
、
新
評
論
、
二

0
0
九
年
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ

ュ
ー
リ
ー
／
イ
ブ
・
ミ
ズ
レ
ー
『
魚
の
い
な
い
海
』
勝
川
俊
雄
監
訳
、

N
T
T
出
版
、
二

0
0
九
年
、
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
3
)

ア
チ
ニ
・
デ
・
シ
ル
バ
／
山
尾
政
博
「
南
ア
ジ
ア
の
シ
ー
フ
ー
ド
産
業
の
多
角
化
戦
略
ー
多
角
化
は
市
場
拡
大
を
実
現
す
る
か
？
」

（
原
文
は
英
語
）
、
「
地
域
漁
業
学
会
』
四
七
巻
ニ
・
芝
号
、
二

0
0
七
年
。

(
4
)

農
林
水
産
省
『
水
産
白
書
平
成

22
年
度
版
』
二

0
1
0
年
、
四
四
頁
。

ロ
ー
カ
ル
、

対
象
に
な
る
資
源
は
多
い
。
共
有
の
海
と
し
て
利
用
し
て
さ
た
慣
例
の
意
義
が
薄
れ
、
争
い
の
海
へ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
が
時
に
、
領
土
・
領
海
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
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秋
谷
重
男
『
増
補
日
本
人
は
魚
を
食
べ
て
い
る
か
」
北
斗
書
房
、
二

0
0
七
年
。

前
掲
『
水
産
白
書
平
成
22
年
度
版
』
。

以
前
に
比
べ
て
低
価
格
志
向
を
強
め
る
市
場
構
造
に
関
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
。
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
価
格
と
消
費
動
向
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
養
殖
も
の
の
供
給
が
増
え
、
効
率
的
に
扱
う
外
食
チ
ェ
ー
ン
が
増
え
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
低
価
格
が
進
ん
で
い
る
。
近
畿
大

学
21
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
流
通
経
済
グ
ル
ー
プ
『
養
殖
マ
グ
ロ
の
流
通
・
経
済
』
―

1
0
0
八
年
、
八

O
'
八
五
頁
。

(
8
)

財
団
法
人
東
京
水
産
振
興
会
『
世
界
の
水
産
物
需
給
動
向
が
及
ぽ
す
我
が
国
水
産
業
へ
の
影
響
上
巻
』
二

0
0
八
年
、
二

0
六，ニ

0
ヒ
頁
。

http"
＼¥
h
o
m
e
.
h
i
r
o
s
h
i
m
a
,
u
.
a
c
.
j
p
＼ー
y
a
m
a
o
¥
i
n
d
n
e
s
i
a
.
p
d
f
に
掲
載
。

(
9
)

在
来
型
の
水
産
物
貿
易
に
つ
い
て
は
、
山
尾
政
博
「
東
ア
ジ
ア
巨
大
水
産
物
市
場
圏
の
形
成
と
水
産
物
貿
易
」
『
漁
業
経
済
研
究
』
五
一

巻
二
号
を
参
照
の
こ
と
。

(10)

赤
嶺
淳
『
ナ
マ
コ
を
歩
＜
ー
現
場
か
ら
考
え
る
生
物
多
様
性
と
文
化
多
様
性
」
新
泉
社
、
二

0
1
0
年。

(11)

水
産
物
輸
出
拡
大
が
も
た
ら
し
た
沿
岸
漁
業
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
は
、
第
五
五
回
漁
業
経
済
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
水
産
物
輸

出
の
光
と
影
」
に
お
い
て
、
多
角
的
視
点
か
ら
検
討
が
な
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
『
漁
業
経
済
研
究
』
五
三
巻
二
号
の
特
集
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(12)

日
韓
の
活
魚
貿
易
の
実
態
分
析
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
柳
眠
易
・
山
尾
政
博
「
韓
国
の
活
魚
輸
出
動
向
と
今
後
の

展
望
」
『
地
域
漁
業
学
会
』
四
七
巻
一
号
、
―

1
0
0
七
年
。

(13)

北
海
道
定
置
漁
業
協
会
「
平
成
―
―
一
年
度
サ
ケ
マ
ス
流
通
状
況
調
査
報
告
』
北
海
道
定
置
漁
業
協
会
、
二

0
1
0
年
、
二
四
貞
。

(14)

山
尾
前
掲
論
文
。

(15)

木
南
莉
莉
「
国
際
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
論
』
農
林
統
計
協
会
、
―

1
0
0
九
年
、
九
八
ー
九
九
頁
。

(16)

輸
入
贔
で
は
中
国
が
第
一
位
で
あ
る
。

(17)

こ
の
場
合
は
、
食
品
製
造
業
が
先
進
国
か
ら
開
発
途
上
国
へ
と
資
本
と
技
術
を
移
転
し
、
後
発
国
が
先
発
国
を
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
し

て
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

第11部 グローバル化のなかの食と農 156 



(18)

山
尾
政
博
「
現
代
の
食
料
供
給
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
」
、
山
尾
編
『
わ
た
く
し
た
ち
の
食
の
安
全
と
環
境
問
題
」
、
広
島
大
学
生
物
生
産

学
部
、
二

0
1
0
年
、
一
六
頁
。
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コラム⑦

食文化を守るシェフたち

一
流
の
料
理
人
は
、
質
の
い
い
旬
の
食
材
に
こ
だ
わ

り
が
あ
る
。
旨
み
は
引
き
だ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
く

り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
促
成
の
ハ
ウ
ス
栽

培
野
菜
は
、
見
か
け
は
立
派
で
も
味
に
実
が
な
い
。
人

も
野
菜
も
熟
成
に
は
、
そ
れ
な
り
に
時
間
が
か
か
る
も

の
だ
。
素
材
が
貧
弱
で
は
腕
の
振
る
い
ど
こ
ろ
が
な
い

の
で
、
シ
ェ
フ
は
労
を
厭
わ
ず
に
産
地
へ
出
掛
け
て
い

く
。
自
分
の
目
と
舌
で
確
か
め
た
納
得
の
い
く
食
材
を

集
め
、
グ
ル
メ
を
う
な
ら
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

フ

ラ
ン
ス
で
も
日
本
で
も
、
自
分
の
菜
園
を
も
っ
て
い
る

シ
ェ
フ
は
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。

二
0
0
六
年
の
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
の
半
島
プ

ル
タ
ー
ニ
ュ
に
、
は
じ
め
て
一二

つ
星
を
も
た
ら
し
た
名

シ
ェ
フ
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ

・
ロ
ラ

ン
ジ
ェ
は
、
「
こ
の
星

は
、
最
良
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
地
元
の
生
産
者

た
ち
と
獲
っ
た
も
の
だ
」
と
言

っ
て
、
プ
ル
タ
ー
ニ
ュ

の
人
び
と
を
熱
狂
さ
せ
た
。
彼
の
料
理
の
神
髄
は
、
異

文
化
の
彩
り
に
満
ち
た
ス
パ
イ
ス
使
い
だ
。
白
い
皿
を

キ
ャ
ン
バ
ス
に
見
立
て
、
地
元
の
海
産
物
と
野
菜
に
ス

パ
イ
ス
を
利
か
せ
、
色
と
香
り
の
織
り
な
す
絵
を
描
く
。

口
に
運
ぶ
た
び
に
、
海
の
向
こ
う
の
国
の
物
語
が
広
が

る
よ
う
だ
。

氏
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
ヘ
食
事
に
来
て
く
れ
た
人
た
ち

に
、
最
高
の
も
て
な
し
を
提
供
し
た
い
と
心
が
け
て
い

る
。
だ
か
ら
、
自
分
で
選
り
す
ぐ
っ
た
、
安
全
で
鮮
度

の
よ
い
旬
の
素
材
し
か
使
わ
な
い
。
生
産
者
は
す
べ
て

氏
が
熟
知
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ヘ
行
き
、
マ
ダ
ガ
ス
カ

ル
ヘ
行
き
、
小
規
模
な
生
産
者
た
ち
を
援
助
し
な
が
ら
、

ス
パ
イ
ス
を
自
分
で
買
い

付
け
る
。
「
う
ち
の
メ
ニ
ュ

ー
に
は
キ
ャ
ビ
ア
は
載
ら
な
い
よ
。
ど
こ
で
誰
が
採
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
ね
」
と
言
う
氏
は
、
地
元
の
生

マルシェで食材を買うロランジェ
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産
者
と
協
力
し
つ
つ
、
り
ん
ご
の
在
来
種
を
復
活
さ
せ

た
り
、
無
農
薬
の
野
菜
づ
く
り
を
し
た
り
し
て
、
食
材

へ
の
配
慮
を
忘
れ
な
い
。

「
ル
レ
・
シ
ャ
ト
ー
協
会
」
と
い
う
、
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
の
世
界
組
織
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
副
会
長
に
選
ば

れ
て
、
先
駆
的
な
提
案
を
し
た
。
海
の
幸
を
扱
う
シ
ェ

フ
と
し
て
、
つ
ね
づ
ね
考
え
て
き
た
水
産
資
源
の
保
全

を
、
食
に
携
わ
る
リ
ー
ダ
ー
が
率
先
し
て
や
っ
て
み
せ

る
こ
と
だ
。
「
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
大
西
洋
と
地
中
海

の
ク
ロ
マ
グ
ロ
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
に
載
せ

な
い
」
と
い
う
約
束
を
、
協
会
の
メ
ン
バ
ー
に
呼
び
掛

け
た
。
二

0
0
九
年
の
秋
、
フ
ラ
ン
ス
の
ビ
ア
リ
ッ
ツ

で
行
わ
れ
た
総
会
の
席
上
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ

イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
は
賛
同
し
、
代
表
団
が
承
認
の
サ
イ

ン
を
し
た
。

H
本
の
代
表
団
は
、
そ
の
場
で
は
賛
同
し

た
が
、
サ
イ
ン
は
保
留
で
婦
国
。
そ
し
て
、
現
在
も
サ

イ
ン
は
保
留
の
ま
ま
だ
と
い
う
。
日
本
の
グ
ル
ー
プ
の

な
か
で
、
「
マ
グ
ロ
は
日
本
の
食
文
化
で
、
メ
ニ
ュ
ー

か
ら
外
す
の
は
難
し
い
」
と
か
、
「
日
本
の
レ
ス
ト
ラ

ン
で
は
、
客
の
要
求
を
拒
め
な
い
」
と
か
、
異
論
が
出

て
い
る
ら
し
い
。

た
し
か
に
、

H
本
人
は
大
の
マ
グ
ロ
好
き
で
、
寿
司

ネ
タ
に
ト
ロ
は
欠
か
せ
な
い
。
け
れ
ど
、
地
中
海
ま
で

繰
り
出
し
て
、
絶
滅
種
を
乱
獲
す
る
の
は
ど
ん
な
も
の

だ
ろ
う
。
世
界
の
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
八
割
は
日
本
人
の
胃

袋
に
納
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
チ
リ
の
友
人
か

ら
、
「
チ
リ
の
赤
貝
は
一

0
0
％
日
本
へ
の
輸
出
用
で
、

地
元
の
人
の
口
に
は
人
ら
な
い
」
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
ん
な
外
国
依
存
の
食
文
化
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。そ

の
昔
、
東
京
湾
や
近
海
で
魚
が
獲
れ
た
か
ら
、
江

戸
の
町
に
握
り
鮨
の
屋
台
が
現
れ
た
。
地
元
の
食
材
を

活
か
し
て
育
て
る
の
が
食
文
化
だ
。
手
に
人
ら
な
く
な

っ
た
ら
、
あ
る
も
の
を
使
っ
て
好
み
の
味
を
つ
く
り
続

け
て
い
く
の
が
知
恵
と
技
で
は
な
い
か
。
ク
ロ
マ
グ
ロ

を
獲
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
当
然
メ
ニ
ュ
ー
か
ら

消
滅
す
る
。
エ
ゴ
な
グ
ル
メ
の
ご
機
嫌
と
り
を
優
先
す

る
よ
り
も
、
近
海
の
新
鮮
な
雑
魚
で
、
ト
ロ
に
負
け
な

い
味
を
生
み
出
す
工
夫
を
し
て
み
て
は
ど
う
か
。
島
国

日
本
の
料
理
人
た
ち
こ
そ
、
海
の
資
源
の
保
全
の
先
頭

に
立
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。（

ア
ン
ベ
ー
ル
ー
雨
宮

裕
子
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7 ． 

「
賤
農
主
義
」
と
は
何
か

9

上
業
化
・
都
市
化
に
と
も
な
う
、
離
農
の
進
行
と
農
業
の
停
滞
な
い
し
衰
退
の
問
題
は
、
近
代
化
過
程
の
な
か
で
避
け

ら
れ
な
い
惟
界
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
農
耕
と
か
か
わ
り
の
あ
る
語
源
を
も
っ
「
田
舎
者
」
と
い
う

H
本
語
に

も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
農
業
に
か
か
わ
る
も
の
に
対
す
る
軽
視
・
軽
蔑
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
く
の
言
語
の
底
流

に
潜
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
枇
紀
後
半
ま
で
「
農
本
主
義
」
を
奉
じ
て
き
た
中
国
に
お
い
て
も
、
日
本
の
江
戸
時

代
と
似
た
か
た
ち
で
、
「
四
民
」
の
う
ち
「
農
」
を
「
エ
」
・
「
廂
」
の
前
に
お
き
、
「
士
」
に
続
く
一
一
番
目
の
社
会
的
身
分

を
与
え
て
い
た
も
の
の
、
主
流
社
会
に
は
「
農
」
を
見
下
す
意
識
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
農
民
・
農
業
者
を
見
下
す
「
軽
農
」
と
、
「
農
業
が
嫌
」
だ
か
ら
手
放
す
「
嫌
農
」
現
象
が
、

中
国
膜
業
の
現
実

|

「

賤

股

t
義」

の
形
成

一
連
の
制
度
・

張

玉

林
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こ
こ
で
い
う
「
賤
農
主
義
」
と
は
、
「
農
」
を
賤
と
す
る
意
識
、
言
説
、
お
よ
び
一
連
の
制
度
・
政
策
を
指
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
農
民
の
「
遅
れ
」
を
断
定
し
、
彼
ら
の
権
利
を
抑
制
し
、
農
村
と
農
業
の
価
値
を
無
視
も
し
く
は
低
く
評
価
す

る
か
た
ち
で
表
面
化
す
る
。

強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
発
想
は
、
誰
か
が
提
唱
し
た
主
義
主
張
で
は
な
く
、
ま
た
は
系
統
的
に
論
じ
て
い
る
経
済

思
想
や
社
会
理
論
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
も
っ
ば
ら
筆
者
が
現
代
中
国
の
い
わ
ゆ
る
「
中
国
式
の
社
会
主
義
」
の
現
実

か
ら
、
「
農
」
に
か
か
わ
る
社
会
的
態
度
と
主
張
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
章
の
目
的
は
、
こ
の
「
賤
農
主

義
」
の
形
成
、
表
現
様
式
、
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
政
治
的
、
経
済
的
論
理
を
各
段
階
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
の

H
本
で
は
、
中
国
か
ら
相
当
な
贔
の
農
産
物
を
輸
入
し
て
お
り
、
し
か
も
多
く
の
人
が
そ
の
こ
と
を
当
た
り
前

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
当
た
り
前
」
を
支
え
る
べ
き
中
国
の
農
業
や
農
民
の
お
か
れ
た
状
況
を
、
こ
こ

で
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
状
況
が
、
日
本
と
ど
こ
が
似
て
い
て
、
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
の
か
も
、
同
時
に
考
え
て

み
て
ほ
し
い
。

ろ
見
当
た
ら
な
い
。

政
策
や
、
社
会
・
文
化
面
に
お
い
て
、

一
種
の
「
賤
農
主
義
」
に
ま
で
発
展
し
た
国
は
、
現
代
中
国
以
外
に
い
ま
の
と
こ
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マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
農
民
観

中
華
人
民
共
和
国
は
、
一
九
四
九
年
に
中
国
共
産
党
に
よ
り
建
国
さ
れ
た
。
今
日
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
北
京
や
上
海

の
姿
か
ら
は
想
像
が
つ
き
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
九
七

0
年
代
末
か
ら
の
「
改
革
・
開
放
」
路
線
ま
で
、
中
国
は

共
産
主
義
化
を

H
指
し
て
、
農
業
の
集
団
化
な
ど
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
際
、
当
時
の
世
界
に
お
け
る
社
会
主
義
・
共
産

主
義
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
を
背
景
に
し
な
が
ら
も
、
毛
沢
東
に
よ
る
独
自
の
革
命
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
よ
っ
て
国
家
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。

中
国
に
お
け
る
初
期
段
階
の
「
賤
農
主
義
」
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
五

0
年
代
後
半
ま
で
、
党
・
政
府
に
よ
る
農
民
の

「
後
進
性
」
の
強
調
、
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
移
動
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
農
民
の
権
利
の
抑
制
と
い
う
か
た
ち
で

現
れ
た
。
つ
ま
り
、
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
農
民
否
定
か
ら
、
法
律
・
制
度
・
政
策
面
の
農
民
の
権
利
の
抑
制
へ
、

と
い
う
流
れ
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
農
民
否
定
は
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
な
ど
の
認
識
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
は
、
社
会
階
級
の
視
点
か
ら
革
命
運
動
に
お
け
る
農
民
の
態
度
と
役
割
を
分
析
し
、
そ
の
「
保
守
的
」
な
一
面
を
強

調
し
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
農
民
は
一
っ
の
統
一
的
階
級
で
は
な
く
、
私
有
性
と
保
守
性
を
も
ち
、
見
識
が
狭
く
浅

薄
で
、
し
か
も
明
確
な
政
治
主
張
に
欠
け
、
自
分
た
ち
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
階
級
に
代
弁
さ
れ
な

革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
農
民
否
定
と
農
民
抑
制
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け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
農
民
を
バ
ラ
バ
ラ
な
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
比
喩
は
、
そ
れ
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
レ
ー
ニ
ン
は
、
ロ
シ
ア
の
農
民
を
、
農
業
に
従
事
す
る
勤
労
農
民
と
、
所
有
者
・
小
商
人
•
投
機
者
と
し
て
の

農
民
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
革
命
に
対
す
る
態
度
を
論
じ
つ
つ
も
、
農
民
と
小
農
経
済
を
資
本
主
義
の
土
台
と
み
な
し
、

そ
れ
が
時
々
刻
々
に
資
本
主
義
を
生
み
出
す
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
あ
い
だ
で
動
揺

し
、
ま
た
偏
狭
で
保
守
的
な
本
質
を
も
っ
た
め
、
共
産
主
義
の
担
い
手
へ
の
「
改
造
」
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
よ
り
い
っ
そ
う
困

(
2
)
 

難
で
あ
る
と
論
断
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、

マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン
の
こ
の
よ
う
な
農
民
認
識
が
、
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て

そ
の
ま
ま
革
命
の
理
論
と
し
て
貰
徹
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
毛
沢
東
は
革
命
の
初
期
段
階
で
む
し
ろ
農
民

の
「
革
命
性
」
を
強
調
し
続
け
た
。
彼
は
、
中
国
の
革
命
は
実
質
的
に
は
農
民
革
命
で
あ
り
、
農
民
は
革
命
の
主
要
な
力

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
土
地
の
再
分
配
を
か
な
め
と
す
る
士
地
革
命
を
起
こ
し
、
「
農
村
を
も

っ
て
都
市
を
包
囲
す
る
」
と
い
う
戦
略
で
中
国
の
革
命
を
成
功
に
導
い
た
。

選
挙
権
の
制
限
と
農
業
集
団
化

し
か
し
、
中
国
共
産
党
が
全
国
を
掌
握
し
、
農
業
に
対
す
る
社
会
主
義
的
改
造
（
つ
ま
り
農
業
集
団
化
）
に
乗
り
出
す

な
か
で
、
毛
沢
東
な
ど
は
農
民
の
保
守
性
と
遅
れ
を
語
り
出
し
た
。
一
九
四
九
年
七
月
に
公
表
し
た
「
人
民
民
主
独
裁
を

論
じ
る
」
の
な
か
で
、
彼
は
そ
れ
以
降
の
中
国
共
産
党
の
農
民
認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
論
断
を
打
ち
出
し
た
。
つ
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ま
り
、
「
厳
し
い
問
題
は
農
民
を
教
育
す
る
こ
と
だ
」
。
そ
の
理
由
を
、
農
民
経
済
が
分
散
的
で
、
そ
の
遅
れ
た
状
態
が
農

民
全
体
の
遅
れ
と
保
守
性
、
ま
た
利
己
的
・
自
己
中
心
的
な
性
格
を
決
め
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
労
働
者
階

級
の
指
導
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
労
働
者
階
級
は
も
っ
と
も
展
望
を
も
ち
、
も
っ
と
も
公
正
無
私
で
、
も
っ
と

も
徹
底
的
な
革
命
性
に
富
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
農
民
が
自
己
中
心
的
、
保
守
的
で
あ
る
以
上
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
的
思
想
を
も
っ
て
彼
ら
を
教
育
し
、
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

毛
沢
東
は
党
を
代
表
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
農
民
認
識
は
中
国
に
お
け
る
農
民
の
政
治
的
地
位
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
「
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
」
の
な
か
で
、
労
働
者
階
級
は
「
指
導
階
級
」
の
地
位
に
あ
り
、
一
方
の
農
民
は
労

働
者
階
級
の
「
同
盟
」
の
相
手
だ
と
さ
れ
、
「
指
導
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
憲
法
で
決
め
ら
れ
る
労
働

者
階
級
の
指
導
権
を
確
保
す
る
た
め
、
選
挙
法
の
な
か
で
農
民
の
選
挙
権
は
制
限
さ
れ
た
。
膨
大
な
農
村
人
口
(
-
九
五

0
年
代
初
頭
に
は
全
人
口
の
八
割
以
上
を
占
め
て
い
た
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
五
三
年
に
公
布
さ
れ
た
選
挙
法
の
な
か

で
、
全
国
人
民
代
表
者
大
会

(
H
本
の
国
会
に
あ
た
る
）
レ
ベ
ル
の
「
人
民
代
表
」
に
つ
い
て
、
農
村
の
代
表
一
人
が
代
表

す
る
人
口
数
が
、
都
市
部
の
代
表
一
人
が
代
表
す
る
人
口
数
の
―

1
0
倍
と
決
め
ら
れ
た
。

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
け
継
い
だ
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
共
産
党
は
、
農
民

を
法
律
の
う
え
で
差
別
化
し
、
政
治
言
説
と
社
会
理
論
の
両
面
か
ら
農
民
に
対
す
る
批
判
・
否
定
を
は
じ
め
た
。
一
九
五

三
年
一

0
月
、
都
市
部
の
食
料
供
給
危
機
に
あ
た
っ
て
、
毛
沢
東
は
農
民
の
「
遅
れ
」
を
い
っ
そ
う
強
調
し
て
い
る
。
「
マ

ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
従
来
も
農
民
の
す
べ
て
が
い
い
と
い
っ
て
は
い
な
い
。
農
民
は
自
発
的
な
傾
向
〔
資
本
主
義
の

道
へ
自
然
に
歩
む
こ
と
〕
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
農
民
の
歩
む
べ
き
道
は
社
会
主
義
だ
。
つ
ま
り
互
助
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組
〔
農
民
の
自
主
的
な
相
互
扶
助
組
織
〕
か
ら
合
作
社
[
国
家
主
導
に
よ
る
集
団
組
織
〕
へ
o

い
ま
は
収
穫
期
に
な
つ
て
い
な

(6) 

い
端
境
期
だ
が
、
一
部
の
農
民
は
土
地
を
与
え
ら
れ
た
恩
恵
を
忘
れ
は
じ
め
た
」
。
中
国
で
は
こ
の
食
料
危
機
を
き
っ
か

け
に
農
業
集
団
化
を
加
速
し
よ
う
と
し
た
。

社
会
主
義
教
育
運
動
の
展
開

し
か
し
、
多
大
な
期
待
を
託
さ
れ
た
農
業
集
団
化
は
、
と
く
に
高
級
合
作
社
（
土
地
所
有
を
集
団
化
し
た
合
作
社
）
段
階

へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
多
く
の
地
方
で
農
民
の
抵
抗
と
非
協
力
に
疸
面
し
た
。
そ
の
う
ち
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、

一
九
五
六
＼
五
七
年
の
一

0
0
0
万
人
に
も
及
ぶ
農
民
の
都
市
へ
の
流
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
民
の
「
離
村
に
よ
る
抵

抗
」
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
都
市
部
の
食
料
供
給
不
足
と
就
業
難
な
ど
に
い
っ
そ
う
の
困
難
を
招
く
と
と
も
に
、

(
7
)
 

農
村
に
お
け
る
農
業
集
団
化
の
維
持
を
揺
る
が
す
局
面
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
抵
抗
に
直
面
し
た
中
国
の
指
導
部
は
農
民
の
「
遅
れ
」
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
。
対
策
は
、
二
つ
の
方
向

か
ら
講
じ
ら
れ
た
。
そ
の
一
っ
は
、
宣
伝
に
よ
る
農
民
向
け
の
「
社
会
主
義
教
育
運
動
」
の
展
開
で
あ
る
。
一
九
五
七
年

八
月
五
日
『
人
民
日
報
』
社
説
は
厳
し
い
調
子
で
告
げ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
農
民
に
対
し
、
個
人
の
利
益
を
国
家
の
利
益
に

優
先
さ
せ
る
こ
と
は
実
に
社
会
主
義
と
党
の
指
導
を
否
定
し
、
同
時
に
農
民
自
身
に
も
そ
の
前
途
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
説

明
し
、
社
会
主
義
教
育
運
動
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
、
「
大
弁
論
、
大
闘
争
」
が
暴
力

を
と
も
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、
農
民
の
「
個
人
主
義
」
や
「
自
己
本
位
主
義
意
識
」
を
批
判
し
た
。

も
う
―
つ
は
農
民
の
移
動
と
移
住
を
厳
し
く
制
限
す
る
「
中
華
人
民
共
和
国
戸
口
登
記
条
例
」
の
公
布
で
あ
っ
た
。
こ
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メ
デ
ィ
ア
に
広
が
る
「
賤
農
主
義
」

社
会
意
識
に
お
け
る
「
賤
農
主
義
」
は
、
都
市
住
民
に
よ
る
日
常
的
な
会
話
の
な
か
に
も
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
農

民
」
と
い
う
言
葉
が
、
人
に
対
す
る
低
い
評
価
を
表
す
俗
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
夫
婦
や
友
人
の
あ
い
だ

知
識
人
の
言
説
に
み
る
農
民
の
否
定

れ
は
次
第
に
労
働
就
業
、
物
資
と
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
、
教
育
、
医
療
制
度
な
ど
と
結
び
つ
き
、
結
局
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
経

済
・
社
会
の
領
域
に
お
い
て
農
民
を
差
別
す
る
も
の
で
、
中
国
の
都
市
と
農
村
、
都
市
住
民
と
農
民
を
区
別
す
る
「
二
元

(
8
)
 

社
会
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
こ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
論
考
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

詳
細
を
述
べ
な
い
が
、
簡
単
に
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、
農
民
の
権
利
と
自
由
に
対
す
る
制
限
は
、
農
村
の
発
展
と
農
民
生
活
の
向
上
に
支
障
を
も
た
ら
し
、
都
市
・

農
村
の
格
差
を
拡
大
す
る
か
た
ち
で
、
農
民
と
農
村
の
「
遅
れ
」
を
、
経
済
や
生
活
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
む
し
ろ

助
長
し
て
し
ま
っ
た
。

第
二
に
、
政
治
主
導
の
農
民
批
判
と
制
度
上
の
農
民
差
別
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
中
国
社
会
、
と
く
に
エ
リ
ー
ト

の
知
識
人
、
な
ら
び
に
都
市
住
民
一
般
の
農
民
認
識
に
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
、
政
治
、
社
会
、
ま
た
文
化
面
に
お
い

て
農
民
を
「
賤
」
と
す
る
社
会
通
念
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
下
で
は
後
者
の
点
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
た
い
。
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で
、
「
お
前
は
ほ
ん
と
う
に
農
民
だ
」
、
あ
る
い
は
「
農
民
に
似
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
出
て
く
る
が
、
そ
こ
で
は

「
農
民
」
と
は
、
「
遅
れ
て
い
る
」
「
保
守
的
」
「
偏
狭
」
「
了
見
が
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
、
テ
レ
ビ
の
普
及
と
テ
レ
ビ
番
組
の
娯
楽
化
に
と
も
な
っ
て
、
大
衆
レ
ベ
ル
の

「
賤
農
主
義
」
が
公
共
放
送
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
気
を
得
て
い
た
コ
メ
デ
ィ
ー
「
超
生
遊
撃
隊
」
に
は
、

「
農
民
が
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
を
生
む
」
と
い
う
こ
と
を
皮
肉
り
、
男
の
子
を
生
む
た
め
農
村
を
逃
げ
て
都
市
を
転
々
と

し
、
ゲ
リ
ラ
化
し
た
農
民
夫
婦
が
登
場
す
る
。
国
民
的
な
漫
才
師
・
趙
本
山
に
よ
る
中
央
テ
レ
ビ
「
春
節
聯
歓
晩
会
」
で

も
、
農
民
を
笑
い
の
題
材
に
す
る
一
連
の
演
出
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
趙
本
山
ら
が
農
民
出
身
で
あ
る
こ
と
と
、
彼
ら
の

「
農
民
的
な
奇
オ
」
を
軽
蔑
し
、
彼
ら
と
の
共
同
出
演
を
断
っ
た
上
海
の
人
気
タ
レ
ン
ト
・
周
立
波
に
よ
る
、
「
ニ
ン
ニ
ク

を
食
べ
る
者
と
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
者
」
と
い
う
、
中
国
の
「
田
舎
く
さ
い
」
農
民
と
「
西
洋
的
香
り
が
す
る
」
上
海
人
を

差
別
す
る
暗
喩
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
農
民
否
定
と
農
民
差
別
を
よ
り
筋
道
立
て
て
語
る
の
は
、
や
は
り
官
と
民
の
あ
い
だ
に
立
ち
、
政
治
文
化

と
大
衆
文
化
を
一
身
に
代
弁
す
る
よ
う
な
社
会
的
エ
リ
ー
ト
の
知
識
人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
中
国
に
お
け
る
代
表

的
な
作
家
の
一
人
で
あ
る
李
国
文
は
、
「
口
の
機
能
」
と
い
う
官
僚
の
公
費
飲
食
を
皮
肉
る
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
次
の

ょ
う
に
書
い
て
い
る
。

低
く
な
い
。

こ
れ
ら
の
す
で
に
取
り
調
べ
ら
れ
た
、
ま
た
は
ま
だ
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
な
い
、
汚
れ
た
官
僚
た
ち
は
、
地
位
が

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
よ
く
引
き
合
い
に
出
し
、
背
広
を
着
て
、
ネ
ク
タ
イ
の
締
め
方
も
そ
ん
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李
の
本
意
は
「
汚
れ
た
官
僚
」
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
無
意
識
に
、
彼
ら
の
食
べ
る
享
楽
に
夢
中
で
あ
る
と
い

う
「
こ
の
う
え
の
な
い
低
級
さ
」
と
、
「
小
農
経
済
的
な
心
理
に
満
ち
た
農
民
」
と
を
並
列
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の

意
識
構
造
の
深
層
に
あ
る
農
民
否
定
が
露
骨
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

知
識
人
に
よ
る
農
民
批
判
の
展
開

こ
の
「
不
本
意
」
な
農
民
罵
倒
と
は
違
っ
た
か
た
ち
で
、
女
性
作
家
で
あ
る
楊
沫
は
、
小
説
「
千
本
の
線
、

の
な
か
で
、
執
拗
な
農
民
罵
倒
を
貫
い
て
い
る
。

一
本
の
針
」

彼
女
〔
黄
茜
と
い
う
主
人
公
、
両
親
が
と
も
に
大
学
教
授
で
あ
り
自
分
も
大
学
の
講
師
〕
は
「
教
養
」
を
強
く
言
っ
た
。

「
教
養
」
の
話
に
な
る
と
、
彼
女
は
す
ぐ
に
怒
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
大
学
に
入
っ
た

こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
、
も
は
や
教
授
の
娘
と
農
民
の
息
子
を
区
別
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
を
区
別
で
き
る
の
は

(10) 

教
養
と
品
、
嗜
好
の
高
低
し
か
な
い
。

そ
し
て
し
ば
し
ば
外
国
に
出
て
視
察
を
し
て
、
洋
食
を
ご
馳
走
に
な
る
と
き
も
、
そ
れ
ほ
ど
笑
わ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
る
こ
と
は
な
い
|
|
と
い
っ
て
も
、
実
に
彼
ら
は
そ
の
神
髄
か
ら
い
え
ば
、
永
遠
に
小
農
経
済
的
な
心
理
に
満
ち

た
農
民
だ
。
そ
れ
は
ま
さ
に
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
。

な
に
悪
く
な
い
。
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こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
架
空
の
ド
イ
ツ
人
の
中
国
問
題
専
門
家
「
洛
伊
寧
格
休
」
を
名
乗
っ
て
書
か
れ
た
、
中
国
社
会

を
包
括
的
に
分
析
す
る
『
第
一
―
一
の
眼
で
中
国
を
看
る
』
と
い
う
本
の
な
か
で
、
王
山
は
き
わ
め
て
ク
ー
ル
な
口
調
で
農
民

全
体
を
国
家
の
「
重
荷
」
と
み
な
し
、
否
定
と
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

王
山
は
、
教
育
の
レ
ベ
ル
の
違
い
だ
け
に
も
と
づ
い
て
、
農
民
と
都
市
住
民
と
い
う
「
二
つ
の
部
分
の
中
国
人
を
二
つ

の
種
族
と
み
な
す
こ
と
さ
え
で
き
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
農
民
と
い
う
種
族
」
は
、
自
己
中
心
的
、
偏
狭
、
愚
か
で
見

識
が
な
い
う
え
に
、
非
常
に
大
胆
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
毛
沢
東
が
彼
ら
の
た
め
に
描
い
た
「
青
写
真
」
を
巨
大

し‘

゜
彼
女
は
喧
嘩
を
恐
れ
な
い
。
恐
れ
る
の
は
主
人
〔
常
偉
と
い
う
農
村
出
身
の
大
学
講
師
〕
に
日
々
表
れ
る
農
民
の
意
識

と
農
民
の
癖
だ
。

「
常
偉
、
ど
う
し
て
お
前
の
理
解
力
は
文
化
の
な
い
農
民
の
よ
う
な
の
だ
！
」
黄
茜
は
つ
い
に
抑
え
ら
れ
な
く
叫
ん

だ。

感
情
的
、

か
か
る
引
用
文
に
は
、
「
農
民
の
」
も
し
く
は
「
農
民
的
な
」
意
識
、
癖
、
人
格
、
文
化
に
対
す
る
否
定
、
軽
蔑
、
恨
み
、

そ
し
て
「
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
無
力
感
も
溢
れ
て
い
る
。
大
学
の
講
師
と
は
い
え
「
農
民
出
身
」
の
主
人
と
そ
の
一
族

が
、
主
人
公
で
あ
る
黄
茜
の
「
璽
荷
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
小
説
の
趣
旨
だ
と
見
て
取
れ
る
。
こ
の
日
常
的
、

ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
と
も
い
え
る
農
民
へ
の
侮
り
や
の
の
し
り
は
、
今
日
の
中
国
で
は
た
し
か
に
理
解
不
能
で
は
な
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な
災
難
（
つ
ま
り
一
九
五
一
＼
六
一
年
の
あ
い
だ
に
数
千
万
人
の
餓
死
者
が
出
た
と
い
う
大
躍
進
〔
大
規
模
な
増
産
計
画
〕
の
破

(14) 

産
）
に
変
え
た
う
え
、
人
民
公
社
（
合
作
社
を
合
併
し
た
行
政
・
経
済
組
織
）
の
崩
壊
で
解
放
さ
れ
て
か
ら
は
、
も
と
も
と
い

た
土
地
に
定
着
せ
ず
都
市
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
「
盲
目
的
流
動
」
で
、
「
膨
大
な
農
民
の
群
れ
は
、
い
っ
た
ん
水

(15) 

門
か
ら
噴
出
し
て
都
市
部
に
混
入
し
そ
れ
と
一
体
に
な
れ
ば
、
都
市
社
会
全
体
の
素
質
を
引
き
下
げ
て
し
ま
う
」
。
そ
の

う
え
、
そ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
妬
み
で
溢
れ
、
本
性
で
犯
罪
に
走
り
、
巨
大
な
破
壊
力
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。

農
民
が
こ
の
よ
う
に
「
悪
質
」
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
の
移
動
を
厳
し
く
制
限
し
、
「
文
明
的
都
市
社
会
」
と
は
隔

離
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
王
山
は
主
張
す
る
。
一
九
七

0
年
代
末
に
は
じ
ま
っ
た
改
革
・
開
放
に
よ
っ
て
農
民
が

労
働
と
移
動
の
自
由
を
得
た
が
、
こ
れ
は
「
政
府
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
後
退
だ
っ
た
…
・
：
こ
う
し
た
農
民
の
野
放
し
こ

そ
、
彼
ら
が
法
律
を
無
視
し
て
犯
罪
に
走
る
原
因
の
一
っ
で
あ
り
、
ま
た
暴
動
に
加
担
す
る
潜
在
的
な
原
因
と
も
な
っ
て

い
る
」
、
「
人
民
公
社
の
よ
う
な
制
度
に
は
欠
陥
が
多
く
、
民
主
主
義
国
家
か
ら
の
強
い
批
判
を
浴
び
て
い
る
が
、
八
億
人

の
農
民
の
管
理
に
は
依
然
有
効
な
の
だ
。
教
育
に
欠
け
る
農
民
の
群
れ
を
統
制
す
る
に
は
厳
し
い
管
理
シ
ス
テ
ム
が
必
要

(16) 

な
の
で
あ
る
」
。

ち
な
み
に
、
わ
ざ
と
「
ド
イ
ツ
人
の
中
国
問
題
専
門
家
」
を
名
乗
っ
て
書
か
れ
た
の
は
、
論
調
の
「
客
観
性
」
を
示
そ

う
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
著
者
は
あ
る
軍
事
部
門
の
エ
リ
ー
ト
で
「
太
子
党
」
（
中
国
の
高
級
幹
部
の

(17) 

子
弟
）
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
本
が
指
導
部
か
ら
評
価
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
著
書
の
出
版
前
後
に
、
農
業
、
農
村
、

農
民
問
題
が
よ
り
深
刻
に
な
り
、
「
三
農
問
題
」
と
一
括
し
て
中
国
の
一
大
社
会
間
題
と
し
て
広
く
議
論
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
本
は
一
部
の
政
策
決
定
者
の
本
音
を
あ
る
程
度
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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四

も
ち
ろ
ん
、

一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
中
国
社
会
で
権
利
意
識
が
高
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
農
民
差
別
・
農
民
抑

制
の
制
度
と
政
策
が
次
第
に
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
農
民
と
「
農
民
エ
」

（
農
村
か
ら
都
市
に
出
て
来
て
働
く
者
）
に
対
す
る
法
律
・
制
度
・
政
策
上
の
差
別
を
な
く
し
、
彼
ら
に
都
市
住
民
と
同
様

の
「
国
民
待
遇
」
を
与
え
よ
う
と
す
る
呼
び
か
け
が
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
「
農
民
差
別
」
を
批
判

(18) 

し
そ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
論
文
に
お
い
て
さ
え
、
農
民
否
定
と
農
民
差
別
的
な
論
調
が
潜
ん
で
い
る
。
農
民
を

「
賤
」
と
す
る
観
念
は
ま
さ
に
社
会
意
識
の
根
元
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。

発
展
主
義
信
仰
と
農
業
放
棄
・
農
村
「
消
滅
」

農
業
放
棄
・
農
村
消
滅
へ
の
政
策
転
換

一
九
九

0
年
代
半
ば
ま
で
の
「
賤
農
主
義
」
は
、
主
に
農
民
を
「
賤
」
と
み
な
す
こ
と
に
現
れ
て
き
た
が
、
農
業
と
農

村
を
匝
接
に
否
定
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
「
階
級
闘
争
を
中
心
と
す
る
」
毛
沢
東
時
代
二
九
四
九
＼
七
八

年
）
か
ら
「
経
済
建
設
を
中
心
と
す
る
」
部
小
平
時
代
(
-
九
七
八
＼
九
三
年
）
へ
、
そ
し
て
「
社
会
主
義
市
場
経
済
の
樹

立
」
を
目
標
と
し
た
江
沢
民
政
権
(
-
九
九
三
＼
二

0
0
四
年
）
ま
で
、
少
な
く
と
も
中
央
指
導
部
の
理
念
レ
ベ
ル
で
は
農

業
と
農
村
の
重
要
性
を
強
調
し
続
け
た
。
毛
沢
東
の
「
農
業
を
基
礎
と
し
、
工
業
を
主
導
と
す
る
」
方
針
は
、
一
九
五
九

＼
六
一
年
に
農
業
危
機
と
大
飢
饉
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
七
八
年
に
中
国
政
府
が
改
革
・
開
放
へ
か
じ
を
切
っ
て

か
ら
も
、
中
国
農
村
の
貧
困
の
光
景
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
た
部
小
平
が
い
っ
そ
う
強
調
し
て
い
た
。
彼
は
、
「
農
業

ヘ
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は
根
本
だ
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
農
村
の
安
定
と
発
展
が
中
国
社
会
全
体
の
安
定
と
発
展
の
前
提
で
あ
る
こ

(19) 

と
を
繰
り
返
し
た
。
江
沢
民
は
郎
小
平
の
認
識
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
が
、
農
業
・
農
村
問
題
が
共
産
党
政
権
と
中
国

(20) 

全
体
の
安
定
を
決
め
る
以
上
、
「
た
だ
菫
大
な
経
済
問
題
の
み
な
ら
ず
、
重
大
な
政
治
問
題
で
も
あ
る
」
と
よ
り
鮮
明
に

位
置
づ
け
た
。

し
か
し
、
主
に
政
治
と
社
会
の
「
安
定
」
に
照
ら
し
て
論
じ
る
農
業
・
農
村
重
視
の
大
原
則
は
、
中
央
政
府
レ
ベ
ル
の

政
策
に
お
い
て
さ
え
一
貰
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
「
口
だ
け
」
の
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
農
業
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
九

(21) 

八

0
年
代
初
頭
か
ら
の
農
業
へ
の
財
政
投
入
の
減
少
、
さ
ら
に
九

0
年
代
に
お
け
る
農
村
と
農
民
へ
の
過
度
な
公
課
に
よ

(22) 

る
「
農
民
負
担
」
の
過
重
化
と
農
民
暴
動
の
多
発
が
、
理
念
と
実
践
の
深
刻
な
乖
離
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
「
―
―
―

農
問
題
」
の
深
刻
化
に
悩
む
地
方
政
府
は
、
公
的
に
は
農
業
・
農
村
を
童
要
視
す
る
理
念
を
否
認
し
な
い
も
の
の
、
政
策

面
に
お
い
て
は
そ
れ
と
距
離
を
お
き
、
そ
し
て
九

0
年
代
後
半
か
ら
次
第
に
農
業
・
農
村
・
農
民
問
題
を
包
括
す
る
意
味

で
の
「
三
農
問
題
」
を
厄
介
な
重
術
と
み
な
し
て
、
農
業
放
棄
と
農
村
の
「
消
滅
」
、
お
よ
び
「
農
民
を
都
市
住
民
に
変
え

る
」
と
す
る
「
逼
農
進
城
」
政
策
を
と
り
、
「
賤
農
主
義
」
を
新
た
な
段
階
ま
で
押
し
上
げ
て
い
る
。

新
段
階
の
「
賤
農
主
義
」
を
物
語
る
い
く
つ
か
の
例
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
江
蘇
省
南
部
の
官
僚
は
、
「
魚

と
米
の
里
」
と
い
う
「
江
南
文
化
」
の
シ
ン
ボ
ル
を
、
「
農
業
文
明
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
遅
れ
た
意
味
合
い
を
も
つ
」
と

の
理
由
で
否
定
し
、
か
わ
っ
て
「
槻
界
の
工
場
」
と
い
う
新
た
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
好
ん
だ
。
浙
江
省
の
一
部
の
地
方

は
、
「
食
糧
を
生
産
し
な
い
郷
・
鎮
」
（
「
無
糧
郷
鎖
」
）
、
な
い
し
「
食
柑
を
生
産
し
な
い
県
」
（
「
無
糧
県
」
）
を
政
策
日
標
と

し
て
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
南
省
洛
陽
市
古
城
郷
政
府
は
、
村
民
を
「
住
宅
団
地
」
に
移
住
さ
せ
る
際
に
農
民
の
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抵
抗
に
あ
っ
た
が
、
小
中
学
生
の
名
義
で
そ
れ
ら
の
家
長
に
向
け
て
、
「
一
生
を
農
民
と
し
て
、
汚
く
か
つ
乱
れ
た
村
に

(23) 

住
む
の
は
嫌
だ
」
と
い
う
内
容
の
「
公
開
の
手
紙
」
を
送
っ
た
。

発
展
主
義
と
圧
力
型
政
治
に
よ
る
賤
農
主
義
の
推
進

で
は
、
農
業
と
農
村
ま
で
も
否
定
し
、
農
業
放
棄
と
農
村
「
消
滅
」
と
い
う
「
賤
農
主
義
」
を
促
し
た
力
、
お
よ
び
そ

の
論
理
的
根
拠
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
こ
こ
で
は
、
「
発
展
主
義
の
信
仰
」
の
も
と
で
、
農
業
成
長
の
限
界
論
と
地
域
間
の

農
工
分
業
論
、
お
よ
び
そ
れ
と
緊
密
に
連
関
す
る
中
国
に
独
特
の
政
治
・
行
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
官
僚
の
行
動
の
論
理
、

と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
考
察
し
た
い
。

農
業
成
長
の
「
限
界
論
」
と
は
、
食
料
の
生
産
を
中
心
と
す
る
「
伝
統
農
業
」
に
は
成
長
の
限
界
が
あ
り
、
経
済
成
長

の
牽
引
車
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
中
国
に
お
い
て
、
膨
大
な
農
村
人
口
と
零
細
な

土
地
の
経
営
面
積
（
全
農
家
平
均
は
一
戸
当
た
り
O・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
前
後
）
と
い
う
人
ロ
・
土
地
資
源
の
不
均
衡
を
抱
え
る

以
上
、
農
業
の
成
長
に
頼
る
だ
け
で
は
、
も
は
や
農
民
を
富
め
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
新
た
な
時
代
の
要
請
に
は
応
え

ら
れ
ず
、
ひ
い
て
は
農
村
・
農
民
問
題
の
解
決
、
近
代
化
の
実
現
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
工
業
化
・
都
市
化
を
推

進
し
、
「
農
民
の
減
少
で
農
民
を
富
ま
せ
よ
う
」
と
い
う
認
識
を
、
地
方
の
指
導
者
た
ち
が
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
農
業
の
限
界
論
自
体
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
工
業
・
都
市
重
視
は
必
ず
し
も

農
業
・
農
村
軽
視
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
ず
、
逆
に
両
立
す
る
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
・

農
村
放
棄
と
い
う
帰
結
を
み
る
の
は
、
別
の
要
囚
、
つ
ま
り
近
代
化
の
早
急
な
実
現
と
い
う
国
家
の
至
上
目
標
か
ら
生
じ
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た
発
展
主
義
と
、
こ
れ
が
「
上
か
ら
」
の
官
僚
任
命
制
度
と
相
乗
し
て
生
み
出
し
た
、
転
換
期
中
国
に
独
特
な
「
圧
力
型

(24) 

政
治
・
行
政
シ
ス
テ
ム
」
が
強
く
は
た
ら
い
た
結
果
で
あ
る
。

近
代
化
と
い
う
大
目
標
の
も
と
で
は
、
「
発
展
」
こ
そ
が
国
全
体
の
急
務
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
中
国
で
は
発
展
の
ス

ピ
ー
ド
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
部
小
平
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
の
優
越
性
は
資
本
主
義
よ
り
発
展
の
速
度
が
速

(25) 

い
こ
と
に
あ
る
。
「
貧
困
は
社
会
主
義
で
は
な
い
が
、
発
展
が
あ
ま
り
に
遅
い
こ
と
も
社
会
主
義
で
は
な
い
」
。
そ
し
て
、

後
発
国
家
と
し
て
の
中
国
は
各
地
方
の
経
済
成
長
率
や
税
収
増
加
率
な
ど
を
も
っ
て
、
そ
の
「
発
展
」
ぶ
り
を
測
り
、
さ

ら
に
そ
の
指
導
者
の
「
業
績
」
を
評
価
し
昇
進
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
。
こ
こ
で
経
済
的
指
標
が
官
僚
た
ち
の
政
治

生
命
を
決
め
る
政
治
的
指
標
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
地
方
の
指
導
者
た
ち
の
、
「
発
展
」
へ
の
衝
動
な
い
し
焦
り

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
江
蘇
省
の
あ
る
鎮
（
自
治
体
）
は
「
速
い
発
展
を
光
栄
と
し
、
遅
い
発
展
を
恥
と
す
る
」
と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
ま
た
湖
南
省
嘉
禾
県
政
府
は
、
「
誰
か
が
嘉
禾
の
発
展
に
一
時
的
に
で
も
支
障
を
来
す
な
ら
、

(26) 

わ
れ
わ
れ
は
彼
の
一
生
に
支
障
を
与
え
る
！
」
と
い
う
類
い
の
宜
言
を
も
表
明
し
て
お
り
、
「
発
展
の
衝
動
」
の
捧
猛
さ

を
剥
き
出
し
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
地
方
の
指
導
者
た
ち
は
、
自
分
の
「
業
績
」
を
上
げ
る
た
め
に
経
済
の
急
成
長
を
求
め
、
地
域
間

の
激
し
い
競
争
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
競
争
」
と
い
っ
て
も
、
農
業
を
め
ぐ
る
競
争
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら

工
業
、
と
く
に
重
化
学
工
業
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
農
業
成
長
の
「
限
界
」
認
識
に
よ
れ
ば
、

農
業
の
成
長
の
ス
ピ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
も
「
遅
い
」
た
め
、
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
も
経
済
全
体
の
急
成
長
に
は
つ
な
が

ら
ず
、
工
業
こ
そ
が
多
く
の

G
D
P
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
地
方
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
な
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「
開
発
区
」
と
呼
ば
れ
る
工
業
団
地
を
設
立
し
、
税
金
の
減
免
や
土
地
の
低
価
格
化
な
い
し
「
ゼ
ロ
地
価
」
な
ど
の
優
遇
措

置
を
講
じ
、
競
っ
て
内
外
か
ら
の
投
資
を
引
き
込
み
、
工
業
の
拡
張
を
精
力
的
に
推
し
進
め
て
い
る
。

一
方
、
九

0
年
代
半
ば
ま
で
抑
え
ら
れ
て
き
た
都
市
化
も
、
大
き
な
「
経
済
成
長
を
内
包
す
る
」
魅
力
が
明
ら
か
に
な

り
、
経
済
成
長
の
牽
引
役
と
し
て
戦
略
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
都
市
を
大
き
く
し
、
か
つ
強
め
て
い

こ
う
」
と
す
る
方
針
が
多
く
の
地
方
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
市
周
辺
の
所
轄
県
・
市
を
都
市
部
に

組
み
込
み
、
工
業
用
地
と
建
設
用
地
の
拡
張
を
図
り
、
ま
た
「
都
市
を
経
営
す
る
」
、
「
土
地
経
営
を
す
る
」
名
目
で
農
村

の
集
団
所
有
の
農
地
を
国
有
化
し
た
う
え
で
廂
業
用
地
と
し
て
転
売
し
、
財
政
収
入
と
都
市
建
設
費
の
拡
充
が
目
指
さ
れ

(27) 

る
。
い
ず
れ
も
G
D
P
の
急
増
を
達
成
す
る
た
め
の
璽
要
な
措
置
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
は
、
都

市
化
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
農
村
地
帯
に
お
い
て
町
村
合
併
や
、
自
然
村
を
打
ち
壊
し
て
農
民
を
町
や
住
宅
団
地
に
集
中

さ
せ
る
方
法
も
講
じ
て
い
る
。

農
地
囲
い
込
み
と
町
村
合
併

中
央
政
府
は
二

0
0
三
年
か
ら
都
市
と
農
村
、
工
業
と
農
業
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
「
科
学
的
発
展
観
」
を

提
唱
し
は
じ
め
た
が
、
あ
る
省
の
指
導
者
は
こ
れ
と
逆
行
す
る
か
の
ご
と
く
、
所
轄
す
る
工
業
化
・
都
市
化
の
遅
れ
る
地

方
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
対
し
て
、
「
書
記
は
工
業
書
記
、
市
長
は
城
建
〔
都
市
建
設
〕
市
長
に
な
れ
！
」
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
か
け
、
彼
ら
を
工
業
化
と
都
市
化
に
専
念
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

工
業
化
と
都
市
化
は
、
経
済
全
体
に
占
め
る
工
業
の
割
合
の
増
加
と
都
市
人
口
の
増
加
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
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地
・
耕
地
そ
の
も
の
の
工
業
化
と
都
市
化
を
も
意
味
す
る
。
地
方
の
指
導
者
に
と
っ
て
、
同
じ
土
地
に
工
場
や
商
業
住
宅

を
建
設
す
る
こ
と
は
、
農
業
を
営
む
よ
り
も
多
く
の

G
D
P
を
創
出
し
、
多
く
の
税
金
が
取
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
農

業
用
地
を
工
業
用
地
や
建
設
用
地
に
転
用
す
る
こ
と
は
、
「
市
場
経
済
の
ル
ー
ル
に
従
う
」
も
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、
九

0
年
代
か
ら
農
地
の
囲
い
込
み
（
「
爾
地
運
動
」
）
と
、
「
廃
村
運
動
」
と
も
い
え
る
町
村
合

併
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
年
に
お
い
て
毎
年
数
万
件
に
も
お
よ
ぶ
農
民
の
「
群
集
性
事
件
」
（
集
団
抵
抗
や

暴
動
）
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
工
業
化
と
都
市
化
は
「
発
展
」
へ
の
寄
与
度
が
高
い
た
め
、
中
央
指
導
部
か
ら
「
農
業

重
視
」
、
「
耕
地
保
護
」
と
頻
繁
に
呼
び
か
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
沈
静
化
す
る
兆
候
を
み
せ
て
い
な

農
業
の
放
棄
と
耕
地
の
転
用
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
前
述
し
た
「
農
工
分
業
論
」
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

農
業
の
衰
退
が
い
ち
じ
る
し
い
江
蘇
省
南
部
の
あ
る
鎮
の
女
性
公
務
員
は
、
農
業
放
棄
の
合
理
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。上

地
の
価
値
は
蘇
南
と
蘇
北
と
で
は
格
段
に
違
う
。
一
畝
〔
0
．0
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
〕
当
た
り
の
土
地
か
ら
、
蘇
南

で
は
工
場
や
商
業
住
宅
を
建
設
す
れ
ば
数
十
万
元
な
い
し
数
百
万
元
の
収
益
が
得
ら
れ
る
が
、
食
糧
生
産
に
使
う
な

ら
年
間
数
百
元
し
か
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
工
業
の
発
展
を
蘇
南
に
集
中
し
、
食
糧
の
生
産
を
〔
工
業
の
遅
れ

た
〕
蘇
北
に
ま
か
せ
ば
い
い
。
そ
れ
な
の
に
、
〔
中
央
政
府
は
〕
耕
地
の
転
用
を
無
理
や
り
に
禁
じ
て
い
る
。
ま
っ
た

(28) 

＜
納
得
で
き
な
い
。
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五

こ
こ
で
は
、
経
済
的
効
用
、
な
か
で
も
と
く
に

G
D
P
と
税
収
と
い
う
単
純
な
経
済
的
な
尺
度
で
土
地
・
農
業
の
価
値

(29) 

を
測
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
食
料
安
全
保
障
や
農
業
の
社
会
、
文
化
的
お
よ
び
生
態
・
環
境
保
護
の
価
値
を
完
全
に
無
視

し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
賤
農
主
義
」

の
内
面
化
と
農
業
・
農
村
危
機

「
賤
農
主
義
」
が
、
政
治
と
行
政
レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は
都
市
住
民
、
と
く
に
知
識
人
な
ど
の
主
流
社
会
と
主
流
文
化
レ
ベ

ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
支
配
者
階
級
の
文
化
を
そ
の
社
会
の
支
配
文

(30) 

化
と
し
て
「
育
成
」
し
て
こ
そ
、
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
は
じ
め
て
定
着
す
る
。
こ
れ
は
筆
者
な
り
の
グ
ラ
ム
シ
の
論
説

に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
「
賤
農
主
義
」
が
、
「
賤
」
の
対
象
で
あ
る
農
民
と
農
村
社
会
自
身
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て

「
合
意
」
が
成
立
し
、
そ
し
て
農
民
に
よ
る
自
己
否
定
の
内
面
化
が
完
成
し
て
こ
そ
、
「
賤
農
主
義
」
は
は
じ
め
て
現
代
中

国
に
お
け
る
主
導
的
な
価
値
観
と
な
り
、
国
家
の
行
方
か
ら
個
人
の
行
方
ま
で
を
左
右
す
る
巨
大
な
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
合
意
」
の
な
か
に
は
、
拡
大
し
つ
つ
あ
る
中
国
に
お
け
る
都
市
・
農
村
間
の
い
ち
じ
る
し
い
格
差
と
い

う
厳
し
い
現
実
を
前
に
「
自
然
発
生
的
に
」
生
じ
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
格
差
そ
の
も
の
の
形
成
、
温

存
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
拡
大
が
、
そ
も
そ
も
の
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
発
展
主
義
・
経
済
合
理
主
義
の
論
理
の
先
鋭
化

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
「
賤
農
主
義
」
が
広
が
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
二

0
1
0
年
の
上
海
万
博
の
主
題

で
あ
る
「
よ
り
良
い
都
市
、
よ
り
良
い
生
活
」
（
中
国
語
で
は
「
城
市
、
譲
生
活
更
美
好
」
）
が
示
す
よ
う
に
、
工
業
・
都
市
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そ
し
て
そ
れ
ら
が
、
中
国
の
農
民
、
と
く
に
青
年
農
民
の
、
「
土
地
に
対
す
る
愛
着
が
な
い
」
、
「
農
業
が
嫌
」
な
い
し

「
農
業
を
や
る
の
は
恥
だ
」
、
「
農
村
か
ら
逃
げ
た
い
」
、
そ
し
て
「
農
村
を
恨
む
」
、
「
農
村
の
良
さ
を
う
た
う
文
章
の
書
き

手
に
；
ツ
バ
を
吐
き
た
い
こ
と
い
う
感
情
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
、
多
く
の
社
会
調
査
や
、
一
九
八

0
年
代
初
頭

(32) 

か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
一
連
の
農
村
小
説
か
ら
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
二

0
0
0
年
を
境
に
都
市
部
に

流
出
し
た
「
農
村
余
剰
労
働
力
」
が
、
一
億
人
を
超
え
て
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
農
外
収
入
を
稼
ぐ
た
め
の
単
純
な

出
稼
ぎ
で
は
な
く
、
農
民
自
身
の
「
賎
農
」
意
識
に
根
ざ
し
た
文
化
の
表
れ
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
十
数
年
間
で

官
と
民
の
あ
い
だ
の
土
地
紛
争
が
多
発
し
て
い
る
が
、
そ
の
争
点
の
ほ
と
ん
ど
は
、
農
民
に
よ
る
土
地
へ
の
愛
着
か
ら
く

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
補
償
額
へ
の
こ
だ
わ
り
に
起
因
し
て
い
る
。

た
し
か
に
‘
―

1
0
0
五
年
か
ら
中
央
政
府
は
、
農
村
・
農
業
・
農
民
重
視
を
再
び
叫
び
、
「
新
農
村
建
設
」
を
は
じ
め
と

す
る
一
連
の
「
恵
農
」
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
賤
農
主
義
」
が
中
国
の
経
済
、
社
会
、
そ
し
て
文
化
の
底
流

に
流
れ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
と
も
む
し
ろ
肥
大
化
し
て
い
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現

実
に
は
「
新
農
村
建
設
」
が
、
多
く
の
場
合
、
農
村
消
滅
・
農
地
転
用
と
そ
れ
に
と
も
な
う
農
業
の
放
棄
に
な
り
つ
つ
あ

(33) 

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
・
文
明
の
危
機
と
も
い
え
る
「
賤
農
主
義
」
が
、
農
業
と
農
村
の
危
機
的
状
態
を

よ
り
深
刻
に
す
る
傾
向
は
、
当
面
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
あ
る
。
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志
向
、
「
文
明
」
・
「
先
進
」
志
向
（
こ
れ
は
近
代
以
来
の
中
国
に
お
け
る
「
欧
米
志
向
」
と
ほ
ぽ
同
じ
だ
が
）
を
も
ち
、
言
説
・

文
化
の
生
産
者
と
伝
播
者
で
あ
る
知
識
人
は
そ
れ
ら
を
日
々
、
社
会
一
般
に
植
え
つ
け
、
浸
透
さ
せ
て
い
る
と
い
う
一
面
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(
l
)

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
』
植
村
邦
彦
訳
、
大
田
出
版
、
一
九
九
六
年
、
一
八
一
頁
。

(
2
)

レ
ー
ニ
ン
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
時
期
に
お
け
る
経
済
と
政
治
」
、
ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
11

エ
ン
ゲ

ル
ス
11

レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
「
レ
ー
ニ
ン
全
焦
』
第
一
―

-
0
巻
、
マ
ル
ク
ス
11

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
、
大
月
書
店
、
一
九
五
八
年
。

(
3
)

毛
沢
東
「
湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
」
「
毛
沢
東
選
集
』
第
一
巻
、
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
一
年
。

(
4
)

毛
沢
東
「
論
人
民
民
‘t
専
政
」
『
毛
沢
東
選
集
』
第
四
巻
、
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
一
年
、
一
四
七
七
頁
。

(
5
)

ち
な
み
に
、
一
九
八
二
年
選
挙
法
で
は
八
倍
、
一
九
九
五
年
選
挙
法
で
は
四
倍
と
、
次
第
に
縮
小
さ
れ
て
き
た
。

(
6
)

毛
沢
束
「
柑
食
統
購
統
錯
問
題
」
『
毛
沢
東
文
集
』
第
六
巻
、
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
九
年
、
二
九
五
頁
。

(
7
)

詳
し
く
は
、
張
玉
林
「
戸
籍
制
度
か
ら
見
た
現
代
中
国
の
国
家
と
農
民
I
1
9
5
0
年
代
を
中
心
に
」
『
中
国
研
究
月
報
』
一
九
九
七

年
八
JI
サ
を
参
照
。

(
8
)

郭
書
田
・
劉
純
彬
ほ
か
『
失
衡
的
中
国
』
河
北
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九

0
年
、
お
よ
び
張
前
掲
論
文
。

(
9
)

李
国
文
「
嘴
巴
的
功
能
」
『
当
代
」
【
中
国
】
、
一
九
九
八
年
第
一
二
期
、
一
―
一
頁
。
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

(10)

楊
沫
「
千
条
線
、
一
根
針
」
『
中
国
作
家
』
【
中
国
】
、
一
九
九
八
年
第
二
期
、
七
四
頁
。

(11)

同
、
七
四
頁
。

(12)

圃
、
七
五
貞
゜

(13)

洛
伊
寧
格
休
著
、
『
第
一
二
只
眼
睛
看
中
国
』
玉
山
訳
、
山
西
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
四
年
、
三
六
頁
。

(14)

圃
、
四
六
頁
。

(15)

同
、
七
一
頁
。

(16)

詞
、
六
八
頁
。

(17)

劉
賓
雁
「
評
『
第
三
只
眼
睛
行
中
国
』
」
。

(18)

た
と
え
ば
、
桑
子
肖
．
顧
凡
は
、
「
農
民
社
会
岐
視
現
象
分
析
」
『
社
科
縦
横
』
【
中
国
】
、
二

0
0
八
年
第
一
期
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
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に
論
じ
て
い
る
。
「
農
民
が
差
別
を
受
け
て
い
る
の
は
、
彼
ら
自
身
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
…
…
彼
ら
は
救
済
を
た
だ
待
ち
、
依
頼
し
、

要
求
す
る
よ
う
な
惰
性
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
マ
ス
コ
ミ
も
重
大
な
責
任
を
も
っ
て
い
る
が
、
農
民
に
対
し
て
現
代
文
明
の
思

想
を
注
人
し
、
彼
ら
の
科
学
・
文
化
意
識
、
衛
生
・
健
康
意
識
、
法
律
・
道
徳
意
識
な
ど
を
強
め
る
べ
き
で
あ
る
」
（
―
-
―
-
八
頁
）
。

(19)

『
郡
小
平
文
選
』
第
二
巻
第
二
版
、
人
民
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
四
年
、
四

0
六
頁
、
お
よ
び
同
第
三
巻
、
一
九
九
三
年
、
二
三
頁
・

六
五
頁
．
―
-
七
頁
。

(20)

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
江
沢
民
論
有
中
国
特
色
社
会
主
義
』
中
央
文
献
出
版
社
【
中
国
】
、
二

0
0
二
年
、
一
―

1
0
頁。

(21)

た
と
え
ば
、
『
中
国
統
計
年
鑑
』
二

0
0
0
年
、
お
よ
び
同
―

1
0
0
九
年
に
よ
れ
ば
、
財
政
支
出
総
額
に
占
め
る
農
業
へ
の
財
政
支
出
の

比
率
は
、
一
九
八

0
年
代
ま
で
は
一

0
％
以
上
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
＼
九

0
年
代
は
平
均
九
％
未
満
、
―

1
0
0
0
年
以
降
は
八
％
以
下
、
そ

し
て
二

0
0
七
、
二

0
0
八
年
に
は
さ
ら
に
七
％
以
下
と
下
が
る
一
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
九
七
八
＼
―

1
0
0
八
年
の
あ
い
だ
に

財
政
支
出
総
額
が
五
四
倍
増
加
し
た
の
に
対
し
、
農
業
支
出
が
一
一
七
倍
し
か
増
加
し
て
な
い
。

(22)

詳
し
く
は
、
張
玉
林
「
転
換
期
中
国
の
国
家
と
農
民

1
9
7
8
,
1
9
9
8
』
農
林
統
計
協
会
、
二

0
0
一
年
を
参
照
。

(23)

そ
れ
ぞ
れ
、
章
敬
平
「
長
三
角
在
工
業
経
済
輝
煙
中
消
失
的
魚
米
之
郷
」
『
南
風
窓
』
【
中
国
】
、
二

0
0
1
―
一
年
―
―
一
月
三
日
、
「
朱

志
泉
副
庁
長
在
全
省
糧
食
安
全
及
綜
合
生
産
能
力
保
護
座
談
会
上
的
講
話
」
二

0
0
三
年
一

0
月
二
二
，
二
三
日
、

http:/;
、W
W
W
.
N
j
a
g
r
i
.

g
o
v
.
e
n
¥
h
t
m
l
¥
m
a
i
n
¥
z
j
A
g
r
i
l
n
f
o
 V
i
e
w
¥
6
2
9
6
9
.
h
t
m
l
、
お
よ
び
『
大
河
報
』
【
中
国
】
、
―

1
0
0
八
年
―
一
月
五
日
を
参
照
。

(24)

栄
敬
本
ほ
か
『
従
圧
力
型
体
制
向
民
主
合
作
体
制
的
転
変
1

県
郷
両
級
政
治
体
制
改
革
」
中
央
編
訳
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九
九
八
年
。

(25)

『
部
小
平
文
選
』
第
三
巻
、
二
五
五
頁
。
ま
た
、
彼
が
一
九
九
―
一
年
一
月
の
広
東
で
の
視
察
地
を
後
に
す
る
際
に
、
地
方
の
指
導
者
に
対

し
て
云
君
た
ち
は
も
っ
と
速
く
な
れ
！
」
と
指
示
し
た
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

(26)

そ
れ
ぞ
れ
筆
者
に
よ
る
現
地
調
壺
（
二

0
1
0
年
一
月
三
日
）
、
お
よ
び
『
新
京
報
』
【
中
国
】
、
二

0
0
四
年
五
月
八
日
。

(27)

工
業
化
と
都
市
化
に
よ
る
耕
地
の
侵
食
に
つ
い
て
は
、
張
玉
林
「
蝕
ま
れ
た
土
地
」
『
中
国
21
』
二

0
0
七
年
一
月
号
を
参
照
。
ち
な
み

に
、
こ
れ
は
土
地
と
家
屋
の
価
格
の
高
騰
を
招
い
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
政
府
主
導
に
よ
る
バ
ブ
ル
経
済
の
中
国
版
で
あ
る
。

第11部 グローバル化のなかの食と農 180 



(28)

筆
者
に
よ
る
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
究
、
二

0
0
六
年
五
月
一
五
日
。

(29)

祖
田
修
『
農
学
原
論
』
岩
波
書
店
、
二

0
0
0
年。

(30)

ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ

(
A
n
t
o
n
i
o
G
r
a
m
s
c
i
.
 1
8
9
1ー

1
9
3
7
)

。
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
で
知
ら
れ
る
。

(31)

厳
海
蓉
「
虚
空
的
農
村
と
空
虚
的
主
体
」
『
読
書
』
【
中
国
】
、
二

0
0
五
年
第
七
期
、
お
よ
び
陳
成
文
・
魯
艶
「
城
市
化
進
程
中
農
民
土

地
意
識
的
変
遷
1

来
自
湖
南
省
三
個
社
区
的
実
証
研
究
」
『
農
業
経
済
問
題
』
【
中
国
】
、
二

0
0
六
年
第
五
期
。

(32)

た
と
え
ば
、
路
遥
「
人
生
」
『
収
穫
』
【
中
国
】
、
一
九
八
二
年
第
三
期
、
梁
暁
声
『
荒
棄
的
家
園
』
中
国
文
聯
出
版
社
【
中
国
】
、
一
九

九
七
年
、
夏
天
敏
「
接
吻
長
安
街
」
『
山
花
』
【
中
国
】
、
二

0
0
五
年
第
一
期
、
お
よ
び
買
平
凹
『
秦
腔
』
作
家
出
版
社
【
中
国
】
、
二

0
0

五
年
。

(33)

た
と
え
ば
、
工
業
化
・
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
広
東
省
、
浙
江
省
と
江
蘇
省
南
部
地
域
の
食
料
生
産
最
が
一
九
九
八
＼
―

1
0
0
三
年
の

あ
い
だ
に
五
割
前
後
も
激
減
し
、
そ
の
食
料
自
給
率
が
い
ず
れ
も
四
割
前
後
ま
で
落
ち
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
中
国
の
大
豆
生
産
が
近
年
壊

滅
的
打
撃
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
農
業
の
新
た
な
危
機
状
態
に
つ
い
て
は
、
古
翌
橋
五
郎
『
農

民
も
士
も
水
も
悲
惨
な
中
国
農
業
』
〈
朝
日
新
書
〉
、
朝
日
新
聞
出
版
、
―

1
0
0
九
年
を
参
照
。
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コラムR

日本社会とコメ l
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
ハ
ム
エ
ッ
グ
、
ギ
ョ
ー
ザ
、
ト
ー

ス
ト
、
ク
リ
ー
ム
ス
ー
プ
、
頭
文
字
を
と
っ
て
「
ハ
ハ

キ
ト
ク
」
。
ひ
と
こ
ろ
よ
く
い
わ
れ
た
子
ど
も
の
好
き

な
食
事
で
あ
る
。
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
オ
ム
ラ
イ
ス
な
ら

ま
だ
し
も
、
ハ
ハ
キ
ト
ク
に
は
コ
メ
が
ま
っ
た
く
入
っ

て
い
な
い
。
現
在
日
本
人
一
人
当
た
り
の
年
間
コ
メ
梢

費
量
は
約
六

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
茶
碗
一
杯
は
精
米
約
六

五
グ
ラ
ム
な
の
で
、
簡
単
な
割
り
算
を
す
れ
ば
一
人
一

日
当
た
り
茶
碗
ニ
・
五
杯
分
の
コ
メ
を
食
べ
て
い
る
勘

定
に
な
る
。
し
か
し
い
ま
か
ら
五

0
年
前
、
日
本
人
の

コ
メ
消
費
鼠
は
現
在
の
二
倍
も
あ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
日

本
人
は
コ
メ
を
食
べ
な
く
な
っ
た
の
か
。
多
様
な
食
生

活
の
進
展
の
な
か
で
、
た
し
か
に
コ
メ
は
―
つ
の
選
択

肢
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
だ
が
コ
メ
は
食
糧
で
あ
っ
て

も
単
な
る
食
糧
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
「
日
本
社
会
と
コ
メ
」
と
い
う
視

角
か
ら
コ
メ
に
ま
つ
わ
る
特
色
を
三
点
に
ま
と
め
て
み

よ
う
。第

一
に
経
済
的
な
意
味
と
し
て
、
コ
メ
は
豊
か
さ
の

象
徴
だ
っ
た
。
炊
き
立
て
の
真
っ
白
な
ご
飯
を
腹
一
杯

食
べ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
食
生
活
に
わ
た
し
た
ち

H
本

人
は
憧
れ
、
経
済
的
豊
か
さ
を
実
現
で
き
る
よ
う
努
力

し
て
き
た
。
コ
メ
は
食
べ
た
く
て
も
容
易
に
は
食
べ
ら

れ
な
い
、
け
れ
ど
も
頑
張
れ
ば
手
の
届
く
身
近
な
豊
か

さ
だ
っ
た
。
戦
前
期
に
は
、
白
い
コ
メ
を
吸
引
力
と
し

て
労
働
者
を
雇
用
し
た
り
、
人
口
移
動
が
生
じ
た
り
し

た
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
実
際
明
治
期
以
降
コ

メ
は
ず
っ
と
不
足
し
て
い
た
。
不
足
が
解
消
さ
れ
た
の

は
よ
う
や
く
一
九
六

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

高
度
経
済
成
長
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
す
べ
て
の
日
本

人
が
腹
一
杯
コ
メ
を
食
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
だ

が
悲
願
が
達
成
さ
れ
た
一
九
六

0
年
代
は
じ
め
を
ピ
ー

ク
に
、
そ
の
後
コ
メ
消
費
量
は
次
第
に
低
下
し
は
じ
め

る
。
そ
し
て
一
九
七

0
年
に
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ

ン
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
登
場
し
（
外
食
元
年
）
、
同

じ
年
に
コ
メ
の
本
格
的
な
減
反
が
は
じ
ま
っ
た
。
コ
メ

余
り
で
あ
る
。
コ
メ
は
も
は
や
豊
か
さ
の
象
徴
で
は
な

く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

第
二
に
文
化
的
な
意
味
と
し
て
、
コ
メ
は
日
本
人
の

ァ
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
明
治
期
以
降
―
一
月
―
―
―
―

-
H
に
執
り
行
わ
れ
て
き
た

新
嘗
祭
は
、
天
皇
が
新
米
を
祝
い
み
ず
か
ら
も
食
す
る
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儀
礼
で
あ
る
。
戦
後
こ
の
日
は
「
勤
労
感
謝
の
日
」
と

な
り
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
（
そ
の
原
型
が
労
働
集
約
的

な
稲
作
労
働
ー
・
）
を
美
徳
と
し
て
祝
う
国
民
の
祝
日
と

な
っ
た
の
だ
。
新
嘗
祭
に
献
穀
さ
れ
る
コ
メ
は
も
ち
ろ

ん
日
本
米
、
品
種
的
に
は
粘
り
気
が
多
い
短
粒
種
の
ジ

ャ
ポ
ニ
カ
米
で
あ
る
。
世
界
的
に
は
粘
り
気
が
少
な
い

長
粒
種
の
イ
ン
デ
イ
カ
米
が
多
く
食
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
、
日
本
人
は
ず
っ
と
日
本
米
を
好
ん
で
き
た
。
そ
の

た
め
単
な
る
品
種
の
違
い
を
超
え
、
日
本
米
を
優
れ
て

い
る
と
み
な
し
、
そ
れ
を
日
本
人
の
優
秀
さ
と
同
一
視

し
て
ア
ジ
ア
蔑
視
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま

た
国
内
に
は
コ
メ
を
常
食
と
し
な
い
文
化
も
存
在
し
て

い
た
が
、
そ
れ
を
抑
圧
し
、
コ
メ
を
日
本
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
ィ
と
し
て
国
民
統
合
に
利
用
し
て
き
た
面
が

あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

第
三
に
政
治
的
な
意
味
と
し
て
、
コ
メ
は
管
理
の
対

象
だ
っ
た
。
コ
メ
を
め
ぐ
る
法
制
度
的
な
管
理
の
強
化

（
そ
の
頂
点
が
一
九
四
二
年
の
食
糧
管
理
法
）
は
、
食

糧
法
が
施
行
さ
れ
る
一
九
九
五
年
ま
で
続
い
た
。
同
時

に
食
べ
方
の
管
理
と
し
て
、
古
く
は
明
治
期
の
兵
食
改

善
の
た
め
の
白
米
食
廃
止
（
脚
気
予
防
）
に
は
じ
ま
り
、

戦
時
中
は
玄
米
食
奨
励
に
ま
で
い
た
る
。
だ
が
今
日
ま

で
続
く
重
要
な
管
理
手
段
は
学
校
給
食
だ
。
明
治
期
に

端
を
発
す
る
学
校
給
食
は
、
昭
和
恐
慌
下
の
欠
食
児
童

救
済
対
策
と
し
て
全
国
に
普
及
し
て
い
く
。
だ
が
同
時

に
学
校
給
食
は
栄
蓑
改
善
の
実
験
場
で
も
あ
っ
た
。
国

民
の
健
康
が
国
家
管
理
さ
れ
る
要
石
の
役
割
を
担
っ
た

と
も
い
え
る
。
そ
し
て
戦
後
の
学
校
給
食
(
-
九
五
四

年
学
校
給
食
法
）
を
通
し
て
米
食
に
か
わ
っ
て
パ
ン
食

が
普
及
す
る
。
コ
メ
余
り
の
な
か
学
校
給
食
に
米
飯
が

導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
七
一
年
、
本
格
的
に
減
反
が
は

じ
ま
っ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

コ
メ
に
付
与
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
は
今

H
明
ら
か
に
変
質
し
た
。
だ
が
消
失
し
た
と
い
う
の
は

正
確
で
は
な
い
。
意
味
が
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
消
費

者
は
よ
り
食
味
の
よ
い
コ
メ
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ど
ん
な
日
本
米
を
食
べ
る
の
か
へ
と
豊
か
さ
の
グ

レ
ー
ド
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
健
康
面

か
ら
米
食
を
中
心
と
す
る
日
本
型
食
生
活
が
見
匝
さ
れ
、

環
境
や
景
観
の
観
点
か
ら
棚
田
の
維
持
が
重
視
さ
れ
る
。

ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
し
て
（
自
給
率

の
向
上
）
米
食
へ
の
誘
導
も
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
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いまなお日本社会にと って重要な意味をもつコメ

（搬影＝大石和男）

こ
う
し
た
新
た
な
動
き
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
コ
メ

は
単
な
る
食
糧
や
、
ま
し
て
や
単
な
る
商
品
を
超
え
た

存
在
だ
と
い
う
、
古
く
て
新
し
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
戦
前
期
に
農
業
経
済
学
者

・
東
畑
精

一
は
、
棚

田
を
「
日
本
の
〔
生
き
た
〕
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
だ
と
称
賛

す
る
声
に
対
抗
し
て
、
そ
う
い
う
非
効
率
的
な
農
業
を

経
済
的
批
判
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
て

い
た
。
コ
メ
の
も
つ
多
義
的
な
意
味
は
消
え
て
い
な
い
。

（
岩
崎
正
弥
）
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日
本
で
は
、
し
ば
し
ば
「
食
料
自
給
率
」
と
い
う
も
の
が
話
題
に
さ
れ
る
。
近
年
、
こ
の
自
給
率
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）

は
四

0
％
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
こ
れ
が
数
値
と
し
て
は
低
い
と
し
て
、
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

自
給
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
政
治
の
場
面
で
も
議
論
さ
れ
る
。

こ
の
「
食
料
自
給
率
」
は
、
実
に
味
わ
い
の
深
い
指
標
で
あ
る
。
報
道
な
ど
で
は
、
そ
の
数
字
ば
か
り
が
先
行
す
る
が
、

そ
の
中
身
に
立
ち
人
っ
て
み
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
食
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
こ
の
指
標
自
体
が
、
戦
後
日
本
の
農
業
政
策
の
流
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
「
食
料
自
給
率
」
を
糸
口
に
し
な
が
ら
、

H
本
社
会
の
食
の
歴
史
と
現
在
を
紐
解
い
て
い
き
た
い
。

8 ． 
国
民
経
済
と
牒
業

食
料
自
給
率
を
起
点
に
考
え
る

原

山
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介
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食
料
自
給
率
の
論
理

輸
人
農
産
物
の
増
加
を
示
す
指
標
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
の
が
、
「
食
料
自
給
率
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

H
本
の

農
業
生
産
の
低
迷
を
い
う
と
き
や
、
低
迷
を
克
服
す
る
た
め
に
財
政
支
出
を
と
も
な
っ
た
農
業
保
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
説
く
と
き
の
根
拠
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

自
給
率
の
数
値
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
金
額
ベ
ー
ス
の
自
給
率
と
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率
の

二
つ
で
あ
る
。
二

0
0
九
年
の
数
字
で
い
う
と
、
金
額
ベ
ー
ス
で
は
七

0
％
と
高
め
の
数
字
が
出
る
が
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー

ス
で
算
定
す
る
と
四

0
％
と
い
う
低
い
数
字
に
な
る
。
今

H
、
新
聞
報
道
な
ど
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
自
給
率
は
、
カ

ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
数
字
で
あ
る
。

金
額
ベ
ー
ス
の
自
給
率
の
ほ
う
が
高
い
数
字
に
な
る
の
は
、
輸
入
農
産
物
が
一
般
的
に
低
価
格
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
売
っ
て
い
る
ニ
ン
ニ
ク
を
例
に
、
一

1
0
0
九
年
の
自
給
率
を
反
映
す
る
よ
う
な
買
い
方
を
す
る

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ニ
ン
ニ
ク
は
、
国
産
の
も
の
は
―
つ
で
一

0
0
円
程
度
の
値
段
が
つ
く
場
合
が
多
い
の
に

対
し
、
中
国
か
ら
の
輸
入
品
は
伺
じ
値
段
で
三
つ
は
買
え
る
。
仮
に
一
年
間
に
五
つ
の
ニ
ン
ニ
ク
を
消
費
す
る
と
し
て
、

そ
の
う
ち
三
つ
は
中
国
産
、
二
つ
を
国
産
で
買
う
と
す
る
と
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率
は
四

0
%
（
二
個
／
五
個
）
、

金
額
ベ
ー
ス
で
は
六
六
・
六
％
（
二

0
0
円／――

1
0
0
円
）
と
い
う
数
字
に
な
る
。

食
料
自
給
率
と
は
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と
こ
ろ
で
、
過
去
の
『
農
業
白
書
』
を
開
い
て
み
る
と
、
食
料
自
給
率
の
推
移
を
示
し
た
表
の
な
か
に
、
カ
ロ
リ
ー
ベ

ー
ス
の
数
字
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
一
九
八
九
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
金
額
ベ
ー
ス
の
自
給
率
の
み
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
年
に
よ
っ
て
は
白
書
の
記
述
の
な
か
で
、
カ
ロ
リ
ー
の
自
給
率
が
低
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

実
は
こ
の
金
額
ベ
ー
ス
と
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
数
値
の
違
い
が
、
し
ば
し
ば
議
論
の
的
に
な
る
。
よ
く
あ
る
批
判
は
、

金
額
ベ
ー
ス
の
自
給
率
は
高
い
の
に
、
農
林
水
産
省
は
、

H
本
の
自
給
率
が
低
く
み
え
る
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
数
字
ば
か

り
を
宣
伝
し
、
い
た
ず
ら
に
危
機
感
を
煽
っ
て
、
多
く
の
予
算
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率
は
万
能
で
は
な
い
。
レ
タ
ス
や
キ
ャ
ベ
ツ
と
い
っ
た
低
カ
ロ
リ
ー
の
野
菜
を

い
く
ら
た
く
さ
ん
つ
く
つ
て
も
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率
の
向
上
に
は
大
き
く
寄
与
し
な
い
。
一
方
、
金
額
ベ
ー
ス

の
自
給
率
で
は
、
一
般
的
に
国
産
よ
り
も
輸
入
し
た
も
の
の
ほ
う
が
安
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
低
価
格
農
産
物
の

輸
人
増
大
を
数
字
に
反
映
す
る
の
が
難
し
い
。

あ
る
い
は
ま
た
、
食
料
ベ
ー
ス
で
あ
れ
金
額
ベ
ー
ス
で
あ
れ
、
自
給
率
と
い
う
指
標
そ
の
も
の
が
、
け
っ
し
て
通
時
代

的
で
も
通
文
化
的
な
も
の
で
も
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
見
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ふ
ま
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
仮
に
す
べ
て
の
食
料
輸
入
が
途
絶
し
、
日
本
列
島
が
食
料
不
足
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
た

と
え
餓
死
者
を
出
し
た
と
し
て
も
、
輸
人
が
な
い
以
上
、
自
給
率
は
一

0
0
％
を
達
成
で
き
る
。
別
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、

経
済
力
が
弱
く
食
料
も
不
足
気
味
な
国
々
に
お
い
て
は
、
自
給
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
食
料
を
輸
人
し
よ
う
に
も
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
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カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
四

0
％
の
中
身

食
料
自
給
率
と
し
て
一
般
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
う
ち
ど
れ
だ

け
が
国
産
で
賄
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
約
四

0
％
と
い
う
数
字
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
が
、
品
目
別
に
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
わ
か
っ
て
く
る
。

圧
倒
的
に
自
給
率
が
高
い
の
は
、
九
六
％
の
数
値
を
示
す
コ
メ
で
あ
る
。
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
（
最
低
輸
入
量
）
米
な

ど
の
輸
入
は
あ
る
も
の
の
、

H
本
で
流
通
す
る
ほ
と
ん
ど
の
コ
メ
が
国
産
で
あ
る
。
次
い
で
高
い
の
は
、
七
九
％
を
占
め

る
野
菜
で
あ
る
。
た
だ
、
野
菜
は
そ
も
そ
も
低
カ
ロ
リ
ー
食
品
で
あ
る
た
め
、
食
料
自
給
率
全
体
を
押
し
上
げ
る
こ
と
に

は
つ
な
が
り
に
く
い
。

逆
に
、
油
脂
類
（
三
％
）
、
小
麦
(
-
四
％
）
、
そ
し
て
畜
産
物
（
一
七
％
）
の
自
給
率
の
低
さ
は
い
ち
じ
る
し
い
。
こ
の

う
ち
、
日
常
の
わ
た
し
た
ち
の
食
生
活
を
考
え
る
う
え
で
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
小
麦
と
畜
産
物
で
あ
ろ
う
。

い
ま
や
、
毎
食
必
ず
コ
メ
を
食
べ
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
と
い
う
人
は
、
少
数
派
だ
ろ
う
。
朝
は
ト
ー
ス
ト
を
食
べ
る

こ
と
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
「
お
昼
は
麺
類
」
と
決
め
て
い
る
人
も
い
る
。
車
で
バ
イ
パ

ス
な
ど
大
き
な
道
路
を
走
る
と
、
沿
道
に
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
と
と
も
に
、
ラ
ー
メ
ン
屋
や
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
な
ど

の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
が
多
く
立
地
し
て
い
る
。
麺
や
パ
ン
に
用
い
ら
れ
て
い
る
小
麦
の
か
な
り
の
部
分
が
輸
入
物
で
あ

る
こ
と
が
、
食
料
自
給
率
を
押
し
下
げ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
―
つ
の
畜
産
物
に
つ
い
て
は
、
話
は
少
し
複
雑
で
あ
る
。
国
内
で
生
産
さ
れ
る
肉
な
ど
の
畜
産
物
は
、
全
体
の
六

八
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
国
産
の
占
め
る
割
合
が
高
い
か
に
み
え
る
が
、
実
は
そ
の
国
産
物
を
つ
く
り
だ
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(1965年度） (1985年度） (2008年度）

1人1日当たり供給熱量(kcal)［日産熱■(kcal)]

％
 

3
 

類糖砂
•• 

菜
仇

野

00

実

％

豆

％

ー

果

86

大

41

油脂類33%

2 9 8 9 9 0 4J 9?果碑野89実菜%%l → 「3 の3 % 
297 [98] 果実 そ碑1” 296 [74] 

39 [34) 
59 (4 9 ] 32大●79豆菜%%l → ［ 66 (25] 

55 [23] 71 [29] I 79 (23] 
74 [74) 85 [BO] T 75 [59] 
99 [108] 魚介類86% 136 [118] 魚介類62%| 128 [79] 
196 (60] 95% 

砂糖類33% 231 (75] 79% 砂糖類Il 38% 200 [76] 

29?（B9]] 
函 [48]0 はl14% I 314 (431 

159 [52] 

157 (74] 354 (88] 11 ；田脂類3洸 I 350 [l l] 

自給部分輸入飼料 輸入器分

47％温分］ 畜喜悶→

昧100% 1,090 (1,090] 

388 (66] 

！米100% 727 [727] 
米96%

576 [555] 

1965年度 1985年度 2008年度

食料自給率（供給熱量ベース） 73% 53% 41% 

l人 1日当たり供給熱量 2.459 kcal 2,597 kcal 2.473 kcal 

農家数 566万戸 438万戸 252万戸

I販売農家 331万戸 175万戸

基幹的農業従事者数 894万人 346万人 197万人

165歳以上 20% 59% 

耕地面積 600万ha 538万ha 463万ha

作付延べ面積 743万ha 566万ha 427万ha

耕地利用率 124% 105% 92% 

図 1 日本の食料自給率 （カ ロリーベース）

出所） 平成 21年度 r食料 ・煤業・伐村白柑J37頁。
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す
た
め
に
必
要
と
な
る
飼
料
の
多
く
は
輸
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
豚
肉
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
、

実
は
間
接
的
に
豚
が
食
べ
た
飼
料
を
肉
と
い
う
か
た
ち
で
人
間
が
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
国
産
の

豚
肉
を
食
べ
て
い
て
も
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
そ
の
多
く
の
部
分
が
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

輸
人
さ
れ
る
家
畜
の
飼
料
の
ほ
と
ん
ど
は
穀
類
で
あ
る
。
小
麦
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
か
な
り
の
輸

入
穀
物
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
食
料
自
給
率
が
高
く
な
ら
な
い
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
食
料
自
給
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
小
麦
な
ど
、
コ
メ
以
外
の
穀
類
の
国
内
生
産
を
拡
大
す
る
と
か
、

あ
る
い
は
食
生
活
を
野
菜
と
コ
メ
を
中
心
と
し
た
も
の
に
替
え
る
と
い
っ
た
、
大
規
模
な
変
革
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ

る。
も
っ
と
も
、
仮
に
小
麦
な
ど
の
穀
類
を
生
産
し
よ
う
と
し
て
も
、
価
格
面
で
は
輸
入
物
に
か
な
わ
な
い
。
安
い
輸
人
農

産
物
に
高
い
関
税
を
か
け
て
、
国
内
産
の
農
産
物
を
保
護
す
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
む
し
ろ
関
税
の

低
減
な
い
し
撤
廃
を
目
指
す
の
が
今

H
の
貿
易
を
め
ぐ
る
国
際
交
渉
に
お
け
る
憔
界
の
趨
勢
で
あ
る
。

最
近
、
米
粉
入
り
の
パ
ン
や
ク
ッ
キ
ー
な
ど
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
商
品
が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

背
景
に
は
、
国
内
で
供
給
で
き
る
コ
メ
の
消
費
量
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
あ
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
飼
料
用
米
の

生
産
に
力
を
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
全
体
の
食
料
自
給
率
を
ど
れ
だ
け
動
か
す
力
に
な
る
か
は
未
知
数
で
は
あ

る
が
、
農
林
水
産
省
も
米
粉
の
活
用
や
飼
料
用
米
の
生
産
に
は
、
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。
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な
ぜ
コ
メ
の
自
給
率
が
高
い
の
か

自
給
率
低
下
の
歴
史

か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
産
米
は
値
下
が
り
が
続
い
て
お
り
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
は
一

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
四

0
0
0
円

程
度
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
通
信
販
売
な
ど
で
う
ま
く
探
す
と
、
一

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
一
―

1
0
0
0
円
の
も
の
ま
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
米
を
輸
入
す
る
と
き
の
関
税
相
当
の
金
額
で
、
国
産
米
が
買
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

関
税
に
よ
っ
て
国
産
の
コ
メ
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
の
現
状
は
、
と
て
も
不
思
議
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
不

思
議
さ
に
は
、
日
本
の
農
業
政
策
と
食
生
活
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
高
い
関
税
が
設
定
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

G
A
T
T
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

G
A
T
T
（
関
税
と
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
）
に
よ
る
、
貿

易
の
自
由
化
を
目
指
し
た
多
国
間
の
通
商
交
渉
で
、
交
渉
課
題
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
難
航
し
た
の
が
、
農
産
物
の
貿
易

自
由
化
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
日
本
に
は
コ
メ
の
輸
入
自
由
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

一
九
八
六
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、

コ
メ
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
、
け
っ
し
て
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、

コ
メ
だ
け
が
高
い
自
給

率
を
維
持
で
き
て
い
る
の
か
。

今
日
的
な
現
象
だ
け
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
コ
メ
に
か
け
ら
れ
る
例
外
的
に
高
い
関
税
に
原
因
が
あ
る
。
販
売

H
的
で
海
外
か
ら
コ
メ
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
三
四
一
円
の
関
税

(
W
T
O
協
定
税
率
）
が
か
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日
本
で
は
、
戦
後
、
コ
メ
を
輸
入
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
基
本
的
に
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

戦
時
期
ま
で
は
、
朝
鮮
・
台
湾
な
ど
の
植
民
地
か
ら
の
移
入
を
含
め
、
日
本
列
島
の
外
か
ら
コ
メ
を
持
ち
込
ん
で
い
た

の
だ
が
、
敗
戦
に
よ
り
そ
う
し
た
か
た
ち
で
の
コ
メ
の
調
達
が
困
難
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
一
九
四
二
年
に
は
、
戦
時
下

で
食
料
の
不
足
が
見
込
ま
れ
る
な
か
で
、
コ
メ
な
ど
の
穀
物
の
生
産
・
流
通
・
配
給
を
政
府
が
管
理
す
る
た
め
の
「
食
糧

管
理
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。

関
与
し
、

敗
戦
に
よ
る
コ
メ
の
移
輸
入
の
途
絶
と
、
こ
れ
に
よ
る
深
刻
な
食
料
難
を
経
験
す
る
な
か
で
、
戦
後
の
農
業
政
策
は
食

料
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
コ
メ
の
増
産
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
戦
後
に
な
っ
て
す
ぐ
に
、
必
要
と

な
る
す
べ
て
の
コ
メ
を
自
給
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
か
つ
可
能
な
分
に
つ
い
て
は
輸
入
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

必
ず
し
も
十
分
な
外
貨
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
輸
入
の
途
絶
と
い
う
強
烈
な
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景

に
、
輸
入
に
頼
ら
ず
コ
メ
を
自
給
で
き
る
状
態
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
コ
メ
の
増
産
へ
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ

た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
従
前
か
ら
の
食
糧
管
理
法
が
合
流
す
る
か
た
ち
で
、
コ
メ
の
流
通
・
販
売
に
い
た
る
ま
で
政
府
が

コ
メ
の
供
給
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
粉
食
」
の
普
及

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
海
外
か
ら
の
小
麦
な
ど
の
穀
物
の
流
入
が
は
じ
ま
り
、

H
本
中
に
「
粉
食
」
が
普
及
し
て
い
く
。

そ
の
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
四
年
に
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
あ
い
だ
で
締
結
さ
れ
た

M
S
A
（
日
米
相
互
防
衛
援

助
）
協
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
、
西
側
陣
営
の
防
衛
力
増
強
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
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は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
農
産
物
購
入
協
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
こ
ろ
、
農
産
物
の
供
給
過
剰
が
発
生
し

て
お
り
、
そ
の
は
け
口
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
協
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
軍
備
増
強
と
い
う
目
的
に
対
す
る
批
判
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
日
本
国
内
に
お
け
る
小
麦
生
産
に
対
す
る
影
響
の
強
さ
か
ら
反
対
も
あ
っ
た
も
の
の
、
協
定
は
締
結
さ
れ
、

大
量
の
「
M
S
A
小
麦
」
が
日
本
に
流
入
し
た
。

日
米
間
で
締
結
さ
れ
た

M
S
A
協
定
で
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
小
麦
と
大
麦
あ
わ
せ
て
五

0
0
0
万
ド
ル
を
受
け
入

れ
、
売
り
上
げ
を
円
で
積
み
立
て
、
そ
の
八
割
は

H
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
物
資
買
い
付
け
な
ど
に
使
い
、
残
り

の
二
割
を
日
本
政
府
が
軍
備
増
強
に
使
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
日
本
で
は
「
再
軍
備
」
が
進
め

ら
れ
て
お
り
、
協
定
が
締
結
さ
れ
た
一
九
五
四
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
保
安
隊
を
改
組
し
て
自
衛
隊
が
発
足
し
た
。

こ
の
後
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
五
四
年
七
月
に
「
農
産
物
貿
易
援
助
法
」

(
P
L
四
八

0
)
が
成
立
し
た
。

M
S

A
協
定
で
は
、
農
産
物
の
売
り
上
げ
が
軍
備
増
強
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
法
律
で
は
広
く
経

済
復
興
に
使
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

H
米
間
で
は
一
九
五
五
年
に
調
印
さ
れ
、
日
本
は
一
億
ド
ル
の
農
産
物

（
小
麦
、
綿
花
な
ど
）
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
現
物
贈
与
分
を
除
い
た
一
―

1
0
六
億
ド
ル
の
売
り
上
げ
の
う
ち
、
七
割

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
融
資
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
、
電
源
開
発
や
愛
知
用
水
の
整
備
な
ど
の
経
済
復
興
に
用
い
ら
れ
た
。

M
S
A
協
定
と

P
L
四
八

0
は
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
の
余
剰
農
産
物
の
処
理
と
連
動
し
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

パ
ン
な
ど
の
「
粉
食
」
を
日
本
で
普
及
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。
学
校
給
食
に
パ
ン
が
普
及
し
、

P
L
四
八

0
に

よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
側
が
得
た
資
金
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
「
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
」
が
日
本
中
を
走
っ
た
。
「
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
」

は
栄
養
改
善
指
導
を
名
目
と
し
つ
つ
も
、
小
麦
を
使
っ
た
料
理
、
食
卓
の
欧
風
化
を
進
め
る
よ
う
な
献
立
を
教
え
て
回
っ
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こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
農
業
政
策
に
お
い
て
は
、
敗
戦
時
の
経
験
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
コ
メ
の
増
産
に
邁
進
し
て
き

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
小
麦
の
受
け
入
れ
も
積
極
的
に
行
い
、
こ
れ
が
食
の
洋
風
化
に
結
び
つ
き
、
食
卓
の
あ
り
方

を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
自
給
率
と
い
う
角
度
か
ら
い
え
ば
、
一
方
で
こ
れ
を
高
め
る
よ
う
な
増
産
を
続
け
、

他
方
で
そ
の
足
を
引
っ
張
る
か
の
よ
う
に
小
麦
を
輸
入
し
た
。

こ
う
し
た
矛
盾
の
な
か
で
も
、
コ
メ
ヘ
の
関
心
は
ひ
た
す
ら
高
い
ま
ま
で
あ
り
続
け
た
。
食
糧
管
理
法
の
も
と
で
は
、

日
本
で
生
産
さ
れ
る
コ
メ
に
つ
い
て
は
全
量
を
政
府
が
買
い
取
り
、
流
通
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
コ
メ
の
価
格
は
、
市

場
で
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
米
価
審
議
会
が
決
め
て
い
た
。

こ
の
米
価
審
議
会
の
行
く
末
は
、
農
家
に
と
っ
て
も
消
費
者
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、

こ
の
米
価
審
議
会
の
動
向
が
報
道
さ
れ
た
。
一
九
七

0
年
代
に
な
っ
て
、
コ
メ
が
余
り
は
じ
め
て
か
ら
は
、
こ
う
し
た
傾

向
は
、
と
ど
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
よ
り
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
コ
メ
が
余
っ
て
い
る
な
か
で
、
消
費
者

は
コ
メ
の
価
格
が
下
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
だ
が
、
農
家
に
と
っ
て
は
物
価
が
上
が
り
続
け
る
な
か
で
値
下
げ
を
認
め

コ
メ
ヘ
の
こ
だ
わ
り

日
本
政
府
に
と
っ
て
こ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
と
の
協
定
が
魅
力
的
だ
っ
た
の
は
、
農
産
物
を
円
建
て
、
つ
ま
り
外
貨
を
用
い

ず
に
輸
入
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
農
産
物
の
代
金
と
し
て
支
払
う
べ
き
お
金
を
国
内
復
興
に
使
え

る
こ
と
だ
っ
た
。

つ

）

。t
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た
く
な
い
。
米
価
に
は
、
政
府
が
農
家
か
ら
買
い
取
る
「
生
産
者
米
価
」
と
、
消
費
者
に
売
り
渡
す
「
消
費
者
米
価
」
が

あ
っ
た
。
政
府
が
高
く
買
い
取
っ
て
安
く
売
れ
ば
話
は
解
決
す
る
の
だ
が
、
財
政
負
担
を
と
も
な
う
そ
う
し
た
価
格
設
定

は
そ
う
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
た
と
え
ば
一
九
七

0
年
に
は
、
消
費
者
代
表
の
委
員
の
発
言
が
曲
解

(
2
)
 

さ
れ
、
「
米
価
を
下
げ
て
農
家
が
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
」
と
報
じ
ら
れ
る
な
ど
、
委
員
の
あ
い
だ
の
応
酬
や
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
の
報
道
に
熱
が
こ
も
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
九
八
二

も
っ
と
も
、
米
価
を
め
ぐ
っ
て
は
、
農
家
や
消
費
者
の
期
待
と
は
別
の
次
元
で
影
響
力
が
は
た
ら
い
た
。
た
と
え
ば
労

働
組
合
が
賃
上
げ
を
要
求
す
る
際
に
、
米
価
が
上
が
っ
た
こ
と
が
根
拠
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
コ
メ
離
れ
が

進
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
米
価
は
依
然
と
し
て
、
賃
金
を
考
え
る
う
え
で
の
重
要
な
指
標
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

発
想
は
さ
ら
に
、
永
田
町
と
霞
ヶ
関
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
に
も
発
展
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
次
の
記
事
は
、

年
一

0
月
五
日
付
の
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
昭
和
〕

56
年
産
米
生
産
者
米
価
の
引
き
上
げ
問
題
で
、
大
蔵
省
が
財
政
難
を
理
由
に
抑
制
方
針
を
主
張
し
た
（
結

果
は

0
.
5
％
上
げ
）
こ
と
か
ら
、
自
民
党
は
農
村
政
党
の
体
質
を
露
呈
。
「
米
価
を
抑
制
す
る
な
ら
人
勧
〔
人
事
院

勧
告
11

人
事
院
に
よ
る
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
関
す
る
勧
告
〕
も
抑
制
せ
よ
」
と
の
空
気
が
一
気
に
盛
り
上
が
っ

こ
こ
で
は
、
米
価
と
国
家
公
務
貝
の
給
与
を
天
秤
に
か
け
た
駆
け
引
き
が
、
国
会
議
員
と
官
僚
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
た
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様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
効
率
の
良
い
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
は
、
安
価
に
食
料
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
八
年
の
米
騒
動
の
あ
と
、
都
市
部
に
公
設
市
場
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
理
由
の
―
つ
に
は
、
安
い
賃
金
で
働
く
労
働
者

が
、
賃
金
に
見
合
っ
た
価
格
で
安
く
食
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
し
、
戦
時
中
に
政
府
が
食
料
の
流
通
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
配
給
制
を
し
い
た
の
も
、
少
な
い
食
料
を
効
率
よ
く
分
配

し
、
国
民
を
戦
争
に
動
員
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
戦
後
の
コ
メ
を
め
ぐ
る
農
業
政
策
は
、
単
に
コ
メ
の
増
産
や
自
給
の
達
成
と
い
っ
た
表
面
的
な
目
的

ば
か
り
で
な
く
、
食
料
の
確
保
と
価
格
設
定
の
両
面
に
お
い
て
、
国
民
経
済
を
成
り
立
た
せ
る
か
た
ち
へ
と
導
こ
う
と
す

る
意
味
が
あ
り
、
ま
た
現
実
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

国
民
経
済
の
解
体

一
九
八

0
年
代
か
ら
九
0
年
代
に
か
け
て
の
輪
入
自
由
化

先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
、

G
A
T
T
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
と
呼
ば

れ
る
通
商
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
日
本
で
は
、
コ
メ
の
扱
い
が
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン

ド
で
は
「
例
外
な
き
関
税
化
」
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、

H
本
の
コ
メ
の
よ
う
に
、
政
府
が
全
量
を
管
理
し
、
貿
易
に
つ
い

て
も
国
家
が
管
理
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

一
九

第 1I部 グローバル化のなかの食と農 196 



こ
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
と
と
も
に
、

一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
話
題
に
な
っ
て
い
た

の
は
、
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
輸
入
自
由
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
求
は
主
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、

当
時
の
ア
メ
リ
カ
通
廂
代
表
を
務
め
て
い
た
ク
レ
イ
ト
ン
・
キ
ー
ス
・
ヤ
イ
タ
ー
の
名
と
、
こ
の
「
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
た
。

輸
入
牛
肉
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
畜
産
へ
の
脅
威
に
な
る
。
ま
た
輸
人
オ
レ
ン
ジ
は
、
み
か
ん
な
ど
の
柑
橘

類
一
般
と
競
合
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
オ
レ
ン
ジ
果
汁
の
輸
入
に
よ
り
国
産
の
ジ
ュ
ー
ス
が
売
り
に
く
く
な
る
な
ど
、
み

か
ん
な
ど
の
生
産
地
に
と
り
わ
け
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
輸
人
農
産
物
の
安
全
性
に
対
す
る

懸
念
、
と
り
わ
け
果
物
な
ど
に
、
輸
送
中
の
腐
敗
や
カ
ビ
の
発
生
を
防
ぐ

H
的
で
使
用
さ
れ
る
、
ポ
ス
ト
ハ
ー
ベ
ス
ト
と

呼
ば
れ
る
防
か
び
剤
や
殺
菌
剤
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
た
。

農
産
物
の
輸
入
自
由
化
そ
の
も
の
は
、
も
っ
と
前
か
ら
進
ん
で
い
た
。
と
く
に
高
度
経
済
成
長
期
に
は
そ
の
勢
い
は
す

さ
ま
じ
く
、
一
九
六
一
年
に
一

0
三
あ
っ
た
輸
入
制
限
品
目
数
が
、
一
九
七
二
年
に
は
二
四
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
し

か
し
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
自
由
化
要
求
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
と
相
ま
っ
て
、
い
よ
い
よ
食
生
活
の
根
幹
に

か
か
わ
る
と
こ
ろ
ま
で
自
由
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
最
終
的
に
こ
の
交
渉
は
一

九
八
八
年
に
決
着
し
、
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
ほ
か
、
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
な
ど
を
含
む
―
二
品
目
の
自
由
化
が
決
ま
っ
た

（
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
自
由
化
実
施
は
一
九
九
一
年
）
。
そ
し
て
つ
い
に
一
九
九
五
年
に
は
、
コ
メ
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス

（
最
低
輸
人
量
）
の
受
け
人
れ
に
よ
り
、
五

0
年
以
上
続
い
た
食
糧
管
理
法
体
制
は
終
焉
を
告
げ
る
こ
と
と
な
り
、
法
律
も

「
新
食
糧
法
」
へ
と
衣
替
え
し
た
。
さ
ら
に
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
は
、
こ
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
と
は
別
に
、
コ
メ
の
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関
税
化
が
適
用
さ
れ
、
い
ち
お
う
の
と
こ
ろ
輸
人
自
由
化
が
実
施
さ
れ
た
。

牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
輸
入
自
由
化
交
渉
と
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
が
続
い
た
八

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
は

じ
め
に
か
け
て
は
、
農
産
物
、
と
り
わ
け
コ
メ
に
関
す
る
議
論
が
活
性
化
し
た
。
こ
の
時
期
、
輸
入
自
由
化
の
要
求
は
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
の
「
外
圧
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
こ
れ
を
日
本
政
府
が
ど
れ
だ
け
は
ね
の
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
と
い
う
図
式
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
食
料
と
い
う
も
の
は
国
が
責
任
を
も
っ
て
守
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
い
わ
ば
国
民
経
済
の
根
幹
を
な
す
も
の
だ
と
す
る
観
念
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
こ
の
時
期
に
数
多
く
出
版
さ
れ
た
農
業
関
係
書
籍
の
な
か
で
も
比
較
的
よ
く
読
ま
れ
た
、
祖

田
修
の
『
コ
メ
を
考
え
る
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
く
だ
り
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
総
括
し
、
国
民
経
済
あ
る
い
は
地
域
経
済
に
は
一
定
の
守
る
べ
き
限
界
や

規
範
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
を
提
示
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
農
業
は
も
は
や
こ
れ
以
上
縮
小
し
え
な
い

と
い
う
意
味
で
の
「
ア
グ
リ
・
ミ
ニ
マ
ム
」

(
A
g
r
i
,
M
i
n
i
m
u
m
)
と
、
商
工
業
活
動
も
こ
の
セ
ン
を
超
え
て
逸
脱
し

(
4
)
 

で
あ
る
。

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
イ
ン
ダ
ス
・
マ
キ
シ
マ
ム
」

(
I
n
d
u
s
,
M
a
x
i
m
u
m
)

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
地
域
経
済
は
と
も
か
く
、
「
国
民
経
済
」
と
い
う
枠
に
意
義
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
の
当

時
の
時
代
性
と
、
そ
し
て
「
イ
ン
ダ
ス
・
マ
キ
シ
マ
ム
」
と
い
う
発
想
の
根
幹
に
あ
る
、
日
本
の
工
業
へ
の
評
価
の
時
代

性
で
あ
る
。
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
後
者
の
点
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
み
た

い
。
こ
の
当
時
、
日
本
が
農
産
物
の
輸
入
自
由
化
を
受
け
人
れ
ね
ば
な
ら
な
い
―
つ
の
弱
み
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の

は
、
日
本
の
工
業
が
優
秀
で
あ
り
、
と
り
わ
け
日
本
の
製
造
業
の
世
界
へ
の
進
出
が
顕
著
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
貿
易

摩
擦
が
起
こ
っ
て
お
り
、
工
業
製
品
の
輸
出
で
多
く
の
富
を
得
て
い
る
日
本
が
農
産
物
を
輸
入
し
な
い
の
は
ア
ン
フ
ェ
ア

で
あ
る
、
と
い
う
図
式
だ
っ
た
。
ま
だ
工
業
分
野
に
お
け
る
惟
界
市
場
で
の
中
国
や
韓
国
な
ど
の
企
業
と
の
競
合
が
さ
ほ

ど
現
実
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
時
期
、
日
本
企
業
の
み
が
独
り
勝
ち
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
い

も
ち
ろ
ん
こ
の
図
式
は
、
日
本
国
内
で
も
、
ま
っ
た
＜
逆
の
主
張
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

H
本
は
比

較
優
位
に
あ
る
製
造
業
で
外
貨
を
稼
ぎ
、
海
外
か
ら
安
い
農
産
物
を
買
う
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
国
際
分
業
が
主
張

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

た
だ
、

価
格
破
壊
と
輸
入
農
産
物
の
日
常
化

し
か
し
な
が
ら
、
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
輸
入
自
由
化
に
続
き
、

輸
入
を
め
ぐ
る
状
況
は
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。

こ。t
 

コ
メ
に
つ
い
て
も
輸
入
を
受
け
入
れ
て
以
降
、
農
産
物

い
ず
れ
に
せ
よ
共
通
す
る
の
は
、
日
本
の
世
界
経
済
に
お
け
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
い
ま
よ
り
は
は
る
か
に
優
位
に

あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
日
本
の
農
業
を
ど
の
よ
う
に
守
り
抜
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
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一
九
九

0
年
代
前
半
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
ブ
ル
崩
壊
」
に
よ
る
景
気
の
低
迷
が
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
価
格
破

壊
は
そ
の
流
れ
に
呼
応
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
過
程
で
、
な
か
ば
な
し
崩
し
的
に
、
食
に
対
し
て
も
安
さ
を

追
求
し
、
安
価
な
輸
入
農
産
物
や
輸
人
食
品
を
消
費
者
が
受
け
人
れ
る
素
地
が
急
速
に
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
さ
な
か
に
日
本
を
覆
っ
て
い
た
コ
メ
の
輸
人
へ
の
拒
否
感
と
は
大
き
く
異
な

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
コ
メ
の
輸
人
自
由
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
輸
入
に
よ
っ
て
安
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ま
で
物
価
を
め
ぐ
っ
て
鋭
く
企
業
や
政
府
を
批
判
し
て
き
た
消
費
者
団
体
の
多
く
が
、
八

0
年
代
に
は
反
対

の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

九
0
年
代
半
ば
以
降
の
流
れ
の
な
か
で
、
輸
入
農
産
物
は
人
び
と
の
生
活
の
な
か
に
、
少
し
ず
つ
、
し
か
し
確
実
に
入

り
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
、
政
府
が
食
料
の
確
保
や
価
格
を
め
ぐ
っ
て
責
任
あ
る
役
割
を
果
た

す
と
い
う
観
念
は
薄
ら
い
で
い
き
、
そ
う
し
た
問
題
は
国
際
市
場
の
な
か
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

は
じ
ま
っ
て
い
っ
た
。

く
る
。 一

九
九

0
年
代
半
ば
に
は
、
そ
れ
ま
で
想
定
し
な
か
っ
た
か
た
ち
で
の
安
価
な
食
品
の
流
通
が

H
立
つ
よ
う
に
な
っ
て

―
つ
は
、
冷
害
な
ど
で
野
菜
の
価
格
が
高
騰
し
た
と
き
に
、
中
国
な
ど
か
ら
空
輸
さ
れ
た
生
鮮
野
菜
が
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
頭
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
ダ
イ
エ
ー
が
一
九
九
五
年
に
三
五

0
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
輸
人

缶
ビ
ー
ル
を
一

0
0
円
で
売
り
出
し
、
「
一

0
0
円
ビ
ー
ル
」
と
し
て
話
題
に
な
る
と
い
っ
た
現
象
も
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
同
じ
く
一
九
九
五
年
、

0
円
に
値
下
げ
し
、
さ
ら
に
一
九
九
八
年
に
は
「
平
日
半
額
」
セ
ー
ル
を
開
始
し
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
そ
れ
ま
で
一
―

1
0
円
だ
っ
た
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
一
―
―
―

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
の
低
価
格
競
争
が
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あ
ら
た
め
て
、
食
料
自
給
率
の
話
に
戻
っ
て
み
た
い
。

食
料
自
給
率
は
、
た
し
か
に
低
い
よ
り
は
高
い
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
即
座
に
い
え
る
の
は
、
国
家
レ

四

い
う
ム
ー
ド
が
、
徐
々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
正
確
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
ム
ー
ド
に
対
し
て
人
び
と
が
無
批

判
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ム
ー
ド
そ
の
も
の
を
多
く
の
人
び
と
が
自
覚
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ

静
か
に
、
ゆ
っ
く
り
と
浸
透
す
る
な
か
で
、
こ
の
九

0
年
代
か
ら
一
―
一
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
を
過
ご
し
た
と
い
っ
た
ほ

う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
結
果
、
国
民
経
済
と
い
う
枠
は
、
農
業
を
考
え
る
う
え
で
、
さ
ほ
ど
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ

し
て
他
方
で
、

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
こ
ろ
に
前
提
と
な
っ
て
い
た

H
本
の
製
造
業
の
強
さ
、

ス
・
マ
キ
シ
マ
ム
」
を
想
定
す
べ
き
だ
と
す
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
地
位
も
、
徐
々
に
崩
れ
は
じ
め
た
。

最
近
に
な
っ
て
、

F
T
A
や
T
P
P
と
い
っ
た
、
国
際
的
な
自
由
貿
易
の
協
定
が
議
論
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
も
は
や
、
日
本
の
工
業
製
品
の
輸
出
と
農
産
物
の
輸
人
を
対
置
し
て
考
え
る
よ
う
な
余
地
は
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
そ
し
て
輸
入
自
由
化
へ
の
要
求
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
「
外
圧
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
枇
界
が
グ
ロ

ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
こ
う
と
す
る
な
か
で
、

H
本
の
産
業
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
を
ど
う
探
す
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
。

食
と
農
業
の
ゆ
く
え

つ
ま
り
「
イ
ン
ダ
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ベ
ル
で
考
え
た
と
き
、
自
給
率
の
低
さ
は
危
機
へ
の
対
応
能
力
の
低
さ
に
つ
な
が
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
何

も
日
本
と
い
う
―
つ
の
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
だ
け
世
界
規
模
で
食
料
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
流
通
が
活

発
に
な
る
な
か
で
、
あ
る
特
定
の
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る
干
ば
つ
な
ど
の
事
態
が
、
即
座
に
世
界
に
波
及
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
農
業
生
産
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
単
に
日
本
国
内
の
問
題
解
決
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
食
糧
需
給
の
逼
迫
ヘ

の
貢
献
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
食
料
自
給
率
が
四

0
％
か
ら
四
一
％
に
な
っ
た
ら
一
歩
前
進
、
と
い
う
ほ
ど
簡
単
な
話
で
は
な
い
。
最

初
の
ほ
う
で
示
し
た
グ
ラ
フ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
い
ま
の

H
本
の
食
料
需
給
の
構
造
は
、
自
給
率
が
上
が

り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
一
九
五

0
年
代
の

M
S
A
小
麦
に
は
じ
ま
る
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
小
麦

の
受
け
入
れ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
食
生
活
の
変
化
、
な
ら
び
に
穀
物
輸
入
を
前
提
と
す
る
農
畜
産
業
や
食
品
加
工
業
な

ど
の
一
連
の
ス
タ
イ
ル
を
長
い
時
間
を
か
け
て
つ
く
つ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

今
日
の
食
料
自
給
率
の
問
題
は
、
い
う
な
れ
ば
そ
う
し
た
戦
後
六
五
年
間
か
け
て
積
み
上
げ
て
き
た
農
業
の
歪
み
の
顕

在
化
で
あ
る
。
コ
メ
を
基
軸
と
し
た
国
民
経
済
に
お
け
る
農
業
の
重
要
性
を
説
く
発
想
が
、
も
は
や
有
効
で
は
な
い
な
か

で
、
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
、
ど
の
方
向
を
向
い
て
、
何
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
展
し
、
そ
の
行
く
末
を
見
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
い
ま
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
明
確
な

答
え
を
用
意
す
る
の
は
、
残
念
な
が
ら
非
常
に
難
し
い
。
た
だ
、
現
時
点
で
、
次
の
二
つ
の
こ
と
は
い
え
る
。

ま
ず
―
つ
は
、
「
農
業
の
担
い
手
不
足
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
い
わ
れ
て
久
し
い
今
日
、
こ
れ
が
、
後
継
者
が
い
な
い
と

い
う
水
準
か
ら
、
集
落
の
存
続
が
危
機
に
瀕
す
る
可
能
性
の
み
え
る
と
こ
ろ
ま
で
進
み
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
農
業
が
継
続
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的
に
取
り
組
ま
れ
る
地
域
が
ど
れ
だ
け
減
る
／
残
る
の
か
と
い
う
問
題
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
残
る
」
部

分
の
な
か
に
は
、
将
来
的
に
は
移
民
労
働
者
を
雁
用
す
る
農
場
や
、
近
年
よ
く
い
わ
れ
る
、
高
付
加
価
値
で
儲
か
る
農
業

を
営
む
農
家
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
食
料
の
供
給
が
ほ
ん
と
う
に
ま
か
な
え

る
の
か
ど
う
か
を
注
意
深
く
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
た
構
造
の
な
か
へ
と
農
家
を
追
い
や
っ
て
い
く
こ

と
が
社
会
的
に
妥
当
な
の
か
ど
う
か
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

も
う
一
っ
は
、
農
産
物
の
国
際
貿
易
が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
と
向
か
う
の
か
を
考
え
た
と
き
、
そ
の
前
提
と
な

る
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
農
業
生
産
や
食
料
消
費
の
状
態
が
、
け
っ
し
て
現
在
と
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
中
国
を
は
じ
め
、
多
く
の
国
や
地
域
で
産
業
構
造
の
高
度
化
が
進
み
、
食
生
活
の
変
容
が
起
こ
る
な
か
で
、

そ
れ
ま
で
農
産
物
の
供
給
元
で
あ
っ
た
国
々
が
今
後
も
同
様
に
大
量
の
農
産
物
を
輸
出
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

保
証
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
こ
ろ
か
ら
論
じ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
い
ま
や
そ
う
し
た

変
化
は
よ
り
現
実
性
の
高
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

H
先
の
自
給
率
の
数
値
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
を
含
む
そ
れ
ぞ
れ
の
国

や
地
域
の
食
と
農
の
現
状
が
ど
の
よ
う
な
構
造
の
な
か
に
あ
る
の
か
を
み
い
だ
す
作
業
が
、
ひ
と
ま
ず
必
要
に
な
る
だ
ろ

、つ(
l
)

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
小
麦
輸
入
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
猛
夫
『
「
ア
メ
リ
カ
の
小
麦
戦
略
」
と
日
本
人
の
食
生
活
』
藤
原
書
店
、
一
―
0

0
三
年
を
参
照
。
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一
九
八
九
年
、

――
1
0
頁。

(
2
)

比
嘉
正
子
『
女
の
闘
い
」
日
本
実
業
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
三
＇
一
四
頁
。

(
3
)

「
公
務
員
ベ
ア
凍
結
で
強
ま
る
政
治
対
決
」
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
一

0
月
五
日
号
、
七
頁
。
〔

者
補
足
。

(
4
)

祖
田
修
『
コ
メ
を
考
え
る
』
〈
岩
波
新
書
〉
、
岩
波
書
店
、

〕
内
は
引
用
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TPP参加、 FTA• EPAの締結？；；」

二
0
1
0
年
以
降
、

T
P
P
(
t
h
e
Trans,Pacific 

Strategic E
c
o
n
o
m
i
c
 Partnership A
g
r
e
e
m
e
n
t
 ~
 

太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
）
へ
の
参
加
が
、
大
き

な
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
推
進
し
よ
う
と
す
る
政
府
、

財
界
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
農
業
団
体
、
政
治

家
、
学
者
な
ど
が
、
反
対
運
動
を
展
開
し
、
二

0
-
―

年
二
月
現
在
で
は
、
参
加
す
る
の
か
ど
う
か
は
ま
っ
た

く
不
明
で
あ
る
。
こ
の

T
P
P
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
、
も
し
、
そ
れ
に
参
加
す
れ
ば

H
本
の
農
業
は
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
か
。

農
産
物
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
貿
易
を
行
う
と
き

の
ル
ー
ル
は
、

W
T
O
に
よ
っ
て
、
全
世
界
的
に
統
一

的
な
枠
組
み
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、

W
T
O
は
、
先
進
国
・
途
上
国
の
利
害
の
対
立

や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
激
し
い
反
対
運

動
な
ど
に
よ
っ
て
、
合
意
形
成
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
二

0
0
0
年
以
降
、
各
国
は
競
っ
て

F

T

A
を
締
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

F
T
A
(
F
r
e
e

T
r
a
d
e
 A
g
r
e
e
m
e
n
t
)
と
は
、

W
T
O
の
よ
う
に
す
べ

て
の
国
に
同
じ
条
件
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
合
意

で
き
る
い
く
つ
か
の
国
、
地
域
が
、
関
税
や
貿
易
制
限

を
相
互
に
撤
廃
し
て
、
よ
り
自
由
に
貿
易
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
結
ぶ
協
定
で
あ
る
。
た

だ
し
、

H
本
の
場
合
は
、
ヒ
ト
や
カ
ネ
の
移
動
な
ど
を

含
む
よ
り
包
括
的
な
経
済
協
定
で
あ
る

E

P

A

(
E
c
o
n
o
m
i
c
 Partnership A
g
r
e
e
m
e
n
t

経
済
連
携

協
定
）
を
結
ん
で
き
た
。

T
P
P
は
環
太
平
洋
版
の

F
T
A
.
E
P
A
で
、
は

じ
め
に
、
ブ
ル
ネ
イ
、
チ
リ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
四
カ
国
に
よ
っ
て
、
二

0
0
五
年
六

月
に
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
合
意
で
は
、
二

0
1

五
年
ま
で
に
、
加
盟
国
間
の
取
引
に
適
用
さ
れ
る
す
べ

て
の
関
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後

―1
0
0
八
年
に
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ペ
ル
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
が
参
加
を
表

明
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
話
題
を
集
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。
日
本
の
菅
首
相
も
一
―

0
1
0
年
―
一
月
に

横
浜
で
行
わ
れ
た

A
P
E
C
に
お
い
て
参
加
を
検
討
す

る
こ
と
を
表
明
し
た
。

政
府
は
、

T
P
P
へ
の
参
加
に
向
け
て
、
「
平
成
の

開
国
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
掲
げ
、
参
加
す

れ
ば
輸
出
が
増
え
、

H
本
の

G
D
P
が
増
加
す
る
と
ア
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ピ
ー
ル
し
た
。
た
だ
し
、
参
加
す
る
場
合
に
、
も
っ
と

も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
関
税
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
き
た
日
本
の
農
業
分
野
で
あ
る
。
日
本

が
こ
れ
ま
で
に
結
ん
だ

E
P
A
で
も
、
コ
メ
は
関
税
引

き
ド
げ
の
対
象
外
と
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
農
産
物
に
つ

い
て
も
関
税
は
あ
ま
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え

ば
、
現
状
で
は
、
コ
メ
の
関
税
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た

り
基
本
税
率
四

0
二
円

(
W
T
O
協
定
税
率
一
二
四
一

円
）
で
、
コ
メ
の
輸
人
価
格
は
一

0
0
円
以
下
だ
か
ら
、

輸
入
し
て
も
価
格
は
五
倍
以
上
に
な
り
、
実
質
的
に

H

本
に
輸
人
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

T
P
P
に
参
加
す
れ
ば
、
安
い
ア
メ
リ
カ
産
、
中
国
産

の
コ
メ
が
輸
入
さ
れ
、
日
本
の
コ
メ
生
産
が
壊
滅
す
る

可
能
性
が
あ
る
。

関
税
引
き
下
げ
の
影
響
は
ど
の
よ
う
に
予
測
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
影
響
を
推
計
す
る
方
法
と
し
て
は

G
T
A

P
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

G
T
A
P
モ
デ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の
パ
ー
デ
ュ
ー

大
学
農
学
部
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ト
レ
ー
ド
分
析
セ
ン
タ

ー
が
提
供
す
る
貿
易
政
策
の
効
果
を
推
計
す
る
た
め
の

モ
デ
ル
(https:/＼
w
w
w
.
g
t
a
p
.
a
g
e
c
o
n
.
p
u
r
d
u
e
.
e
d
u
¥
)

で
、
モ
デ
ル
と
と
も
に
、
世
界
経
済
に
つ
い
て
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
使
っ
て
、
関

税
引
き
下
げ
の
生
産
、
貿
易
な
ど
へ
の
影
響
を
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

政
府
も
こ
の

G
T
A
P
モ
デ
ル
を
使
っ
て
、

T
P
P

参
加
に
よ
っ
て
H

本
の
G
D
P

が
0
•

四
八
＼
〇
•
六

五
％
増
加
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

政
府
は

H
本
の

G
D
P
の
増
加
だ
け
を
発
表
し
て
い
て
、

個
別
の
産
業
、
裔
品
の
生
産
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

の
か
を
発
表
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
コ

メ
、
小
麦
、
牛
肉
な
ど
個
別
の
商
品
の
生
産
の
変
化
が

よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
発

表
し
な
い
の
は
、
都
合
の
悪
い
結
果
を
隠
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

わ
た
し
が
独
自
に
行
っ
た
計
算
で
は
、
日
本
だ
け
が

T
P
P
に
参
加
し
た
場
合
、
日
本
は

G
D
P
を

0
・ニ

九
％
増
加
さ
せ
る
が
、

H
本
の
コ
メ
生
産
額
は
マ
イ
ナ

ス
六
四
•
五
％
、
小
麦
の
生
産
額
は
マ
イ
ナ
ス
六
ニ
・

三
％
、
肉
類
の
生
産
額
は
マ
イ
ナ
ス
ニ
三
・
九
％
と
な

っ
て
、
日
本
の
農
業
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
日
本
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
、
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A
S
E
A
N
諸
国
が
す
べ
て

T
P
P
に
参
加
し
た
場
合
、

H
本
の
コ
メ
生
産
は
マ
イ
ナ
ス
八
三
・
七
一
％
に
な
る
。

こ
こ
で
、
政
府
の
発
表
と

G
D
P
増
加
の
数
字
が
少
し

異
な
っ
て
い
る
の
は
、
使
っ
て
い
る
モ
デ
ル
が
政
府
は

動
学
モ
デ
ル
な
の
に
対
し
て
わ
た
し
は
基
本
モ
デ
ル

{
l
)
 

（
静
学
モ
デ
ル
）
を
使
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

T
P
P
へ
の
日
本
の
参
加
は
、
あ
ま

り
大
き
な

G
D
P
の
増
加
を
も
た
ら
さ
な
い
一
方
で
、

H
本
の
農
業
に
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
を
ど
の
よ
う
に

保
護
す
る
の
か
を
決
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
参
加
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

政
府
や
一
部
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
農
業
の
競
争
力

を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処

PI能
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
ん
な
こ
と
が
可

能
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
し
、
関
税
も
徐
々
に
引
き

F
げ
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
。

日
本
の
農
産
品
で
輸
出
で
き
る
の
は
、
り
ん
ご
く
ら
い

で
、
そ
の
金
額
も
二

0
0
八
年
で
わ
ず
か
五
四
億
円
に

す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
政
府
の
積
極
的
な
姿
勢
や

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
が
、
客
観
的
な
状
況
を
冷

静
に
検
討
し
な
い
、
非
常
に
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

現
実
的
な
政
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
緯
国
と

同
じ
よ
う
に
可
能
な
国
・
地
域
と
可
能
な
条
件
で
、

E

P
A
を
顛
に
締
結
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
っ

て
も
、
日
本
が

E
P
A
を
締
結
す
る
と
き
に
、
や
は
り

農
業
が
問
題
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

農
業
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
、
育
て
て
い
く
の
か
は
早

急
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
農
家
に
対
し
て
個
別
所

得
補
償
を
行
う
こ
と
を
公
約
し
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い

る
が
、
そ
の
金
額
は
コ
メ
に
つ
い
て
、
一

0
ア
ー
ル
当

た
り
、
一
万
五

0
0
0
円
で
あ
り
、
一

0
ア
ー
ル
の
平

均
収
穫
量
を
五

0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
コ
メ
の
買
い
取
り

価
格
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
ニ
五

0
円
と
す
る
と
価
格
を
一
―
―

0
円
下
げ
る
程
度
の
効
果
し
か
な
い
。
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

1
0
0
円
以
下
の
外
国
産
の
コ
メ
と
競
争
し
、
関
税
を

引
き
下
げ
る
た
め
に
は
、
よ
り
大
き
な
補
助
が
必
要
で

あ
る
が
、
巨
額
の
財
政
赤
字
を
抱
え
る
政
府
に
、
そ
れ

は
可
能
で
あ
ろ
う
か
？
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日本だけが TPPに参加した場合

GDPの増加（単位： ％） 

日本 韓国 中国
ASEAN 

オセアニア
TPP加盟国

+O 29 -0.02 -0.02 +O 30 +0.03 

ラテンア
ラテンア

メリカ
メリカ

TPP非加
アメリカ EU 

TPP加盟国
盟国

+O 01 -0.01 0.00 -0 01 

(
1
)

詳
細
は
、
高
増
明
「
農
業
に
関
す
る

T
P
P
参
加
の

経
済
効
果
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

i
G
T
A
P
モ
デ

ル
に
よ
る
推
計
」
―

1
0
―
一
年
、

h
t
t
p
"
¥
¥
W
W
W
・

t
a
k
a
m
a
s
u
.
n
e
t
¥
p
d
f
¥
t
p
p
.
p
d
f
 "
"
~
\
1
照
。

各セクターの生産額の変化（単位： ％） 

日本
ASEAN 

オセアニア
ラテンアメリカ

アメリカ
TPP加盟国 TPP参加国

コメ -64.50 11.48 190.86 -0.21 125.92 

小麦 -62.30 6.57 -4.57 -5 02 2.41 

穀物 -11.24 -5.95 2 44 -0.09 1.08 

野菜・果物 0.98 -2 58 -0.02 0.27 -0.75 

肉類 -23 90 -1.35 9.20 7.17 4.12 

漁業 0.22 0.05 0.72 0.25 0.12 

資源 -0.10 -1 07 -1. 1 5 -0 19 -0.16 

加工食品 0.57 2.22 5 93 0.52 0 41 

繊維 3.19 41.22 -1.46 -1.58 -1.09 

軽工業 3 11 -0.30 -3.91 -1 06 -0.54 

重工業 0.39 -0 91 -2.90 -0.63 -0 28 
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日本

0.43 

ラテンア

メリカ

TPP加盟国

0.05 

コメ

小麦

穀物

野菜果物

肉類

漁業

資源

加［食品

（高増明）

繊維

軽工業

重工業

東アジアの国・地域がすべて TPPに参加した場合

GDPの増加（単位： ％） 

翰国 中国 台湾
ASEAN ASEAN 

オセアニア
TPP加盟国 TPP非加盟国

0.83 0.22 0 42 0.69 0.29 0 07 

ラテンア

メリカ
アメリカ

カナダ
EU その他

TPP非加 メキシコ

盟国

-0.05 0 01 -0.01 -0.04 -0.04 

各セクターの生産額の変化（単位： ％） 

H本 韓国 中国 台湾
ASEAN ASEA~ オセア

アメリカ
TPP叫罪lTPP非加盟目 ニア

-83 71 -58.66 10.85 -85 56 7.86 6 09 46 23 1. 52 

-62 80 32 67 -1 60 15 41 5 91 -10 96 -8.43 2.39 

-13 48 15 01 3 62 6 53 -11 25 -1 61 0 21 -0 25 

0 40 -15 65 0.03 -5 89 11 71 -0 88 -0 54 0 42 

-24 61 5 95 -2.13 -3 06 -2 62 -3 06 16 64 -0 75 

0 14 -0 06 0 58 -0 51 0 31 0.34 1 01 0.05 

-1 59 -6 24 -0 76 -3 26 -1 46 -1.75 -1. 09 0.51 

0.45 3 67 0.55 -0 33 0 87 1 45 6 81 -0 24 

0 85 19 57 3 94 33 35 46⑲ 11.28 -11 5 -5 54 

3 16 1 60 1 69 2 13 -2 19 -4 54 -4 60 0 19 

0 70 -1 16 -1.33 -0 21 -0 08 -0 82 -2 76 0 64 
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コラム⑩

えさ米と米粉l

日
本
人
は
コ
メ
を
食
べ
な
く
な
っ
て
い
る
。
食
料
需

給
表
に
よ
る
と
、
加
工
用
や
飼
料
用
を
除
く

H
本
人
の

コ
メ
消
費
量
（
供
給
最
ベ
ー
ス
）
は
一
九
六

0
年
に
年

間
一
人
当
た
り
約
―
―
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
一
九
六
二
年
に
一
―
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た

の
を
ピ
ー
ク
に
、
年
々
減
り
続
け
て
き
た
。
そ
れ
で
も

一
九
六

0
年
代
末
ま
で
は
な
ん
と
か
一

0
0
キ
ロ
グ
ラ

ム
台
を
維
持
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
六
八
年
に
一

0
0

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
下
回
る
と
、
七
四
年
に
八

0
キ
ロ
グ
ラ

ム
台
へ
、
さ
ら
に
七
九
年
に
七

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
台
へ
と

わ
ず
か
一

0
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
二

0
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
も
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
弁
当
産
業
や

コ
ン
ビ
ニ
の
お
に
ぎ
り
な
ど
堅
実
な
需
要
が
あ
っ
た
た

め
に
、
減
少
速
度
は
や
や
緩
や
か
に
な
っ
て
い
た
が
、

二
0
0
八
年
に
は
五
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
つ
い
に
六

0
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
割
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

一
方
で
国
内
生
産
量
は
一
九
六
九
年
に
は
じ
ま
る
稲

の
生
産
調
整
（
減
反
）
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内

消
費
量
を
上
回
る
八

0
0
万
¥
1
0
0
0
万
ト
ン
を
維

持
し
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
九
三
年
の
ガ
ッ

ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
合
意
を
受
け
て
は
じ
ま
っ
た

ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
米
の
輸
入
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、

一
九
九
三
年
の
「
平
成
の
コ
メ
騒
動
」
な
ど
を
除
く
と
、

基
本
的
に
過
剰
基
調
の
コ
メ
の
需
給
構
造
が
生
ま
れ
た
。

そ
こ
で
課
題
と
な
っ
た
の
が
、
新
し
い
コ
メ
の
需
要

開
拓
で
あ
る
。
そ
の
方
向
は
大
き
く
二
通
り
に
分
け
ら

れ
る
。
―
つ
は
減
反
政
策
の
開
始
時
期
か
ら
細
々
と
行

わ
れ
て
き
た
家
畜
の
飼
料
用
米
（
え
さ
米
）
で
あ
り
、

も
う
―
つ
は
米
を
粉
末
に
し
て
利
用
す
る
方
法
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
コ
メ
の
菓
子
や
ビ
ー
フ
ン
、
デ
ン

プ
ン
の
り
、
化
粧
品
な
ど
へ
の
加
工
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
量
と
し
て
は
限
定
的
で
あ
る
。
最
近
で
は
コ
メ
を

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
動
き

も
生
ま
れ
て
い
る
が
、
商
品
化
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

ま
た
イ
ネ
全
体
を
家
畜
の
飼
料
と
し
て
使
う

W
C
S

(
W
h
o
l
e
 C
r
o
p
 Silage

イ
ネ
発
酵
粗
飼
料
）
も
あ
り
、
畜

産
の
集
中
し
て
い
る
九
州
で

W
C
S
用
の
水
田
利
用
が

相
対
的
に
盛
ん
で
あ
る
。
た
だ
、

W
C
S
は
コ
メ
の
利

用
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
水
田
で
牧
草

を
栽
培
す
る
の
と
同
じ
発
想
な
の
で
、
コ
メ
の
需
要
拡

大
と
は
考
え
方
が
違
う
。

ま
ず
え
さ
米
に
つ
い
て
は
、
農
民
に
と
っ
て
も
消
費
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者
に
と
っ
て
も
最
初
は
抵
抗
感
が
大
き
か
っ
た
。
何
よ

り
も
、
観
念
的
に
は
王
食
と
し
て
特
別
の
地
位
に
お
か

れ
て
き
た
コ
メ
を
家
畜
に
食
べ
さ
せ
る
と
い
う
の
だ
か

ら
、
考
え
方
の
転
換
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ニ

0
0
0
年
ま
で
は
え
さ
米
の
生
産
は
ほ
と
ん
ど
無
視
で

き
る
程
度
の
水
準
だ
っ
た
。
そ
れ
が
二

0
0
0
年
ご
ろ

か
ら
増
勢
を
強
め
て
き
て
、
二

0
0
九
年
か
ら
二

0
-

0
年
に
大
幅
に
伸
び
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
く
に
コ
メ

ど
こ
ろ
の
東
北
で
え
さ
米
の
生
産
が
大
き
く
伸
び
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
え
さ
米
が
増
加
し

て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
食
料
自
給
率
向
上
の
た
め
に

は
飼
料
用
穀
物
の
生
産
強
化
が
避
け
て
通
れ
な
い
の
で

政
策
的
な
支
援
が
い
ろ
い
ろ
と
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

米
価
の
下
落
傾
向
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
な
か
で
主
食

用
コ
メ
に
手
間
暇
を
か
け
る
意
欲
が
薄
れ
た
こ
と
、
畑

作
物
を
つ
く
り
に
く
い
水
田
で
は
え
さ
米
の
ほ
う
が
省

力
的
に
作
業
を
で
き
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
一
番
重
要
な
理
由
は
、
消
費
者
の

需
要
が
変
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
山
形

県
庄
内
地
方
の
平
田
牧
場
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

コ
メ
ブ
タ
や
コ
メ
た
ま
ご
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
形
成
の
可

能
性
が
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
外
国
産
飼
料
や

輸
入
の
肉
に
何
と
は
な
し
に
「
不
安
」
を
感
じ
る
消
費

者
が
、
国
産
の
コ
メ
を
食
べ
て
い
る
家
畜
の
肉
や
た
ま

ご
に
「
安
心
」
と
い
う
価
値
を
み
い
だ
す
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
畜
産
農
家
が
え
さ
米
を
需
要
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
し
い
か
た
ち
の
耕

畜
連
携
の
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
え

さ
米
の
生
産
者
価
格
は
低
水
準
で
、
そ
れ
だ
け
で
経
営

を
維
持
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
コ
ス
ト
の
大
幅
削

減
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
の
多
収
量
米
の
開
発
や
省
力
化

し
た
分
の
労
働
を
使
え
る
よ
う
な
基
幹
分
野
の
工
夫
が

必
要
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
コ
メ
の
粉
（
い
わ
ゆ
る
米
粉
）
は
、
粒

食
を
当
然
と
し
て
い
た
コ
メ
の
食
べ
方
に
粉
食
と
い
う

ま
っ
た
く
違
う
発
想
を
持
ち
込
ん
だ
点
で
革
命
的
だ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
米
粉
で
つ
く
っ
た
パ
ン
も
人
気
を

集
め
る
よ
う
に
な
り
、
最
近
で
は
家
庭
で
も
米
粉
パ
ン

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
製
パ
ン
機
が
販
売
さ
れ
て
生

産
が
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
の
好
評
を
樽
し
て
い
る
。
米

粉
を
使
っ
た
加
工
食
品
の
開
発
も
熱
心
に
行
わ
れ
て
お

り
、
地
域
お
こ
し
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
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緑提灯を掲げた市島「米っこ工房」

る
地
域
も
あ
る
。
た
と
え
ば
有
機
農
業
で
知
ら
れ
て
い

る
兵
庫
県
丹
波
市
の
市
島
に
は
、
有
機
農
業
の
振
典
を

目
指
す
N
P
O
法
人
の
「
い
ち
じ
ま
丹
波
太
郎
」
が
中

心

に
な
っ
て
「
米
っ
こ
工
房
」
を
つ
く
り
、
直
営
の

「
緑
提
灯
」
食
堂
で
地
元
産
の
米
粉
を
使

っ
た
う
ど
ん

や
ラ
ー
メ
ン
を
提
供
し
て
い
る
。

（注
）

緑
提
灯
と
い
う
の
は
、
地
元
産
の
食
材
を
利
用
し
て

い
る
飲
食
店
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
運
動
は
地
産
地
消
の
振
興
を
目
的
と
し
て
い
る
。

（池
上
甲
一
）
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， ． 
作
物
遺
伝
資
源
を
め
ぐ
る
管
理
の
多
様
性

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
、
八

0
年
代
以
降
、
急
速
に
進
行
し
た
市
場
重
視
の
経
済
政
策
の
も
と
で
、
農
業
・
食
品
部

門
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
先
進
各
国
の
農
政
、
職
能
団
体
、
食
品
企
業
は
、
国
際
市
場
で
は
効
率
的
に
調
達
で
き
な

テ
ロ
ワ
ー
ル

い
よ
う
な
資
源
、
す
な
わ
ち
近
接
性
や
「
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
」
、
地
域
の
特
異
性
と
い
っ
た
多
様
な
価
値
を
含
ん
だ
資
源

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
多
様
な
需
要
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
要
な
農
産
物
輸
出
国
の
フ
ラ
ン
ス
で
さ
え
、

地
産
地
消
的
な
施
策
を
積
極
的
に
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

農
業
・
食
品
部
門
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
容
過
程
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
が
作
物
や
家
畜
の
遺
伝
資
源
で

あ
る
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
在
来
種
の
活
用
の
よ
う
に
、
遺
伝
資
源
が
食
品
に
対
し
て
そ
の
特
異
性
を
与
え
る
事
例

が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
大
量
生
産
大
量
消
費
型
の
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
で
は
、
生
産
性
や
収
量
が
品
種
改
良
の
選
抜

H
標
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
い
ま
や
、
生
産
性
の
み
を
目
標
に
し
た
育
種
は
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
。
農
産
物
市

場
が
飽
和
に
達
し
て
、
有
機
農
産
物
や
地
域
性
、
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
（
直
売
や
在
来
種
な
ど
）
と
い
っ
た
多
様
な
品
質
に
よ

須

田

文

明
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フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
で
は
、
「
合
理
化
と
機
械
化
」
や
「
構
想
と
実
行
の
分
離
」
と
い
っ
た
原
則
が
貰
徹
さ
れ
て
い

た
。
構
想
は
中
央
行
政
や
職
能
団
体
中
央
組
織
が
担
当
し
、
農
民
は
「
農
地
を
所
有
し
た
労
働
者
」
と
な
っ
て
農
業
生
産

を
実
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
こ
そ
が
大
量
生
産
を
も
た
ら
す
農
業
部
門
の
組
織
化
を
促
進
し
た
。
ま
た
大
量
生
産
さ

(
3
)
 

れ
た
農
産
物
は
国
家
に
よ
る
市
場
介
入
に
よ
り
販
路
が
確
保
さ
れ
て
い
た
。

他
方
、
食
品
企
業
や
流
通
企
業
の
戦
略
に
と
っ
て
、
都
市
労
働
者
世
帯
の
増
加
を
通
じ
た
そ
の
市
場
拡
大
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
、
均
質
的
で
標
準
的
な
農
産
物
や
食
品
原
料
を
全
国
い
た
る
所
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
た

め
に
は
専
門
特
化
さ
れ
、
均
質
化
さ
れ
た
産
地
の
形
成
が
望
ま
し
い
。
そ
う
し
た
産
地
形
成
が
進
む
と
、
食
品
企
業
や
流

通
企
業
は
た
と
え
ば
そ
の
集
積
効
果
を
通
じ
て
、
集
荷
費
用
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
企
業
に
と
っ
て
は
、

生
産
者
の
能
力
が
全
国
レ
ベ
ル
で
標
準
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。
そ
こ
で
国
家
が
介
入
し
、
農
業
教
育
訓
練
の

資
本
主
義
の
現
代
的
変
容
と
農
業
・
食
品
部
門

る
製
品
差
別
化
が
追
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
・
食
品
部
門
の
変
容
と
、
作
物
育
種
の
実
態
を
取
り
上
げ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
地
域
遺

伝
資
源
を
活
用
し
た
農
産
品
の
高
付
加
価
値
化
の
施
策
が
展
開
し
て
お
り
、
日
本
に
つ
い
て
も
貴
璽
な
教
訓
が
得
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
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表 1 作物および家畜の生産額の割合、専門タイプ別の経営数の割合

専門別 作物 家畜 複合経営 経営実数

額割合 作物家畜経営数 作物家畜経営数 作物家畜経営数 （千）

1970 40 2 5 14 64 61 46 34 34 804 

1987 76 7 30 ， 75 54 15 18 16 491 

1994 79 7 32 7 75 53 14 18 15 378 

出所） RICA 

農
産
物
・
食
品
が
量
的
に
飽
和
し
て
く
る
と
、
多
様
な
品
質
を
求
め
る
需
要
の
あ
り
方
と
、

生
産
部
門
の
厳
格
な
組
織
化
と
が
あ
わ
な
く
な
る
。
生
産
力
主
義
的
な
部
門
管
理
方
法
は
、

大
き
さ
や
璽
量
、
外
形
、
衛
生
的
規
格
を
重
視
し
た
品
質
規
格
に
は
向
く
が
、
新
し
い
多
様

視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
平
原
で
は
耕
種
お
よ
び
甜

さ
い菜

を
中
心
と
し
た
作
物
生
産
に
、
ま
た
耕
種
に
向
か
な
い
山
地
で
は
畜
産
へ
の
特
化
が
進
展

し
た
。
表
ー
の
よ
う
に
、
作
物
と
家
畜
の
複
合
経
営
は
持
続
的
に
減
少
し
、
か
わ
り
に
専
門

経
営
が
存
在
感
を
増
し
た
。
一
九
九
四
年
の
作
物
部
門
で
は
、
経
営
総
数
の
三
割
に
す
ぎ
な

(
4
)
 

い
専
門
農
家
が
、
生
産
額
の
八
割
を
占
め
た
。

フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
の
構
造
的
危
機
と
新
し
い
レ
ジ
ー
ム

と
こ
ろ
が
七

0
年
代
に
入
る
と
、
農
産
物
の
過
剰
生
産
と
市
場
の
飽
和
を
通
じ
て
農
業
・

食
品
部
門
も
構
造
的
危
機
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
の
大
量
生
産
大

量
消
費
体
制
は
、
食
品
品
質
の
劣
化
の
み
な
ら
ず
、
牛
の

B
S
E
や
農
薬
多
投
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
環
境
的
危
機
と
健
康
リ
ス
ク
を
生
み
出
し
た
。
反
対
に
、
消
費
者
は
自
然
や
「
ホ

ン
モ
ノ
ら
し
さ
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
的
な
農
業
生
産
方
法
が
疑
間

広
範
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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な
需
要
に
は
対
応
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
た
な
品
質
的
要
請
が
、
規
模
の
経
済
か
ら
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
経
済
（
多
品

種
少
量
生
産
）

へ
の
移
行
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
の
危
機
は
、
農
村
振
興
ハ
や
環
境
保
護
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
を
取
り
入
れ

た
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
新
た
な
政
策
展
開
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
動
き
は
、
一
九
八
八
年
の
農
村
振
興
を
め
ぐ

る
O
E
C
D
勧
告
や
一
九
九
二
年
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
欧
州
規
則
の
発
布
な
ど
に
具
体
化
さ
れ
た
。

ま
た
農
業
活
動
も
、
農
場
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
活
動
を
含
む
よ
う
に
そ
の
性
格
を
変
え
た
。
さ
ら
に
、
品

質
差
別
化
に
よ
る
製
品
の
高
付
加
価
値
化
に
と
も
な
っ
て
、
農
業
生
産
地
域
は
、
大
規
模
集
約
型
農
業
、
「
地
域
に

テ
ロ
ワ
ー
ル

特
異
な
産
品
」
の
農
業
、
環
境
的
農
業
な
ど
に
差
別
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
地
域
レ
ベ
ル
、
経
営
レ
ベ
ル
で
の
適

コ
ン
ビ
テ
ン
ス

応
は
、
経
営
資
源
や
農
業
者
の
能
力
、
製
品
に
つ
い
て
の
評
価
基
準
そ
の
も
の
を
修
正
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
総

じ
て
こ
う
し
た
適
応
は
新
た
な
「
品
質
の
経
済
」
モ
デ
ル
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
市
場

調
査
な
ど
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
需
要
に
関
す
る
情
報
が
、
食
品
工
業
や
農
業
経
営
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
こ
の
こ

と
が
新
し
い
生
産
組
織
化
や
、
関
連
産
業
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
た
農
業
・
食
品
部
門
の
歴
史
的

段
階
（
「
フ
ー
ド
・
レ
ジ
ー
ム
」
）
に
お
け
る
変
容
は
表
2
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
情
報
、

「
品
質
の
経
済
」
下
の
農
業
・
食
品
部
門

現
代
経
済
は
知
識
や
サ
ー
ビ
ス
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
た
経
済
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
新
製

品
や
新
し
い
製
造
手
法
の
構
想
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
販
売
、

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ど
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表 2 フォーディズム農業から品質の経済へ

フォーディズム農業 品質の経済

特 大植牛産大量消費’画ー的苑品への増 品質と範囲の経済：梢費者の関心を捉

大する需要の充足。規模の経済 えた品質泣別化。消費者による品質の
徴 共同牛産

・環境の標準化、産地の均質化。労働 ・牛産要素の令体的生産性を最適化、

合理化、機械化、化学化。産出鼠最 経営資源のフレキシプルな多角化

組
大化（品種標準化＋農法標準化） ・売れるものを牛産（i桔要の経済）

•生産すれば売れる（供給の経済） • rli場的、市民社会的、肌論的な価値

織 ・構想→生産→販売（イノベーション にもとづいた協働的で地域分散的イ

原 の直線的委任モデル） ノベーション

理
・品質標準化、費用逓減的に最小品質 ・ （機能的品質、有機、地理的表示、

の産品を生軒。部門組織化＋規模の I!i民社会、嗜好などの）さまざまな

経済。 価値に応じて差別化された品質の産

品を、費用逓減的に生産。

中央集権的かつ部門的な調整（レギュ 市場的調整（レギュラシオン）と地域

ラシオン） 的レギュラシオンとの併存

―――l ・農業の部門化 脱地域化 ・グローバル化と民営化への方向、需

塁 ・経営と産地の専門特化 要の経済への方向、地域的コーデイ

・職業的地位、社会保障、職能の統治 ネーションの復典への方向
レ システム。 •イノベーション過程への需要の統合。
ギ
ユ ・ジェネリック技術による製品標準化。 非物質的品質をめぐるコーデイネー

ラ 「l．．業的」品質のコンヴァンシオン ション。イノベーションシステムの
シ

とジェネリック知識にもとづいた部 分散化。オ
ン 門 •加工業者や梢費者、流通、河川流域
L-

圏住民など、職能団休以外により主

導される労働ノルム（契約栽培、仕

様書、環境憲章）

畠
過剰生痒危機 市場の非物質性を反映した世論の危機

(BSE. GMO) 

出所） Bonneuil, C.. Thomas, F. Genes, Pouvoirs et Profi'ts, Ed. Quae, 2009, p. 528 

をもとに筆者作成。

217 9. 作物遺伝資源をめぐる管理の多様性



「
口
叩
質
の
経
済
」
体
制

F
で
の
育
種
研
究

は
確
立
し
な
い
。

に
か
か
わ
る
。

サ
ル
、

―
つ
の
企
業
を
と
っ
て
み
て
も
、
知
識
や
研
究
開
発
、
教
育
訓
練
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
経
営
コ
ン

コ
ー
チ
ン
グ
な
ど
へ
の
モ
ノ
を
と
も
な
わ
な
い
投
資
（
非
物
質
的
投
資
）
が
こ
の
企
業
の
競
争
力
の
源
泉
と
な
っ

て
い
る
。
農
業
・
食
品
部
門
も
ま
た
多
様
な
価
値
を
体
現
し
た
産
品
に
よ
る
、
多
様
な
消
費
者
セ
グ
メ
ン
ト
ヘ
の
訴
求
が

競
争
力
の
源
泉
と
な
る
よ
う
な
「
品
質
の
経
済
」
下
に
あ
る
。
量
販
店
や
食
品
企
業
で
さ
え
、
環
境
や
食
品
安
全
、
動
物

愛
護
、
機
能
性
、
「
ホ
ン
モ
ノ
」
ら
し
さ
と
い
っ
た
新
し
い
需
要
を
喚
起
す
る
よ
う
に
ニ
ッ
チ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
構
築
し

た
り
、
新
た
な
規
格
を
生
み
出
し
て
い
る
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
や
有
機
農
業
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
新
し
い
需
要
の
中
心
に
あ

る
。
こ
う
し
た
非
物
質
的
価
値
が
市
場
で
表
現
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
た
生
産
体
制
を
構
築
し
な
い
と
、
「
品
質
の
経
済
」

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
変
動
過
程
に
あ
る
農
業
・
食
品
部
門
に
つ
い
て
、
作
物
の
育
種
を
事
例
に
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
品
種
こ
そ
は
、
上
述
の
「
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
」
や
環
境
、
地
域
、
機
能
性
な
ど
の
多
様
な
価
値
を
新
し
い
農
業
・

食
品
部
門
に
お
け
る
蓄
積
体
制
に
統
合
す
る
た
め
に
戦
略
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

品
種
市
場
で
の
差
別
化

遺
伝
資
源
の
管
理
手
法
は
作
物
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆
で
は
民
間
企
業
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
が
、
小
友
で
は
公
的
な
研
究
機
関
が
な
お
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
作
物
と
家
畜
で
も
異
な
る
。
農
業
生
産
に
か
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か
わ
る
遺
伝
資
源
管
理
手
法
は
、
人
類
史
と
と
も
に
存
在
し
て
き
た
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
と
圃
時
に
、
歴
史
的
、
社
会

経
済
的
な
段
階
や
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
も
い
る
。

農
業
・
食
品
部
門
に
お
け
る
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
品
質
の
経
済
と
い
う
二
つ
の
レ
ジ
ー
ム
の
存
在
を
前
節
で
は
み
て
き

た
が
、
育
種
に
も
そ
れ
に
対
応
し
た
二
つ
の
レ
ジ
ー
ム
が
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
品
種
改
良
や

育
種
と
い
っ
た
概
念
で
は
な
く
、
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
の
は
、
品
種
を
中
心
と

し
た
遺
伝
資
源
管
理
に
関
す
る
知
識
の
生
産
と
使
用
が
、
所
与
の
歴
史
的
社
会
構
造
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
下
の
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
準
公
共
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
モ
デ
ル
は
、

農
産
物
の
規
格
化
を
通
じ
た
大
量
生
産
と
大
量
消
費
、
化
学
化
と
機
械
化
を
通
じ
た
農
業
生
産
環
境
の
標
準
化
、
規
模
の

経
済
を
構
成
要
索
と
し
、
品
種
の
育
成
に
つ
い
て
も
収
鼠
を
評
価
碁
準
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
市
場
の
贔
的
飽
和
を
背

景
に
、
い
ま
や
価
値
の
源
泉
は
ブ
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
非
物
質
的
な
価
値
を
統
合
し
た
「
品
質
の
経
済
」
に
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
農
業
者
の
二
割
が
、
地
理
的
産
品
（
統
制
原
産
地
呼
称
A
0
C
や
地
理
的
表
示
保
護
I
G
P
)
や
有
機
農
業
、
ラ
ベ
ル
ル

ー
ジ
ュ
（
注
ー
を
参
照
）
と
い
っ
た
品
質
表
示
産
品
の
生
産
に
関
与
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
種

f
や
品
種
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
「
品
質
の
経
済
」
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
品
種
市
場
は

差
別
化
さ
れ
た
需
要
の
た
め
に
、
ま
す
ま
す
競
争
的
に
な
り
、
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
市
場
へ
と
差
別
化
さ
れ
て
い
る
。

・
多
国
籍
企
業
に
よ
る
種
子
と
農
業
投
人
材
と
の
結
合
を
追
求
し
た
品
種
開
発
（
農
薬
耐
性
や
除
草
剤
耐
性
G
M
o
)
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・
食
品
加
工
業
者
の
使
用
の
用
途
別
に
応
じ
た
差
別
化
。
た
と
え
ば
菜
種
で
は
エ
ル
シ
カ
酸
の
含
有
率
や
菓
子
用
の

小
麦
品
種
、
契
約
栽
培
に
よ
る
加
工
向
け
の
野
菜
品
種
な
ど
。

・
消
費
者
に
対
す
る
食
品
の
機
能
的
な
い
し
、
官
能
的
品
質
の
差
別
化
。
こ
れ
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
か
ら
の
情

報
を
組
み
込
ん
だ
差
別
化
を
も
た
ら
す
。
た
と
え
ば
オ
メ
ガ

3
の
含
有
量
が
豊
富
な
菜
種
品
種
や
独
身
者
用
の
小

玉
ス
イ
カ
な
ど
が
あ
る
。

・
有
機
農
業
な
ど
の
特
別
な
仕
様
書
に
適
合
し
た
品
種
。

・
地
理
的
表
示

(
A
0
C
、
I
G
P
)
に
よ
る
差
別
化
に
適
合
し
た
品
種
の
仕
様
。

ト
マ
ト
に
お
け
る
育
種
目
標
の
変
容
ー
品
種
差
別
化
の
事
例

フ
ラ
ン
ス
で
は
現
在
三
九

0
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
ト
マ
ト
と
八
四
の
家
庭
菜
園
向
け
の
古
い
品
種
が
公
式
カ
タ
ロ
グ
に
登

(
6
)
 

録
さ
れ
、
登
録
品
種
の
種
子
の
み
が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
慣
行
的
な
ト
マ
ト
の
品
質
の
評
価
碁
準
は
、
生
産
者
の
段
階
で

は
収
量
や
集
約
的
生
産
へ
の
適
応
力
、
集
出
荷
レ
ベ
ル
で
は
外
形
や
均
質
さ
、
輸
送
レ
ベ
ル
で
は
硬
さ
や
長
も
ち
す
る
か

否
か
に
あ
り
、
量
販
店
で
も
売
り
場
で
の
長
も
ち
の
可
否
が
基
準
を
な
し
て
き
た
。
さ
ら
に
ト
マ
ト
の
消
費
者
は
そ
の
商

品
の
選
択
に
際
し
て
、
主
と
し
て
外
形
を
重
視
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
直
売
を
す
る
生
産
者
は
粗
放
的
な
生
産
へ
の
適

応
力
を
品
種
選
択
の
基
準
と
し
て
お
り
、
直
売
ト
マ
ト
の
消
費
者
は
新
鮮
さ
や
味
覚
と
い
う
官
能
的
品
質
を
重
視
し
て
い

る
。
さ
ら
に
直
売
ト
マ
ト
の
消
費
者
は
、
調
理
方
法
と
し
て
の
品
質
に
も
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

直
売
ト
マ
ト
の
消
費
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
各
種
の
消
費
者
調
在
に
よ
る
と
、
三
分
の
一
の
消
費
者
が
慣
行
的
な
多
段
階
流
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通
を
経
て
届
く
ト
マ
ト
の
味
に
満
足
し
て
い
な
い
。
慣
行
的
に
販
売
さ
れ
て
い
る
ト
マ
ト
は
、
輸
送
に
適
し
た
硬
さ
を
得

る
た
め
に
完
熟
す
る
前
に
収
穫
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ト
マ
ト
は
六
月
か
ら
九
月
が
旬
の
季
節
で
あ
る
が
、
年
間
消

費
量
の
四
割
が
旬
の
季
節
以
外
で
消
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
味
へ
の
不
満
を
も
つ
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
九

0
年
代
以
降
は
、
ト
マ
ト
で
も
、
積
極
的
に
品
種
改
良
が
行
わ
れ
て
き
た
。
九

0
年
前
後
に
ミ
ニ
ト
マ
ト
、

―1
0
0
0
年
ご
ろ
に
伝
統
品
種
の
導
人
、
二

0
0
五
年
前
後
に
色
や
形
が
特
殊
な
ト
マ
ト
、
二

0
0
六
年
ご
ろ
に
は
リ
コ

ピ
ン
の
豊
富
な
ト
マ
ト
な
ど
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
牛
の
心
臓
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
品
種
が
復
活
し
、
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
産
ト
マ
ト
の
多
く
を
出
荷
し
て
い
る
農
業
協
同
組
合
の
サ
ヴ
ェ
オ
ル
が
量
販
店
な
ど
に
積
極
的
に
販
売
し
て
い

る
し
、
シ
ン
ジ
ェ
ン
タ
社
の
開
発
し
た
商
標
ト
マ
ト
の
「
ク
マ
ト
」
が
そ
の
黒
い
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
形
状
と
甘
い
フ
ル
ー

テ
ィ
な
食
感
に
よ
り
、
消
費
者
の
好
評
を
博
し
て
い
る
。

ほ
か
に
も
、
多
様
な
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
試
み
が
あ
る
。
た
と
え
ば
オ
ー
ド
県
の
ビ
オ
・
シ
ヴ
ァ
ム
と
い
う
有
機

農
業
普
及
機
関
は
、
二

0
0
二
年
以
降
、
同
県
の
農
業
者
プ
ー
ト
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

I
N
R
A
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
農
業

研
究
所
）
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
存
在
す
る
古
い
品
種
の
ト
マ
ト
を
使
っ
て
、
有
機
農
業
に
よ
る
栽
培

試
験
や
、
そ
の
食
味
試
験
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
国
立
研
究
庁
A
N
R
の
財
政
支
援
を
受
け
て
、

I
N
R
A
と
種
子

企
業
リ
マ
グ
ラ
ン
、
農
協
サ
ヴ
ェ
オ
ル
、
量
販
店
カ
ジ
ノ
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
協
力
し
て
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
研
究
開
発
ク

ラ
ス
タ
ー

(
P
E
I
F
L
)
に
お
い
て
生
産
か
ら
流
通
ま
で
を
含
ん
だ
ト
マ
ト
の
栄
養
的
、
官
能
的
品
質
に
つ
い
て
の
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(
Q
u
a
l
i
t
o
m
f
i
l
)

を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

I
N
R
A
の
モ
ン
ペ
リ
エ
支
所
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
農
村
振
興
に
資
す
る
直
売
の
研
究
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
、
直
売
ト
マ
ト
の
官
能
的
品
質
に
関
す
る
研
究
を
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よ
う
に
な
っ
た
。

上
述
の
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
農
業
と
「
品
質
の
経
済
」
な
い
し
非
物
質
的
蓄
積
体
制
と
対
応
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
二
つ
の
品

種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
を
示
せ
ば
表

3
の
通
り
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

①
品
種
市
場
~
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
品
種
は
均
質
的
で
、
標
準
的
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
一
般
的
に
、
こ
う
し
た
品
種
の
育
種
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
た
め
に
、
多
額
の
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
コ
ス
ト
を
回
収
す
る
た
め
に
も
、
大
量
に
、
か
つ
広
範
に
販
売
で
き
る
よ
う
な
か
ぎ
ら
れ
た
品
種
が
育
成
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
品
種
は
、
農
業
生
産
の
機
械
化
と
化
学
化
に
よ
っ
て
標
準
化
さ
れ
た
生
産
条
件
に
お
い
て
高
い
収
量
を
示
す
。

他
方
、
「
品
質
の
経
済
」
下
で
の
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
有
機
農
業
や
食
品
加
工
専
用
品
種
、
各
種
プ
ラ
ン
ド
や
地

理
的
表
示
産
品
、
農
民
の
自
家
採
種
と
い
っ
た
多
様
な
需
要
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
細
か
く
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
開
発
さ
れ
た
品
種
は
、
製
品
そ
の
も
の
の
差
別
化
の
た
め
の
キ
ー
・
イ
ン
プ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
。

②
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
抵
抗
こ
ノ
オ
ー
ド
主
義
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
収
量
や
食
品
加
工
適
性

を
育
種

H
標
と
す
る
こ
と
で
育
種
専
門
家
と
職
能
団
体
の
あ
い
だ
に
合
意
が
成
立
し
て
お
り
、
ま
た
市
民
社
会
か
ら
の
抵

抗
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

G
M
O
の
よ
う
な
新
し
い
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
は
市
民
社
会
の
関
与
が
み
ら
れ
る

二
つ
の
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

行
っ
て
い
る
。
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表 3 品種イノベーションの二つのレジーム

フォード t義的品種イノベーシ 「品質の経済」 ドの品種イノベーション

ョン 11940年代～70年代前 ’Iだ） (1980年代～）

・均質的、標準的 ・複数の孟要への断片化 11!機関業、食品加丁．専用品
品 •長期の脊種期間 種、ラベルや地理的表小産品、塁民的種fの多様

種 ・規模の経済 竹）、品種を通じた製品弟別化

市 ・遺伝資源喪失のおそれ（病気 ・知期の育種期問（マーカー支援選抜などによる）

場 や気候等の環境変化への脆弱 •学\"I と範囲の経済 市場規模よりもネットワークの

性） 質が収＇災

批 なし。科学者と職能団体とのあ 市民ti会による抵抗。品種イノベーションをめぐる討

判 いだでの選抜II標の交渉 議の開放

・部門的で中央梨権的、 H標を ・部門により集権的に管理されたシェネリソク品質の

調
絞った品種討価 危機 適切な評価基準の断片化、品種の「標準的」

・知識の基礎 牒学的実験 評価への批判、グローバル化経済ドでの利潤追求

軟
・近代技術の占い技術への代替 ・イノベーションの知識t台としてのシミュレーショ

・遺伝的進歩の中央机権的管理 ンモデル化

• GMOとの共｛｛条件の交渉

モ 委任モデル 雰占的イノベーションモデ 分散的な地域イノベーシ

デ ル（シンジェンタ社の商椋 ョンモデル（タルプのイ
ル トマト［クマト」） ンゲン豆など）

・「．業的甚準予測91I能性、収 グローバル経済ドでの T．業 ・家内的基準 仏統、種

贔、純枠性、化学的、機械的 的基準と市場的某準、さら 別性、種fの贈＇）•

企1,・ 投人物との適合、長距離流通 に世論の基準（評判と廂 ・市民社会的基準 環境、

価
への適I，ぶ 標） 地域的特徴、持続性、

基
・市場的基準 育成者にとって 倫理、公平性

の利益、ハイプリッド
準 • di民社会的基準 農業の栄養

的機能、品種市場への国立農

業研究所の投資

・上流から下流への直線的モデ ・ボトムアップ マーケテ ・仲間のあいだでの交換

ル 研究から種f•市場へc 構 ィングを通じたイノベー と参加型イノベーショ

想と実行の分離。 ション構想を企業が管理 ン

過 ・委任モデル イノベーション ・バイテクとゲノムによる ・複数の、分散的で地域

と資源保全がいくつかのセン 標準化（マーカー支援選 的なイノベーションア

程 ターに集中 抜1 クター 地理的表示産

・集権的な委任モデル イ 品、参加利選抜のネッ

ノベーションと保全の集 トワーク

中

地
・準公共財（脊成者権、農業者 ・私有財（ゲノム特許、品 ・地方的公共財

特権） 種特許） ・品種アクターによる栽

位
・農業発展に賓する種子への全 ・工業部門への専用的投人 培

員のアクセス 財

出所） Bonneuil. C., et al., "Innover autrement> La recherche face a l'avenement d'un nouveau 
regime de production et de regulation des saviors en genetique vegetate・・. in Dossier 

de /'environnement de /'JlVRA. no. 30. 2006. p. 42および、 Bonneuil.C.. Thomas. 

F. Genes, Pouvoirs et Profi・ts, Ed. Quae, 2009, p. 133から。
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③
調
整
盆
旧
来
の
レ
ジ
ー
ム
で
は
増
収
を
目
的
に
公
的
研
究
機
関
と
大
規
模
な
種
子
会
社
の
あ
い
だ
で
品
種
改
良
が
作

物
別
に
分
担
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
新
し
い
レ
ジ
ー
ム
に
な
る
と
、
収
量
や
均
質
性
の
ほ
か
に
、
品
種
の
評
価
基
準
が

多
様
化
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
品
種
が
開
発
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
育
種
に
は
、
環
境
の
多
様
性
と
遺
伝
子
型
の
多
様
性
、

栽
培
方
法
の
多
様
性
を
組
み
合
わ
せ
る
た
め
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
化
が
重
要
な
技
術
と
な
っ
た
。

④
評
価
基
準
二
古
い
レ
ジ
ー
ム
で
は
収
量
が
基
本
的
な
評
価
基
準
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
機
械
化
・
化
学
化
、
長
距
離

輸
送
と
の
適
合
性
も
童
要
だ
っ
た
。
新
し
い
レ
ジ
ー
ム
で
は
作
物
の
も
つ
評
判
や
イ
メ
ー
ジ
（
伝
統
的
な
、
ホ
ン
モ
ノ
ら
し

い
品
種
）
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
農
民
間
で
の
種
苗
交
換
や
直
売
と
の
相
性
（
皮
の
柔
ら
か
さ
な
ど
）
を

配
慮
し
た
品
種
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

⑤
過
程
；
古
い
レ
ジ
ー
ム
で
は
公
的
研
究
機
関
や
種
子
会
社
が
品
種
を
研
究
開
発
し
、
農
業
者
は
そ
の
成
果
を
受
け
て

実
際
に
栽
培
す
る
と
い
っ
た
、
構
想
と
実
行
の
分
離
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
遺
伝
資
源
の
保
全
も
い
く
つ
か
の
ジ
ー
ン
・
バ

ン
ク
に
集
中
し
て
い
る
。
新
し
い
レ
ジ
ー
ム
で
は
巨
大
会
社
に
よ
る
消
費
者
調
査
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
通
じ
て
、
消
費

者
が
主
導
す
る
か
に
み
え
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
過
程
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
ー
カ
ー
支
援
選

抜
の
よ
う
な
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
技
術
に
よ
り
有
用
遺
伝
子
を
短
期
間
で
特
定
し
、
育
種
期
間
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
有
機
農
業
品
種
の
農
民
参
加
型
育
種
（
後
述
）
や
地
理
的
表
示
産
品
向
け
の
品

種
の
育
種
の
よ
う
に
地
域
の
ア
ク
タ
ー
に
分
散
さ
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
過
程
も
誕
生
し
て
い
る
。

⑥
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
品
種
の
地
位
こ
古
い
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
品
種
育
成
者
権
と
ペ
ア
を
な
す
農
業
者
特
権
（
農

業
者
は
自
家
採
種
さ
れ
た
種
子
を
農
場
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
品
種
は
準
公
共
財
と
し
て
取
り
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「
品
質
の
経
済
」
下
の
多
様
な
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

つ
ま
り
、
正

扱
わ
れ
て
き
た
。
新
し
い
レ
ジ
ー
ム
で
は
、
品
種
は
特
許
制
度
を
通
じ
て
純
粋
な
私
有
財
へ
変
わ
る
傾
向
に
あ
る
と
と
も

に
、
他
方
で
は
地
方
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
担
い
手
と
し
て
、
地
方
的
公
共
財
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。

反
対
の
性
格
を
も
つ
二
つ
の
タ
イ
プ
の
品
種
が
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
ゲ
ノ
プ
ラ
ン
ト
・
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
孟
現
在
、
育
種
に
か
か
わ
る
多
国
籍
雰
占
企
業
は
積
極
的
に
ゲ
ノ
ム
を
獲
得
し
、

そ
の
解
析
を
進
め
て
い
る
。
解
析
結
果
は

W
T
O
の
知
的
所
有
権
制
度
の
も
と
で
生
物
特
許
と
し
て
強
く
保
護
さ
れ
て
い

る
。
ゲ
ノ
ム
は
育
種
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
、
こ
こ
に
激
し
い
ゲ
ノ
ム
の
獲
得
競
争
が
起
こ
る
。

I
N
R
A
も
、
こ
れ
ら
の
企
業
に
生
物
特
許
を
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
そ
の
育
種
研
究
を

植
物
ゲ
ノ
ム
ヘ
と
シ
フ
ト
さ
せ
、
一
九
九
九
年
に
ゲ
ノ
プ
ラ
ン
ト
を
設
け
た
。
こ
れ
は

I
N
R
A
と
国
立
科
学
研
究
セ
ン

タ
ー

(
C
N
R
S
)
、
開
発
研
究
機
関

(
I
R
D
)
、
国
際
農
業
開
発
セ
ン
タ
ー

(
C
I
R
A
D
)
と
い
っ
た
公
共
研
究
機

関
の
ほ
か
、
農
業
協
同
組
合
系
企
業
ビ
オ
ジ
ェ
ン
マ
と
ロ
ー
ヌ
・
プ
ー
ラ
ン
社
、
ビ
オ
プ
ラ
ン
ト
社
を
統
合
し
た
「
科
学

的
性
格
の
独
立
法
人

(
G
I
S
)
」
で
あ
る
。
公
共
機
関
と
民
間
部
門
の
出
資
比
率
は
半
々
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
公
立
農

業
研
究
機
関
と
職
能
団
体
が
資
金
と
遺
伝
資
源
を
共
有
す
る
こ
と
で
多
国
籍
企
業
主
導
型
の
品
種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
対

抗
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
米
国
の
全
米
作
物
ゲ
ノ
ム
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（
二

0
0
三
＼
〇
五
年
）
の
年
間
予

算
一
一
億
六

0
0
0
万
ド
ル
に
対
し
て
、
ゲ
ノ
プ
ラ
ン
ト
の
そ
れ
は
一
―

0
0
五
年
で
一
―
―

1
0
0
万
ユ
ー
ロ
と
二

0
分
の
一
の

予
算
規
模
で
し
か
な
い
。
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②
農
民
資
本
に
よ
る
生
物
遺
伝
資
源
管
理
二
公
的
研
究
機
関
に
よ
る
ゲ
ノ
ム
研
究
へ
の
シ
フ
ト
は
、
育
種
現
場
に
も
変
化

を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
な
野
菜
大
産
地
の
協
同
組
合
は
、
以
前
に
は

I

N
R
A
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
支
部
に
よ
る
育
種
に
依
存
し
て
い
た
が
、
こ
の
研
究
所
が
基
礎
研
究
に
重
点
を
移
し
た
こ
と
に
よ

り
、
満
足
の
い
く
品
種
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
協
同
組
合
は
み
ず
か
ら
が
共
同
で
所
有
す
る
育
種
関
連
会
社

O
B
S
を
通
じ
て
、
地
域
に
適
し
た
野
菜
の
品
種
を
育
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

O
B
S
は
国
内
発
送
向
け
の
み
な
ら
ず
輸

出
向
け
の
キ
ャ
ベ
ツ
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
の
ほ
か
、
有
機
栽
培
用
の
各
種
野
菜
品
種
、
当
地
の

A
0
c
タ
マ
ネ
ギ
向
け
の
品
種

を
育
成
、
増
殖
し
、
こ
の
地
方
の
野
菜
農
家
の
需
要
に
応
え
て
い
る
。

③
テ
ロ
ワ
ー
ル
の
構
成
要
素
と
し
て
の
遺
伝
資
源
：

A
0
C
や
I
G
P
と
い
っ
た
地
理
的
表
示
産
品
は
、
し
ば
し
ば
在
来

品
種
を
指
定
す
る
。
「
ア
ル
デ
シ
ュ
の
栗
」
の
場
合
、

I
N
R
A
が
育
成
し
、
公
的
機
関
に
よ
り
登
録
さ
れ
、
認
証
さ
れ
た

品
種
を
生
産
者
団
体
が
拒
否
し
た
。
生
産
性
は
高
い
も
の
の
、
在
来
品
種
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し

ろ
遺
伝
資
源
の
ロ
ー
カ
ル
さ
が
製
品
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
生
産
性
の
論
理
よ
り
も
、
む
し
ろ

そ
の
テ
ロ
ワ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
在
来
種
の
ク
リ
に
高
い
付
加
価
値
を
つ
け
よ
う
と
い
う
の
だ
。
さ

ら
に
、
「
ア
ル
デ
シ
ュ
山
」
州
自
然
公
園
と
結
び
つ
け
、
ハ
イ
キ
ン
グ
や
グ
ル
メ
を
テ
ー
マ
と
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
の
連

携
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
希
少
な
在
来
種
の
保
全
と
市
場
的
活
用
が
、
地
理
的
表
示
に
よ
り
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
エ
ス
ペ
レ
ッ
ト
の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
」
は
、
「
バ
ス
ク
地
方
の
在
来
種
ゴ
リ
ア
の
品
種
集
団
に
属
し
、
こ
の
集
団
は
遺
伝

(
9
)
 

的
な
ヘ
テ
ロ
さ
を
示
し
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
頑
強
さ
を
こ
の
作
物
に
与
え
て
い
る
」
。
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有
機
農
業
向
け
参
加
型
育
種
と
農
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容

有
機
農
業
に
関
す
る
欧
州
規
則
―

1
0
九
二
／
九
一
は
、
二

0
0
四
年
以
降
、
有
機
農
業
で
つ
く
ら
れ
た
種
子
し
か
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
た
。
こ
の
規
則
に
よ
り
、
有
機
農
業
向
け
種
子
の
ニ
ッ
チ
市
場
が
成
立
し
た
。
た
と
え
ば
ー

N
R
A
の
出
賓
会
社
の
「
ア
グ
リ
・
オ
ブ
タ
ン
シ
ョ
ン
社
」
は
有
機
農
業
用
品
種
を
い
く
つ
か
育
成
し
て
い
る
。
有
機
農

業
に
は
、
化
学
肥
料
や
農
薬
の
投
人
な
し
に
収
穫
で
き
る
品
種
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
育
種
に
は
地
域
環
境

へ
の
適
応
性
が
必
要
と
な
る
。
従
来
の
遺
伝
研
究
は
、
地
域
環
境
へ
の
適
応
性
を
消
去
し
、
全
国
レ
ベ
ル
で
広
範
に
普
及

す
る
よ
う
な
品
種
開
発
に
多
大
な
労
力
を
つ
ぎ
込
ん
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
有
機
農
業
用
の
品
種
開
発
は
選
抜
戦
略
に

大
幅
な
見
直
し
を
迫
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
有
機
農
業
用
品
種
は
環
境
の
時
間
的
変
化
（
た
と
え
ば
温
暖
化
な

ど
）
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
、
品
種
内
で
の
異
質
性
を
維
持
し
、
遺
伝
子
型
の
時
間
的
可
変
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

有
機
農
業
で
使
用
さ
れ
る
種
苗
は
、
地
域
ご
と
に
異
な
る
環
境
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
開
発
さ
れ
る
の
で
、
大
量
の
販

売
量
を
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
種
苗
会
社
か
ら
み
れ
ば
規
模
の
経
済
を
達
成
し
に
く
い
た
め
に
、
育
種
へ
の
動
機

が
は
た
ら
き
に
く
い
。
そ
こ
で
地
域
の
生
産
者
が
育
種
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
当
該
地
域
に
適
し
た
品
種
育
成
の
た
め
に

重
要
な
要
因
と
な
る
。
そ
の
際
、
育
種
研
究
者
と
農
業
生
産
者
と
の
協
力
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
い
を
検
討
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
遺
伝
資
源
局
B
R
G
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
農
場
と
ジ
ー
ン
・
バ
ン
ク
で

(10) 

の
生
物
多
様
性
の
管
理
手
法
の
補
完
性
の
研
究
」
（
二

0
0
五
1
0
七
年
）
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は

I
N
R
A
の
集
団
遺
伝
学
の
研
究
者
（
ゴ
ド
ラ
ン
ジ
ェ
ー
ル
な
ど
）
や
穀
物
遺
伝
資
源
コ
レ
ク
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シ
ョ
ン
を
管
理
す
る

I
N
R
A
ク
レ
ル
モ
ン
フ
ェ
ラ
ン
支
所
の
担
当
者
、
小
麦
の
在
来
種
の
保
全
と
選
抜
に
関
心
の
あ
る

「
農
民
11

パ
ン
職
人
」
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
。
「
農
民
11

パ
ン
職
人
」
は
、
有
機
農
業
パ
ン
を
製
造
す
る
の
に

適
し
た
有
機
小
麦
を
み
ず
か
ら
栽
培
し
て
い
る
。
科
学
専
門
家
と
農
民
と
を
つ
な
ぎ
、
彼
ら
の
期
待
と
行
動
を
調
整
す
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
品
種
や
品
種
集
団
の
物
質
的
支
え
と
し
て
の
種
子
で
あ
り
、
「
生
物
多
様
性
」
と
い
っ
た
観
念

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
者
と
農
民
は
当
初
、
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。

農
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
品
種
の
多
様
性
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
品
種
の
発
現
型
を
通
じ
て
直
感
的

に
評
価
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
集
団
遺
伝
学
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
遺
伝
子
の
多
様
性
」
を
意
味
し
て
お
り
、

同
一
の
品
種
の
な
か
で
さ
え
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
農
民
に
と
っ
て
「
良
い
小
麦
」
と
は
、
基

準
と
な
る
品
種
の
も
っ
と
も
純
粋
な
コ
ピ
ー
を
示
す
が
、
集
団
遺
伝
学
者
に
と
っ
て
は
良
い
小
麦
と
は
、
環
境
変
化
に
対

し
て
高
い
適
応
力
を
も
つ
小
麦
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
環
境
制
約
に
直
面
し
た
と
き
に
も
っ
と
も
う
ま
く
適
応
し
た

発
現
型
で
あ
り
、
そ
う
し
た
能
力
を
も
つ
集
団
の
遺
伝
学
的
ヘ
テ
ロ
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
有
機
農
業

育
種
に
と
っ
て
は
後
者
の
観
念
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
農
民
と
科
学
者
と
の
出
会
い
は
、
農
民
に
よ
る
栽
培
実
践
を
変
化
さ
せ
た
。
そ
の
変
化
は
、
品
種
に
つ
い
て

の
固
定
的
観
念
を
脱
却
し
、
遺
伝
子
の
流
れ
と
し
て
生
物
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
―

1
0
0
1
―
一
年
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
は
じ
ま
る
以
前
に
は
、
彼
ら
は
品
種
の
混
作
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
誤
っ
て

品
種
が
混
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
と
し
て
拒
絶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
集
団
遺
伝
学
者
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
今
後
、
数
十
年
に
わ
た
り
同
一
の
状
態
で
品
種
を
維
持
す
る
こ
と
が
無
意
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味
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
て
き
た
。
つ
ま
り
、
環
境
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
小
麦
の
進
化
を
展
望
す
る
と
い
う

集
団
遺
伝
学
の
立
場
を
彼
ら
も
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
農
民
の
一
人
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
、
品
種
を
あ
る
が
ま
ま
の
か
た
ち
で
保

全
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
二

0
0
1
―
一
年
以
降
、
別
の
方
法
に
着
手
し
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
内
な
る
苦
悩
を

感
じ
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
自
分
の
小
麦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
わ
た
し
は
イ
ザ
ベ
ル
〔
I
N
R
A
の
集
団
遺
伝
学
者
ゴ
ド
ラ
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
こ
と
〕

に
、
混
作
す
べ
き
か
否
か
、
混
作
す
る
と
ど
う
な
る
か
た
ず
ね
ま
し
た

Q

彼
女
は
「
混
作
も
保
全
の
―
つ
の
方
法
で
す
よ
」

と
言
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
新
し
い
方
法
に
着
手
し
た
の
で
す
。
保
全
よ
り
も
多
様
性
を
向
上
さ
せ

る
方
法
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
あ
る
が
ま
ま
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
保
全
す
る
こ
と
に
、
わ
た
し
の
希
望
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
誰
か
が
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
評
価
し
て
く
れ
る
こ
と
、
こ
の
人
た
ち
が
い
た
る
所
に
わ
た
し
の
小
麦
を

持
っ
て
行
っ
て
く
れ
て
、
こ
の
小
麦
が
ど
こ
か
で
存
在
し
て
い
て
く
れ
る
こ
と
が
、
わ
た
し
の
希
望
な
の
で
す
」
。

生
物
の
進
化
に
つ
い
て
の
集
団
遺
伝
学
的
な
観
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
た
ち
は
安
定
的
で
均
質
的
な

品
種
と
い
う
考
え
を
放
棄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
在
来
種
は
当
該
地
方
で
の
み
栽
培
さ
れ
、
保
全
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
ド
ゥ
ム
ル
ナ
エ
ル
と
ボ
ヌ
ウ
イ
ユ
は
、
参
加
型
育
種
の
登
場
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
農
民
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の

(12) 

変
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
農
民
的
種
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

R
S
P
」
の
な
か
に
、
文
化
遺
産
と

し
て
の
在
来
種
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
保
全
し
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
こ
れ
ら
の
在
来
種
を
地
理
的
に
無
制
限
に
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知
識
や
感
情
に
か
か
わ
る
非
物
質
的
労
働
が
、
現
代
の
資
本
蓄
積
に
お
い
て
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
農
業
・
食
品
部

門
の
蓄
積
と
再
生
産
に
お
い
て
も
、
環
境
や
「
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
」
、
機
能
性
、
地
域
、
社
会
的
公
正
と
い
っ
た
多
様
な
価

値
を
統
合
し
て
農
産
品
や
食
品
を
構
想
す
る
こ
と
が
要
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
育
種
は
、
農
業
・
食
品
の

農
民
に
よ
る
遺
伝
資
源
管
理
の
復
権

流
通
さ
せ
る
こ
と
で
生
物
多
様
性
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
の
、
二
つ
の
異
な
っ
た
傾
向
が
生
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
初
の
潮
流
は
品
種
を
テ
ロ
ワ
ー
ル
と
関
連
づ
け
、
農
業
の
過
去
の
証
言
と
し
て
そ

の
ま
ま
次
冊
代
へ
伝
達
す
る
べ
き
だ
、
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
潮
流
は
、
集
団
の
異
質
性
が
大
き
い
ほ
ど
、

そ
の
環
境
適
応
能
力
は
高
い
、
と
い
う
上
述
の
集
団
遺
伝
学
の
知
見
を
導
入
す
る
。
在
来
種
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
な

く
、
む
し
ろ
栽
培
の
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
進
化
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
農
民
は
異
な
っ

た
品
種
を
並
べ
て
栽
培
し
、
自
然
の
交
配
を
許
す
。
「
も
し
わ
た
し
の
品
種
が
お
互
い
に
交
配
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
わ

(13) 

た
し
は
そ
い
つ
ら
の
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
在
来
種
を
通
じ
た

テ
ロ
ワ
ー
ル
産
品
の
高
付
加
価
値
化
を
志
向
す
る
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」
戦
略
と
は
異
な
る
。
ド
ゥ
ム
ル
ナ
エ
ル
た
ち
は

M
・
オ
ジ
ェ
を
引
用
し
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
は
、
ま
す
ま
す
と
ら
え
よ
う
の
な
く
な
っ
て
い
る
「
空
間
」
に
対
し
て

意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
、
「
ロ
ー
カ
ル
な
こ
と
」
を
製
造
し
が
ち
だ
と
す
る
。
こ
う
し
た
傾
向
と
は
正
反
対
の
、
農
民

た
ち
自
身
に
よ
る
選
抜
ノ
ウ
ハ
ウ
の
獲
得
こ
そ
が
農
民
固
有
の
権
利
に
属
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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新
た
な
レ
ジ
ー
ム
を
確
立
す
る
う
え
で
戦
略
的
な
キ
ー
・
イ
ン
プ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
今

後
は
さ
ら
に
、
食
育
な
ど
の
消
費
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
小
売
店
や
直
売
所
で
の
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
の
構
築
に
か
か

わ
る
労
働
に
つ
い
て
も
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

い
ま
や
大
手
量
販
店
も
、
ホ
ン
モ
ノ
ら
し
さ
の
構
築
に
品
種
が
果
た
す
役
割
に
注
目
し
て
、
「
近
接
性
」
や
テ
ロ
ワ
ー

ル
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
多
様
な
社
会
運
動
が
提
起
し
て

(
M
)
 

き
た
は
ず
の
「
近
接
性
」
や
テ
ロ
ワ
ー
ル
が
、
こ
の
よ
う
な
資
本
に
よ
る
「
回
収
」
を
ま
ぬ
が
れ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
品

種
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
向
か
う
た
め
に
は
、
農
民
た
ち
自
身
に
よ
る
選
抜
ノ
ウ
ハ
ウ
の
奪
還
こ
そ
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

(
l
)

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
基
本
法
（
二

0
0
六
年
一
月
五

H
付
）
は
、
農
産
物
・
食
品
の
品
質
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に

「
品
質
お
よ
び
原
産
地
の
識
別
表
示
」
と
し
て
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
ラ
ベ
ル
ル
ー
ジ
ュ
は
高
級
品
質
を
保
証
し
」
、
「
原
産
地
呼
称

A
0
お
よ
び
地
理
的
表
ポ
保
護
I
G
P
、
伝
統
的
特
性
保
証
A
S
は
、
原
産
地
も
し
く
は
伝
統
と
結
合
し
た
品
質
を
保
証
し
」
、
「
有
機
農
業

表
示
は
環
境
的
品
質
を
保
証
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
ラ
ベ
ル
ル
ー
ジ
ュ
と
は
鶏
肉
や
生
鮮
肉
な
ど
に
多
く
、
決
め
ら
れ
た
製
品

仕
様
に
よ
り
（
た
と
え
ば
家
禽
肉
で
は
八

O
H
間
以

t
の
飼
養
な
ど
）
、
通
常
の
製
品
よ
り
も
高
級
な
品
質
の
も
の
に
与
え
ら
れ
る
。

(
2
)

本
章
は
一
連
の
拙
稿
の
叙
述
に
基
づ
い
て
い
る
。
詳
し
い
内
容
と
文
献
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
須
田
文
明
「
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
地
理
的
表
ホ
産
品
の
高
付
加
価
値
化
|
ー
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
と
コ
ン
ヴ
ァ
ン
シ
オ
ン
理
論
の
展
望
か
ら
」
『
フ
ー
ド
シ
ス
テ

ム
研
究
」
一
七
巻
一
一
号
、
―

1
0
I
 0年
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
有
機
農
業
の
現
状
と
参
加
型
育
種
」
『
関
東
東
海
農
業
経
営
研
究
』
一

0
0

号、

・
I
O
I
0
年
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
作
物
育
種
研
究
の
展
開
］
生
物
多
様
性
の
分
散
的
管
理
の
た
め
に
」
『
総
合
政
策
』
一

0
巻
二

号
、
―

1
0
0
九
年
。

231 9. 作物遺伝資源をめぐる管理の多様性



("") 
G. 

Allaire, 
"L'economie de la 

qualite, 
en ses 

secteurs, ses 
territories 

et 
ses mythes", 

Geographie, 
Economie, Soi

絋

vol. 4, 
no. 2, 

2002, 
pp. 155-180; 

G. 
Allaire, 

"Agriculture", 
in 

R. B
o
y
e
r
 et 

Y. 
Saillard 

(eds.), 
Theorie de 

la 
Regulation: 

l'etat 
des savoirs, 

L
a
 Decouverte, 2002. 

（"S/') 
C
E
S
E
,
 Semences et Recherche: D

e
s
 
Voies d

u
 Progri!s, 

Rapport presente par M
.
 Joseph Giroud, 2009, 

p. 
15. 

(tn) 
C. 

Bonneuil, et 
al., 

"Innover autrement? 
L
a
 recherche face a

 l'avenement d'un n
o
u
v
e
a
u
 regime de production 

et 
de regulation 

des saviors en genetique vegetale", in 
Dossier de l'environnement de l'INRA, no. 30, 

2006, 
pp. 29-50. 

（<.0) 
F. 

Bressoud, 
"Produire 

des 
tomates 

pour des 
circuits 

courts: 
V
e
r
s
 n
o
u
v
e
a
u
x
 criteres 

d'evalutation 
varietale", 

Facsade, no. 29, 
2009. 

（"-) 
E. 

Reynaud, "Segmentation par la 
qualite 

dans Jes 
fruits 

et 
legumes: entre espoirs 

et 
contraintes", 

Ciag, 
I
N
R
A
,
 

2010. 

(oo) 
心
心
ぺ

:
!
!
1
1
0
0
1
＜
母
旦
羊
弐
や
S
悪
出
モ
寄
S
奎
軋
ボ
語
投
1
~
1
く
送
ユ
会
や
'
,
で
心

I~',-
ギ
，
ヽ
ベ
苺

~11-\-l
翌
ユ
会
や
母
心
゜
'
)

Q
 

I~',-
ギ
，
、
K
葉
竺
＋
→

......lヤ
←
ト
出
口

n
,
入

-'J+<l°'1
ゃ
埒
心
゜

1"1~
，ヽ
K
S
=
ト
ヽ

I~
，
ヽ
ギ
S
栄
回
出
ぐ
甜
＃
卜
‘
,

；
；
-
卜
，ヽ

＃
さ
＇
出
入

キ
，
、
土
ギ
S
認

(f$:1~',-ギ
，
ヽ
ペ
案
S
臣
郎

..;::f,-1::-\1~',-ド
‘-'-Q

I
 C'I
や

全
心

゜
出

入
中

r、
土

ギ
呆

や
S

口
←

ギ
;:"'I卜

"
Q
I

02:?-~nt;I:;如
走

全
文
心
ヤ
菜
さ
’
叫
ミ
兵
亡
土
令
出
口

n,
入
&+<lo:!Q~

出
s
埒
▽
全
芸
ボ
ヤ

t-(l'J-'J竺
苔
心
全
や

~t-0
(CESE, op. 

cit.
）゚

(a,) 
-ml

淫
く

0
Q

S
任

<
t
 

・， 
―
'
入

(http:/
/www.pimentdespelette.com)'I I

O
 I

 0
姜

<
m
:
:
:
1
1
1
=
卜
へ
ギ

K
o

（三）
式
←

S
淫
坦

S
感

▽
豆

E.
Demeulenaere, "Agriculteurs et 

chercheurs dans la 
gestion a

 la 
ferme des ressources 

genetiques: d
y
n
a
m
i
q
u
e
s
 d'apprentissage autour de la 

biodiversite", 
in 

B. 
Hervieu et 

B. 
H
u
b
e
r
 (eds.), 

D
e
 l'Etude des 

Soci
雌

s
Rurales a

 la 
Gestion d

u
 Vivant, Ed. 

L'Aube, 2009 ~
,
-
.
心

(：：：：) 
Gaston)(1)--<'11001

く~
I
m
:
:
゜
心
文

......lDemeulenaere,
op. 

cit., 
p. 
89

全
心

S
示
モ
）゚

国
）

E.
Demeulenaere, et 

C. 
Bonneuil,

℃
ultiver la 

biodiversite: 
S
e
m
e
n
c
e
s
 et 

identite 
paysanne", in 

B. 
Hervieu, et 

al., 

tgt 認7媒s'g心S1}4(＜ーロ，へ苺n途



Les M
a
n
d
e
s
 Agricoles en Politique, 

Science Po., 
2010, pp. 73-92. 

(;:'.;) 
ibid., 

p. 
84. 

(~
) 

L
u
c
 Boltanski et 

E
v
e
 Chiapello, L

e
 nouvel esprit d

u
 capitalisme, 

Gallimard, 
1999.

（
＋
令

ll
ぶ

ヤ
壬

至
サ

ミ
栞

至
啜

字

と
製
）

学認唸S囲迄心，〉全如葵迄逗翠年茫｝．6ggt 



コラム⑪

種子の自給率l

日
本
の
食
料
自
給
率
（
供
給
熱
量
ベ
ー
ス
）
が
約
四

0
％
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
国
際
比
較

で
用
い
ら
れ
る
穀
物
自
給
率
（
重
量
ベ
ー
ス
、
二

0
0

七
年
）
に
い
た
っ
て
は
二
八
％
で
あ
り
、
世
界
一
七
七

カ
国
・
地
域
の
う
ち
―
二
四
番
目
、

O
E
C
D
加
盟
国

――
1
0
カ
国
の
う
ち
二
七
番
目
と
い
う
低
さ
で
あ
る
。
他

方
、
農
業
生
産
に
不
可
欠
な
投
入
資
源
で
あ
る
種
子
の

自
給
率
も
ま
た
極
端
に
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
食
料
自
給
率
の
よ
う
な

公
式
デ
ー
タ
が
な
く
、
推
計
値
を
出
す
の
に
必
要
な
基

礎
的
な
統
計
調
査
（
農
水
省
「
野
菜
種
子
生
産
統
計
調

査
」
）
さ
え
も
一
九
九
八
年
を
最
後
に
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。
水
稲
・
麦
・
大
豆
と
い
う
主
要
農
作
物
に
つ
い

て
は
、
国
内
使
用
種
子
に
か
ぎ
り
一

0
0
％
の
自
給
率

と
な
っ
て
い
る
が
、
作
物
生
産
の
自
給
率
が
八

0
％
水

準
で
維
持
さ
れ
て
い
る
野
菜
に
つ
い
て
は
、
国
内
使
用

種
子
の
自
給
率
は
一

0
％
程
度
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い

る
と
さ
れ
る
。
一
九
九
六
年
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
国

内
採
種
量
は
一
三
七

0
ト
ン
（
二
年
後
の
一
九
九
八
年

に
は
七

0
七
ト
ン
ま
で
激
減
）
、
輸
出
量
は
一
三
九
四

ト
ン
、
輸
入
量
は
八

0
0
四
ト
ン
だ
っ
た
。
単
純
に
計

算
し
て
、
当
時
の
野
菜
種
子
自
給
率
（
重
贔
ベ
ー
ス
）

は
約
一
七
％
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
国
内
採

種
基
盤
は
著
し
く
弱
体
化
し
、
全
国
各
地
の
採
種
地
で

は
採
種
農
家
の
高
齢
化
・
後
継
者
不
足
が
深
刻
で
、
国

内
種
苗
会
社
の
多
く
が
海
外
採
種
の
割
合
を
大
幅
に
増

や
し
て
い
る
。
コ
ラ
ム
⑭
で
取
り
上
げ
る
京
野
菜
の
よ

う
な
地
方
在
来
種
で
さ
え
、
裔
業
栽
培
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
海
外
採
種
も
珍
し
く
な
い
。

社
団
法
人
・
農
林
水
産
先
端
技
術
産
業
振
興
セ
ン
タ

ー

(
S
T
A
F
F
)
は
「
わ
が
国
に
お
け
る
野
菜
種
苗

の
安
定
供
給
に
向
け
て
」
と
題
す
る
報
告
書
を
二

0
0

九
年
末
に
発
表
し
た
。
国
内
採
種
に
つ
い
て
は
、
原
種

や
優
良
種
子
の
生
産
、
試
験
採
種
、
海
外
委
託
の
難
し

い
少
量
多
品
目
野
菜
の
種
子
生
産
等
の
用
途
、
あ
る
い

は
遺
伝
資
源
と
し
て
の
価
値
も
あ
る
地
方
在
来
種
の
維

持
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
の
基
盤
強
化
と
公
的
試
験

研
究
機
関
の
役
割
が
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際

に
は
海
外
採
種
を
前
提
と
し
た
種
苗
安
定
供
給
体
制
の

確
保
を
柱
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。

（
久
野
秀
二
）
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コラム⑫

ェコダイエットで地球とつながる l
食卓メニューの面積換算

JACSES「地球にダイエソト」試算

栄姜（約 750kcal) 面積 (mり

洋食 2.13 

パン 0.29 

ステーキ 1.81 

小ポテト 0 02 

コンソメスープ 0.01 

和食 0.87 

ごはん 0.22 

豆腐のみそ汁 0.02 

魚の干物

肉じゃが牛肉 0.60 

ポテト 0 03 

ファストフード 1.42 

ハンバーガー（牛・豚ひき肉） 1.20 

玉ネギ 0.02 

l<ン 0.18 

フライドポテト 0 02 

コーラ

台
所
と
は
、
地
球
（
大
地
）
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ

と
れ
る
重
要
な
場
所
だ
。

こ
れ
か
ら
の
台
所
と
は
、
食
材
を
調
理
す
る
に
あ
た

っ
て
、
た
ん
に
栄
養
評
価
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ど
れ
だ

け
の
距
離
を
移
動
し
て
き
た
か
、
ど
れ
だ
け
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
消
費
し
て
生
産
・
連
搬
さ
れ
た
か
、
ど
れ
だ
け
の

耕
地
面
積
や
水
な
ど
を
必
要
と
し
た
か
、
と
い
っ
た
指

標
で
評
価
し
て
環
境
影
響
を
考
え
る
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な

食
の
あ
り
方
（
エ
コ
ダ
イ
エ
ッ
ト
）
を
重
視
す
る
場
に

な
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

生
産
に
必
要
な
耕
地
面
積
と
い
う
指
標
か
ら
計
算
す

れ
ば
、
た
と
え
ば
現
状
ベ
ー
ス
の
世
界
の
農
耕
地
の
生

産
で
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

大
量
輸
送
・
大
量
消
費
す
る
飽
食
の
食

生
活
（
肉
食
過
多
で
大
量
廃
棄
型
食
生

活
）
を
懺
界
中
の
人
間
が
と
っ
た
場
合
、

大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
世
界
人
口
は
現

状
の
半
分
も
養
う
こ
と
は
難
し
い
。
他

方
、
仮
に
イ
ン
ド
な
ど
の
よ
う
な
菜
食

を
中
心
と
し
た
食
生
活
に
な
れ
ば
、
現

状
を
は
る
か
に
超
え
る
枇
界
人
口
を
養

う
こ
と
が
で
き
る
。

季
節
感
を
忘
れ
、
地
域
の
農
業
を
見

失
い
、
風
士
に
育
ま
れ
た
伝
統
的
な
料

理
や
食
事
の
知
恵
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

不
自
然
な
ク
現
代
的
ク
食
生
活
が
向
か

う
方
向
は
、
自
分
の
健
康
ば
か
り
で
な
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く
、
地
球
の
環
境
に
も
過
大
な
負
荷
を
か
け
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

表
に
示
し
た
と
お
り
、
同
じ
栄
養
（
カ
ロ
リ
ー
）
を

と
る
場
合
で
も
、
食
事
メ
ニ
ュ
ー
と
食
材
に
よ
っ
て
環

境
へ
の
負
荷
（
耕
地
面
積
）
は
大
き
く
変
わ
る
。

食
と
農
を
通
じ
て
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し
が

重
要
だ
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
生
活
を
ス
リ
ム
に
健
康

的
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
外
な
る
環
境
負
荷
を
も
減

ら
し
て
地
球
に
対
す
る
環
境
保
全
と
な
る
エ
コ
ダ
イ
エ

ッ
ト
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
、
こ
う
し
た
消
費
の
あ
り
方

の
再
構
築
こ
そ
、
か
ぎ
ら
れ
た
資
源
・
環
境
の
世
界
の

な
か
で
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
新
し
い

21
世
紀
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
の
で
あ
る
。

（
古
沢
広
祐
）
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食
は
い
う
ま
で
も
な
く
わ
た
し
た
ち
の
日
常
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
た

ち
が
日
々
、
食
べ
て
い
る
と
い
う
も
っ
と
も
甚
本
的
な
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
食

と
農
に
か
か
わ
っ
て
問
題
に
な
る
事
柄
が
、
人
が
生
き
よ
う
と
す
る
素
朴
な
欲
求
と
深
く
絡
ん
で
い
る
こ

と
に
よ
る
。

た
と
え
ば
、
農
薬
の
危
険
性
や
有
機
農
業
の
問
題
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
化
学
な
ど
に
関
す
る
専
門

的
な
議
論
を
と
も
な
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
根
源
的
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
体
の
問
題
で
あ
り
、

わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
農
業
を
営
む
人
の
暮
ら
し

と
健
康
の
問
題
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
、
多
様
な
論
点
が
折
り
重
な
っ
た
農
業
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
向
き
あ
う
う
え
で
必
要
な
こ
と

は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
農
業
生
産
を
、
農
村
に
生
き
る
人
び
と
の
生
活
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
都
市
住
民
が
、
市
場
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
個
別
の
関
係
性
の
な
か
で
、
彼

ら
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
を
も
と
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
が
モ
ノ
と
資
本
の
流
れ
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
考
え
て
み

れ
ば
ご
く
当
た
り
前
の
資
本
主
義
の
原
則
が
、
き
わ
め
て
苛
烈
に
わ
た
し
た
ち
を
覆
う
も
の
だ
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
自
分
の
、
あ
る
い
は
隣
人
の
生
活
を
ど
の
よ
う
に
成
り
立
た
せ
る
の
か
と
い
う
、
さ
さ
や
か
な

問
顆
を
か
え
っ
て
み
え
に
く
く
す
る
思
想
と
経
済
の
潮
流
で
あ
る
。

き
わ
め
て
日
常
的
な
事
柄
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
み
え
に
く
く
な
り
、
時
と
し
て
生
活
実
感
と
は

か
け
離
れ
た
、
抽
象
的
な
対
立
の
契
機
を
も
た
ら
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
わ
た
し
た
ち
は
、
な
ぜ
そ
う
な

る
の
か
を
解
き
明
か
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
や
経
済
と
い
っ
た
マ
ク



口
な
構
造
を
み
る
こ
と
や
、
安
全
や
危
険
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
な
科
学
的
分
析
を
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
話
は
さ
ら
に
専
門
特
化
し
た
迷
宮
に
入
り
込
み
、
か
え
っ
て
わ

た
し
た
ち
が
議
論
す
べ
き
こ
と
が
み
え
に
く
く
な
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。

た
と
え
ば
「
健
康
」
と
い
う
問
題
は
、
と
く
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
健
康
と
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て
望
ま
し
い
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
は
ず
が
、
逆
に
そ
れ
自
体
が
目
的
に
転
化
し
て

し
ま
い
、
わ
た
し
た
ち
を
束
縛
す
る
奇
妙
な
「
食
育
」
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
農
業
政

策
は
、
本
来
な
ら
ば
よ
り
良
い
農
業
の
方
法
や
、
農
業
従
事
者
の
よ
り
良
い
働
き
方
を
導
き
出
す
た
め
の

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
理
性
や
収
益
性
に
関
す
る
複
雑
な
議
論
に
足
を
取
ら
れ
、
本
来
の
目

的
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
専
門
的
な
議
論
は
け
っ
し
て
な
い
が
し
ろ
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
困
難
な
問
題
を
解

く
た
め
に
は
む
し
ろ
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
議
論
が
過
熱
し
た
り
細
分
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
再
び
わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
現
実
や
実
感
に
引
き
戻
す
回
路
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
少
な
く
な
い
。

第

rn部
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
し
て
今
日
の
わ
た
し
た
ち
の
前
に
現
れ
る
、
食
と
農
に
か
か
わ
る

新
し
い
論
点
を
め
ぐ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
現
実
と
つ
な
ぎ
直
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ

に
は
、
健
康
、
安
全
、
食
料
生
産
、
労
働
、
土
地
、
村
と
い
っ
た
、
＿
つ
の
言
葉
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
と

抽
象
的
に
す
ぎ
る
テ
—
マ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
的
で
、
専
門
的
で
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
は
遠

く
感
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
、
ど
う
し
た
ら
自
分
の
手
に
届
く
と
こ
ろ
の
問
顆
と
し
て
置
き
直
す
こ
と

が
で
き
る
か
を
探
っ
て
み
て
ほ
し
い
。



あ
る
日
、

0
1
-
1一
個
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
て
い
て
、
値
段
は
九
八
円
。
タ
イ
産
の
表
示
の
下
に
、
鉦
日
空
輸
便
で
届
く
と
書
い
て
あ

る
。
別
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
メ
キ
シ
コ
産
カ
ボ
チ
ャ
と
ア
ボ
ガ
ド
が
並
ん
で
い
る
。
季
節
を
問
わ
ず
、
遠
距
離
を
世
界
中

か
ら
運
ば
れ
て
く
る
食
材
に
囲
ま
れ
た
わ
た
し
た
ち
の
食
生
活
。
「
信
州
で
天
ぷ
ら
そ
ば
を
食
べ
て
も
、
国
産
は
水
と
ネ

ギ
だ
け
」
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ネ
ギ
さ
え
い
ま
や
外
国
産
（
中
国
）
に
憫
き
か
わ
っ
て
き
た
。
日
本
の
食
料
自
給

率
は
、
熱
鼠
換
算
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）
で
四
割
ほ
ど
、
約
六
割
は
海
外
に
依
存
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

最
近
の
食
料
輸
入
の
中
身
を
み
る
と
、
グ
ル
メ
・
ブ
ー
ム
や
消
費
の
高
級
化
を
反
映
し
た
品

H
構
成
に
な
り
、

0
.
 

ー

ス
ー
パ
ー
の
牛
鮮
野
菜
の

H
玉
商
品
に
出
て
い
る
オ
ク
ラ
を
み
て
驚
い
た
。
食
べ
や
す
そ
う
な
オ
ク
ラ
が
一

食
と
農
の
い
ま
を
問
う

グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
結
び
直
す

1
"本
・
ア
ジ
ア
・
世
界
の
食
と
農
を
考
え
る

一
九
八

古

沢

広

祐
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0
年
代
半
ば
ま
で
第
一
位
を
占
め
て
い
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
エ
ビ
に
置
き
か
わ
る
と
と
も
に
、
一
九
九

0
年
代
後
半
か
ら

=
1
0
0
0
年
代
に
は
、
豚
肉
と
牛
肉
が
首
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
海
外
依
存
度
は
よ
り
高
度
化
し
て
い
る
。
世
界
中

か
ら
や
っ
て
く
る
食
材
を
賞
味
で
き
る
日
本
の
食
卓
の
砿
翌
か
さ
ク
は
、
今
日
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
問
い
直
し
を
迫
ら

飽
食
の
裏
側
で
は
、
多
く
の
矛
盾
が
進
行
し
て
お
り
、
依
存
す
る
海
外
の
現
場
に
お
い
て
は
、
土
地
の
荒
廃
、
水
資
源

の
逼
迫
、
漁
業
資
源
や
地
下
資
源
の
枯
渇
、
大
量
の
化
石
燃
料
消
費
に
よ
る
温
暖
化
の
進
行
な
ど
、
そ
の
持
続
性
に
暗
雲

が
立
ち
は
だ
か
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
経
済
大
国
と
し
て
お
金
に
ま
か
せ
て
世
界
中
か
ら
食
料
を
買
い
あ
さ
っ

て
き
た
日
本
だ
が
、
近
年
は
中
国
や
韓
国
、

A
S
E
A
N
諸
国
や
イ
ン
ド
な
ど
が
台
頭
す
る
な
か
で
、
そ
の
地
位
は
後
退

し
は
じ
め
て
い
る
。
飽
食
と
豊
か
さ
を
謳
歌
し
て
き
た
ヶ
物
質
的
肥
満
国
家
ク
日
本
だ
が
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
世

界
経
済
の
低
迷
下
で
景
気
後
退
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
デ
フ
レ
経
済
や
地
域
経
済
の
衰
退
に
先
行
き
不
安
は
高

ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
や
経
済
が
、
か
つ
て
の
よ
う
な
高
度
成
長
を
謳
歌
す
る
時
代
状
況
か
ら
一
転

し
て
低
成
長
な
い
し
成
熟
社
会
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
過
去
の
幻
影
を
脱
し
て
今
後
は
一
種
の
ク
ス
リ
ム

な
生
活
様
式
ク
に
向
け
た
方
向
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
危
機
で
は
な
く
、
転
機
と
な
り

う
る
可
能
性
の
枇
界
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
転
換
期
を
上
手
に
舵
取
り
で
き
る
か
ど
う
か
、
大
き
な
岐
路

に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
転
換
と
は
、
日
本
の
将
来
を
切
り
開
く
こ
と
を
意

味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
諸
国
や
世
界
の
未
来
を
先
取
り
す
る
試
み
と
し
て
認
識
す
べ
き
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が

れ
て
い
る
。
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わ
れ
る
。

そ
れ
を
食
と
農
の
惟
界
で
み
た
と
き
、
飽
く
な
き
飽
食
や
、
季
節
と
距
離
感
を
忘
れ
た
遠
距
離
輸
送
を
前
提
と
す
る
大

量
消
費
・
廃
棄
（
使
い
捨
て
）
の
生
活
様
式
の
見
直
し
を
意
味
す
る
。
い
ち
早
く
経
済
の
近
代
化
と
物
質
的
豊
か
さ
を
手

に
入
れ
た
日
本
の
わ
た
し
た
ち
が
、
有
限
な
地
球
社
会
に
お
い
て
、
環
境
的
な
適
正
化
と
社
会
的
な
安
定
性
の
道
を
み
い

だ
し
て
真
に
持
続
可
能
な
社
会
へ
と
転
換
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ア
ジ
ア
諸
国
の
将
来
も
ま
た
、
破
局
的
な
危

機
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
、
地
球
市
民
的
な
共
通
の
問
い
直
し

を
い
ち
早
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
現
状
を
み
た
と
き
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
冒
頭
の
日
常

生
活
の
一
こ
ま
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
の
困
難
さ
を
克
服
す
る
た
め
の
―
つ
の
糸
口
と
し
て
、
身
近
な

生
活
に
お
け
る
第
一
歩
を
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
食
卓
の
問
い
直
し
か
ら
は
じ
め
て
み
る
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
だ
と
思

で
き
る
。

「
フ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ズ
」

の
時
代

現
代
と
い
う
時
代
状
況
に
関
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
「
食
と
農
の
文
明
的
危
機
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
根
源
的
な

問
い
か
け
と
長
期
的
な
展
望
を
み
い
だ
す
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
然
へ
の
人
間
の
か
か
わ
り
方
は
、
二

0
世
紀
以

降
ひ
と
き
わ
激
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
そ
れ
は
地
球
環
境
問
題
の
深
刻
化
の
み
な
ら
ず
、
と
く
に
農
や
食
の
世
界
に
お
い
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食
と
農
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
現
代
社
会
に
起
き
て
い
る
異
常
事
態
を
多
少
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
薬
で
表
現
す
る
と

「
フ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
の
時
代
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
宇
宙
に
展
開
さ
れ
る

S

F
映
画
「
ス
タ
ー
・

ウ
ォ
ー
ズ
」
を
比
喩
的
に
取
り
込
ん
だ
表
現
で
あ
る
。
同
名
の
書
籍
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
、
翻
訳
す
る
機
会
を
得

た
の
で
こ
こ
で
一
部
を
簡
潔
に
紹
介
し
よ
う
。
同
書
の
共
著
者
の
一
人
は
「
フ
ー
ド
・
マ
イ
ル
」
の
概
念
を
提
起
し
た
テ

ィ
ム
・
ラ
ン
グ
氏
だ
が
、
問
題
意
識
が
筆
者
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
問
題
提
起
に
耳
を
傾
け
て
み

よヽ
つ。

で
き
な
い
。

そ
の
帰
結
は
、
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、
生
命
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
生
体
組
成
（
遺
伝
子
、
タ
ン
パ
ク
質
）
に
お
い
て
各

種
異
変
現
象
が
生
じ
、
個
人
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
健
康
面
で
問
題
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
よ
り
大
き
な
生
態
系
レ
ベ
ル
で
は

生
物
多
様
性
の
消
失
（
崩
壊
）
が
起
き
て
い
る
。
具
体
的
現
象
と
し
て
は
、
各
種
の
食
物
や
化
学
物
質
に
か
か
わ
る
ア
レ

ル
ギ
ー
現
象
の
ま
ん
延
、
栄
養
的
疾
患
、
悪
性
腫
瘍
（
ガ
ン
）
へ
の
罹
患
の
増
加
、
牛
の

B
S
E
で
顕
在
化
し
た
異
常
プ

リ
オ
ン
に
よ
る
生
物
種
を
超
え
た
感
染
現
象
、
新
種
の
食
中
毒
や
感
染
症
の
脅
威

(
O
I
1
5
7
、
エ
イ
ズ
、

S
A
R
S
、

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
な
ど
が
次
々
と
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
大
き
く
は
人
為
の
自
然
へ
の
過
剰
な
介
人

が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
「
食
と
農
」
を
め
ぐ
る
変
化
と
の
結
び
つ
き
を
見
落
と
す
こ
と
は

は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
も
、
そ
の
変
貌
ぶ
り
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
大
き
く
と
ら
え
る
と
、
科
学
技
術
の
発
展
と
産
業
化
・
商
業
化
の
拡
大
に

よ
っ
て
、
人
工
的
な
介
入
と
改
変
が
急
速
に
進
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
態
系
や
い
の
ち
の
連
鎖
に
璽
大
な
影
響
が
起
き
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人
類
の
歴
史
で
は
比
較
的
最
近
登
場
し
た
大
規
模
な
工
業
的
食
料
供
給
と
食
料
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
空
前
の
人
口
増
加

に
十
分
な
食
料
供
給
と
年
中
便
利
な
加
工
食
品
を
数
多
く
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
だ
が
、
こ
の
近
代
シ
ス
テ
ム
は

生
産
性
の
急
拡
大
の
反
面
で
、
持
続
可
能
性
へ
の
懸
念
や
先
進
国
・
途
上
国
そ
れ
ぞ
れ
に
食
を
め
ぐ
る
危
機
的
状
況
を
進

行
さ
せ
て
い
る
。
大
き
く
は
枇
界
人
口
の
一
割
を
超
え
る
人
び
と
が
飢
餓
に
あ
え
ぐ
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
数
の
過
剰
な
飽
食

と
肥
満
疾
患
の
増
加
、

B
S
E
問
題
か
ら
漁
業
資
源
の
枯
渇
ま
で
環
境
の
異
変
に
か
か
わ
る
諸
問
題
、
遺
伝
子
組
替
え
技

術
の
導
入
、
但
界
的
規
模
で
拡
大
す
る
企
業
（
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
）
支
配
、
不
適
切
な
食
事
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻

な
健
康
問
題
（
心
臓
疾
患
、
ガ
ン
、
肥
満
、
糖
尿
柄
な
ど
）
、
こ
れ
ら
の
間
題
は
、
食
と
農
を
支
え
る
社
会
・
経
済
の
構
造
が

牛
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
書
で
は
、
食
の
未
来
の
形
成
に
お
い
て
、
三
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
生
産
‘E
義
、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
主
義
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

主
義
）
が
攻
め
ぎ
合
い
、
―

1
0
世
紀
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
生
産
主
義
が
一
―
ご
世
紀
に
ど
の
よ
う
な
修
正
と
展
開
に
向

か
う
か
を
考
察
し
て
い
る
。
人
間
の
健
康
を
、
産
業
化
の
な
か
で
科
学
的
な
分
析
手
法
に
よ
っ
て
個
別
的
に
対
応
し
統
合

し
て
い
く
の
か
（
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
主
義
）
、
個
々
人
の
健
康
を
環
境
全
体
と
密
接
に
つ
な
が
る
存
在
と
と
ら
え
て
経
済

的
資
本
・
社
会
的
資
本
・
自
然
資
本
の
再
編
成
と
調
整
（
エ
コ
ロ
ジ
］
主
義
）
に
お
い
て
達
成
を
図
る
の
か
、
重
大
な
岐
路

に
立
つ
と
し
て
い
る
。

人
類
社
会
の
危
機
的
状
況
に
対
し
て
、
「
食
と
農
の
政
策
」
が
重
要
な
鍵
を
に
ぎ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
疾
病
、
不
健
康
、

生
態
系
の
破
壊
の
解
決
に
つ
な
が
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
フ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
と
は
、
食
の
未
来
に
つ
い
て
、
人

び
と
の
心
理
（
精
神
世
界
）
、
市
場
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
の
世
界
、
消
費
者
と
し
て
の
あ
り
方
、
産
業
化
社
会
を
め
ぐ
っ
て
く
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を
助
長
し
て
き
た
と
い
う
。

り
広
げ
ら
れ
る
闘
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
欧
米
を
中
心
に
途
上
国
と
の
関
係
を
視
野
に
人
れ
て
世
界
状
況
が

「
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
食
生
活
指
針
を
め
ぐ
っ
て

同
様
の
問
題
意
識
上
に
あ
っ
て
、
と
く
に
消
費
者
が
食
品
産
業
の
強
い
影
響
下
で
健
康
へ
の
脅
威
に
み
ま
わ
れ
て
い
る

事
態
（
食
牛
活
支
配
の
構
図
）
を
告
発
し
た
最
近
の
書
物
と
し
て
マ
リ
オ
ン
・
ス
ネ
ル
の
『
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
や

ラ
ジ
・
バ
テ
ル
の
『
肥
満
と
飢
餓
』
も
参
考
に
な
る
。

前
者
で
は
、
巨
大
食
品
ビ
ジ
ネ
ス
、
政
治
家
、
栄
養
学
者
が
一
二
位
一
体
と
な
っ
て
形
成
す
る
食
生
活
支
配
の
実
態
を
豊

富
な
資
料
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
栄
養
食
品
学
科
教
授
で
、
『
栄
養
と
健
康
に
関
す
る

公
衆
保
険
局
長
官
報
告
書
』
(
-
九
八
六
年
）
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
過
程
で
、
食
品
業
界
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
を

受
け
た
経
験
を
も
つ
人
物
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
一

0
人
中
六
人
は
標
準
体
重
を
超
過
し
、
約
三
割
が
肥
満
に
陥
っ
て

い
る
。
食
べ
る
贔
を
減
ら
す
、
と
く
に
動
物
性
脂
肪
と
糖
類
の
削
減
は
、
す
で
に
一
九
七

0
年
代
か
ら
警
告
が
発
せ
ら
れ

て
き
た
が
、
食
を
め
ぐ
る
状
況
は
改
善
ど
こ
ろ
か
悪
化
し
て
き
た
。
そ
の
背
後
に
は
強
大
な
食
品
産
業
群
を
は
じ
め
と
す

る
業
界
団
体
が
あ
り
、
そ
の
マ
ス
コ
ミ
な
ど
メ
デ
ィ
ア
ヘ
の
影
響
力
と
政
治
圧
力
が
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
肥
満
症

後
者
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
経
済
下
に
お
い
て
、
肥
満
問
題
の
対
局
に
お
い
て
途
上
国
の
飢
餓
問
題
や
地
域

考
察
さ
れ
て
い
る
。
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経
済
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
化
（
商
品
・
換
金
経
済
へ
の
従
属
）
と
自
給
体
制
崩
壊
が
進
行
す
る
状
況
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
分

析
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
地
域
社
会
（
農
山
村
）
の
衰
退
は
途
上
国
の
飢
餓
や
貧
困
問
題
と
共
通
し
た
現

象
と
し
て
進
行
し
て
お
り
、
い
わ
ば
泄
界
経
済
の
歪
ん
だ
発
展
様
式
の
矛
盾
が
、
食
と
農
の
世
界
に
お
い
て
出
現
し
て
い

る
様
子
が
リ
ア
ル
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
生
活
に

H
を
向
け
る
と
、
健
康
志
向
の
高
ま
り
と
と
も
に
食
と
健
康
に
ま
つ
わ
る
問
題
関
心
が

増
大
し
て
い
る
。
日
本
で
も
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
肥
満
と
健
康
問
題
を
コ
ミ
カ
ル

に
映
画
化
し
た
話
題
作
に
「
ス
ー
パ
ー
サ
イ
ズ
・
ミ
ー
」
が
あ
る
。
「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
朝
、
昼
、
晩
と
一
カ
月
間
食
べ
続

け
た
ら
ど
う
な
る
か
？
」
監
督
み
ず
か
ら
が
人
体
実
験
を
試
み
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
そ
の
様
子
が
克
明
に
記
録

さ
れ
、
典
型
的
な
ア
メ
リ
カ
人
の
食
生
活
が
凝
縮
さ
れ
た
姿
と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
態
は

米
国
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
い
ま
や
途
上
国
を
含
め
て
急
速
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
途
上
国
の
都
市
部
を
中
心

に
近
代
化
の
波
と
と
も
に
、
食
生
活
の
洋
風
化
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
化
が
浸
透
し
、
深
刻
な
栄
養
過
多
と
肥
満
症
が
蔓
延

し
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
九

0
年
代
後
半
、
肥
満
症
に
対
す
る
医
療
費
支
出
が
、
全
保

健
医
療
費
支
出
の
一
二
％
を
占
め
た
と
推
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
間
題
は
近
年
急
速
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
自
体
の
指
摘
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
草
分
け
に
ア
メ
リ
カ
上
院
栄
養
問
題
特
別
委
員
会
の

有
名
な
マ
ク
ガ
バ
ン
報
告
(
-
九
七
七
年
）
が
あ
る
。
こ
の
報
告
は
そ
の
後
、
本
家
の
ア
メ
リ
カ
以
上
に
日
本
を
含
め
世
界

の
栄
養
、
健
康
、
医
学
に
関
す
る
流
れ
に
影
響
を
与
え
た
。
日
本
で
は
、
農
水
省
に
よ
る
「
日
本
型
食
生
活
」
の
提
起
（
一

九
八
0
年
）
や
、
原
生
省
（
現
厚
生
労
働
省
）
に
よ
る
「
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
食
事
指
針
」
(
-
九
八
五
年
）
も
マ
ク
ガ
バ
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食
と
農
に
関
連
し
て
、
よ
り
長
期
的
に
「
持
続
可
能
な
発
展
」
の
視
点
に
立
っ
て
ア
ジ
ア
地
域
の
今
後
を
ど
の
よ
う
に

考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
ア
ジ
ア
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
東
、
東
南
、
南
、
中
東
地
域
な
ど
で
の
差
違

は
非
常
に
大
き
い
。
ま
た
東
南
・
東
ア
ジ
ア
地
域
だ
け
み
て
も
、
た
と
え
ば
島
嶼
地
域
と
大
陸
地
域
と
で
は
、
文
化
•
生

業
形
態
・
交
易
圏
な
ど
で
大
き
く
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
差
違
に
は
触
れ
ず
に
、
か
な
り
抽
象
レ
ベ
ル
で
と
く

に
食
と
農
の
側
面
か
ら
み
た
地
勢
的
特
徴
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

世
界
の
農
業
・
食
料
生
産
の
形
態
に
つ
い
て
、
広
く
歴
史
的
・
地
勢
的
に
み
て
、
ア
ジ
ア
型
農
業
、
欧
州
型
農
業
、
新

大
陸
型
農
業
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
新
大
陸
型
農
業
と
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ブ
ラ

四
食
と
農
か
ら
み
た
ア
ジ
ア
的
枇
界

ン
報
告
の
影
響
下
で
策
定
さ
れ
た
。

現
在
、
世
界
一
の
長
寿
を
誇
る
日
本
で
は
あ
る
が
、
一

0
人
に
一
人
が
糖
尿
病
な
ど
と
い
う
よ
う
に
生
活
習
慣
病
は
深

刻
化
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
楽
観
視
で
き
る
状
況
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
望
ま
し
い
食
生
活
に
向
け
て
「
食
生
活

指
針
」
が
策
定
さ
れ
(
―

1
0
0
0
年
）
、
食
育
基
本
法
の
成
立
(
―

1
0
0
五
年
）
や
「
フ
ー
ド
ガ
イ
ド
」
が
最
近
打
ち
出
さ
れ

た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
だ
が
、
実
際
の
食
生
活
指
針
の
内
容
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

個
別
的
な
栄
養
主
義
に
偏
し
て
お
り
、
食
・
農
・
環
境
を
め
ぐ
る
「
フ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
の
時
代
状
況
を
ふ
ま
え
た
問

題
認
識
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
上
る
こ
と
は
な
い
。
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一
人
が
何
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
広
大
な
農
地
を
粗
放
的
に
経
営

す
る
農
業
形
態
で
あ
る
。
他
方
、
ア
ジ
ア
型
農
業
と
は
、
狭
い
士
地
を
丹
念
に
耕
し
な
が
ら
（
お
お
む
ね
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
）
古
く
か
ら
多
数
の
人
口
を
養
い
文
化
的
蓄
積
を
菫
ね
て
き
た
農
業
形
態
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
欧
州
型
は
中
間

に
位
置
し
て
い
る
。

新
大
陸
型
は
、
植
民
地
的
色
彩
と
無
限
拡
大
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
的
性
格
を
そ
な
え
、
モ
ノ
カ

ル
チ
ャ
ー
（
単
一
栽
培
）
型
で
輸
出
商
品
生
産
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
ア
ジ
ア
型
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自
給
的
な
側

面
を
保
持
し
て
お
り
、
多
数
の
品

H
を
複
合
栽
培
（
土
地
の
多
面
的
利
用
）
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で

概
況
把
握
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
細
か
く
は
タ
イ
の
よ
う
に
コ
メ
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
・
輸
出
志
向
の
強
い
農
業

形
態
も
含
ま
れ
て
は
い
る
。

こ
う
し
た
区
分
け
を
前
提
に
、
時
代
状
況
的
に
は
、
伝
統
ア
ジ
ア
型
か
ら
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
拡
大
志
向
を
も
っ
た
新
大
陸

型
が
、
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
主
役
に
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
地
域
自
体
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

影
響
下
で
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
型
へ
と
変
質
を
迫
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
長
期
的
か
つ
根
源
的
な
視
点
に
立
つ
と
、
再
度
、

伝
統
的
特
性
に
立
ち
戻
っ
た
う
え
で
時
代
の
方
向
性
を
見
定
め
て
い
く
視
点
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
農
業
形
態
の
差
違
に
関
連
し
て
、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
農
業
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
典
味
深
く
述
べ
た
書
物
が

あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
明
治
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
米
国
の
上
壌
学
者

F
•
H

・
キ
ン
グ
が
中
国
、
朝
鮮
、
日

本
の
農
村
と
農
業
を
視
察
し
て
著
し
た
書
物
『
東
ア
ジ
ア
四
千
年
の
永
久
農
業
』
が
あ
る
。
当
時
は
、
農
業
の
近
代
化
が

世
欧
に
お
い
て
い
ち
早
く
進
め
ら
れ
、
広
大
な
農
地
を
粗
放
的
に
単
一
耕
作
し
て
機
械
化
が
発
展
・
普
及
し
は
じ
め
る
時

ジ
ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
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過
去
を
振
り
返
れ
ば
、
つ
い
最
近
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
業
形
態
が
そ
れ
な
り
の
独
自
性
を
保
持
し
て
あ
る
程
度
住

み
分
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
農
業
貿
易
の
拡
大
）
の
流
れ
の
な
か
で
相
互
浸
透
と

市
場
競
争
に
よ
る
再
組
と
組
み
込
み
が
急
速
に
進
ん
だ
。
そ
れ
は
単
一
の
経
済
価
値
評
価
だ
け
で
、
競
争
力
あ
る
も
の
が

他
を
駆
逐
し
て
い
く
現
象
を
冊
界
的
に
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
し
か
し
、
持
続
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
こ
う
し
た
動
き

を
見
直
す
と
、
食
と
農
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
無
限
拡
大
志
向
で
は
な
い
地
域
の
視
点
か
ら
の
問
い
直
し
が
浮
上
し
は

あ
る
。

代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
や
や
も
す
る
と
士
壌
を
酷
使
し
て
土
壌
劣
化
を
招
く
な
ど
非
永
続
的
性
格
を
は
ら
ん
で
い
た
。

他
方
で
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
封
建
制
の
な
ご
り
を
有
し
た
遅
れ
た
伝
統
的
農
業
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
農
業
形
態

は
き
わ
め
て
永
続
可
能
な
シ
ス
テ
ム
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
、
キ
ン
グ
は
着

H
し
た
の
だ
っ
た
。
題
名
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
た
と
え
ば
中
国
に
は
四

0
0
0
年
間
も
水
田
耕
作
を
継
続
的
に
営
ん
で
き
た
農
地
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
へ
の

驚
き
が
示
さ
れ
て
お
り
、
反
面
で
多
く
の
古
代
（
西
欧
）
文
明
が
過
剰
耕
作
な
ど
で
砂
漠
化
や
耕
地
の
劣
化
を
招
い
て
、

永
続
的
な
耕
作
の
維
持
が
難
し
か
っ
た
こ
と
の
反
省
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
書
の
復
刻
版
を
戦
後
ア
メ
リ
カ
で
出
版
し
た

の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
有
機
農
業
の
草
分
け
的
普
及
団
体
「
ロ
デ
イ
ル
・
プ
レ
ス
」
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
イ
ン
ド
に
つ
い
て

も
、
西
欧
諸
国
に
お
い
て
有
機
農
業
の
古
典
と
さ
れ
る
『
農
業
聖
典
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。

こ
う
し
た
例
を
み
て
わ
か
る
の
は
、
環
境
と
資
源
制
約
に
直
面
し
だ
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
型
の
伝
統
農

法
の
特
質
が
再
評
価
さ
れ
だ
し
て
い
る
動
き
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
動
き
は
ま
だ
小
さ
い
動
き
で
あ

り
、
主
流
は
、
あ
く
ま
で
新
大
陸
型
の
大
規
模
・
粗
放
・
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
型
農
業
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
動
き
で

249 10. グローバルとローカルを結び直す



こ
う
し
た
問
い
か
け
の
動
き
は
、
今
日
、
「
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
」
化
に
対
抗
し
て
急
速
に
広
が
り
だ
し
て
い
る
「
ス
ロ
ー

フ
ー
ド
」
運
動
な
ど
に
お
い
て
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
効
率
ば
か
り
の
議
論
で
は
な
く
、
国
土
の
保
全
、

農
業
が
も
つ
地
域
経
済
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
下
支
え
機
能
、
食
文
化
に
象
徴
さ
れ
る
風
士
・
文
化
形
成
な
ど
社
会
的
基
盤

形
成
の
再
評
価
が
起
き
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
地
域
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
維
持
•
発
展
の
璽
要
性
を
喚
起
す
る
多
面

的
価
値
の
議
論
と
も
相
通
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た
世
界
の
三
つ
の
農
業
類
型
の
も
う
―
つ
の
極
で
あ
る
欧
州
に
お
け
る
農
業
政
策
の
動
向
に
お
い
て
も
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
拡
大
競
争
型
と
は
一
線
を
画
し
た
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
維
持
・
保
全
と
い
う
方
向
性
が
提
起
さ
れ

だ
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
で
に
欧
州
で
は
、
条
件
不
利
地
域
や
環
境
保
全
の
た
め
に
農
家
へ
の
直
接
支
払
い

（
所
得
補
償
）
の
政
策
を
い
ち
早
く
導
入
し
て
き
た
。
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
文
明
の
成
熟
化
過
程
を
経
る
な
か
で
、
福
祉

概
念
の
発
展
や
環
境
重
視
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
と
く
に
欧
州
統
合
過
程
に
お
い
て
は
、

各
国
の
地
域
社
会
の
安
定
化
の
た
め
に
、
農
業
・
農
村
の
維
持
が
重
要
な
柱
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
ア
ジ
ア
地
域
は
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
を
は
じ
め
と
し
て
各
国
が
経
済
発
展
過
程
を
歩
み
な
が
ら

相
互
連
携
を
深
め
つ
つ
巨
大
な
経
済
成
長
力
を
胎
動
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
欧
州
と
比
較
し
た
場
合
、
地
理
的
、
歴
史
的
、
さ

五
持
続
可
能
な
ア
ジ
ア
と

H
本

じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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六

ら
に
経
済
発
展
過
程
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
か
つ
て
日
本
が
経
験
し
た
急
速
な
経
済

発
展
に
と
も
な
う
公
害
問
題
や
過
疎
・
過
密
の
弊
害
な
ど
が
、
よ
り
大
規
模
か
つ
深
刻
な
か
た
ち
で
起
き
つ
つ
あ
る
地
域

で
も
あ
る
。
高
齢
化
、
環
境
問
題
、
福
祉
政
鍛
も
、
待
っ
た
な
し
の
課
題
と
し
て
ア
ジ
ア
各
国
の
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。

独
自
性
と
特
異
性
を
も
つ
地
域
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
日
本
の
今
後
の
推
移
が
と
く
に
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い

て
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
つ
状
況
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
に
向
け
て
、

地
域
農
業
の
振
興
、
環
境
の
保
全
、
食
文
化
の
重
要
性
を
積
極
的
に
評
価
す
る
試
み
を
、
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
再
構
築
す
る

こ
と
の
重
要
性
が
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
で
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
る
と
き
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ロ
ー
カ
ル
の
可
能
性
を
ひ
ら
＜
ー
地
域
と
世
界
が
柑
互
交
流
し
あ
う
視
点

現
在
、
持
続
可
能
な
農
業
と
し
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
有
機
農
業
は
、
と
く
に
ア
ジ
ア
地
域
で
は
「
緑
の
革
命
」
の
反
省

か
ら
近
代
農
法
を
見
匝
し
、
伝
統
的
な
農
業
技
術
を
取
り
人
れ
た
試
み
と
し
て
普
及
し
て
き
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
最

近
は
、
野
菜
類
な
ど

H
本
の
有
機
農
家
が
従
来
栽
培
し
て
き
た
産
品
も
開
発
輸
入
の
品
目
に
入
り
だ
し
、
安
価
な
ア
ジ
ア

地
域
の
有
機
農
産
物
が
日
本
の
国
内
産
物
や
農
家
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
時
代
を
迎
え
は
じ
め
て
い
る
。

自
国
内
で
の
流
通
や
地
域
市
場
の
発
展
を
飛
び
越
え
て
農
産
物
を
先
進
国
へ
輸
出
す
る
結
果
、
自
国
民
に
は
食
料
が
行

き
渡
ら
な
い
問
題
（
飢
餓
輸
出
）
、
ま
た
有
機
農
業
本
来
の
多
品
種
栽
培
が
崩
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
問
題
、
さ
ら
に
安
価

な
輸
人
農
産
物
が
先
進
国
の
農
業
を
破
壊
す
る
な
ど
、
有
機
農
業
に
お
い
て
も
従
来
型
の
矛
盾
が
再
現
し
だ
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
試
み
と
し
て
数
年
ほ
ど
前
、
途
上
国
内
に
あ
る
べ
き
流
通
を
確
立
す
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ

ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
の
普
及
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
日
本
有
機
農
業
研
究
会
や
I
F
O
A
M
（
国
際
有
機
農
業

運
動
連
盟
）
ジ
ャ
パ
ン
、

I
F
O
A
M
ア
ジ
ア
の
グ
ル
ー
プ
な
ど
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。

日
本
は
ア
ジ
ア
の
な
か
で
も
有
機
農
業
運
動
の
歴
史
が
長
く
、
と
く
に
産
消
提
携
、
朝
市
、
八
百
屋
、
宅
配
、
共
同
購

入
、
生
協
活
動
な
ど
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
交
流
を
特
徴
と
す
る
地
域
密
着
型
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
発
展
さ
せ
て
き

た
。
ア
ジ
ア
の
有
機
農
業
団
体
か
ら
関
係
者
を
日
本
に
招
き
、
日
本
の
生
産
者
と
消
費
者
が
取
り
組
む
「
提
携
」
や
「
地

産
地
消
」
の
活
動
を
実
地
研
修
し
て
、
有
機
農
業
を
地
域
自
立
や
地
域
社
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
を
図
る
手
法
と

し
て
も
学
び
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
企
画
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
か
ぎ
ら
ず
、
産
消
提
携
に
代
表
さ
れ
る

H
本
独

特
の
運
動
展
開
に
関
し
て
は
、
す
で
に
世
界
の
有
機
農
業
運
動
の
な
か
で
は
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

す
で
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
「
T
E
I
K
E
I
（
提
携
）
」
と
い
う
言
業
も
普
及
し
だ
し
て
い
る
。

同
様
の
事
例
と
し
て
、
日
本
の
国
際
協
力

N
G
O
の
活
動
が
、
海
外
の
農
村
・
農
業
開
発
分
野
で
有
機
農
業
連
動
を
士

台
に
展
開
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
興
味
深
い
事
例
に

J
v
c
（
日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）
タ
イ

に
よ
る
地
場
の
市
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
り
組
み
や
日
・
タ
イ
農
民
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
る
。

タ
イ
東
北
部
（
コ
ン
ケ
ー
ン
県
ポ
ン
郡
）
の
村
で
は
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
用
し
な
い
複
合
農
業
を
は
じ
め
る
と
と
も

に
、
村
人
自
身
に
よ
る
地
場
の
市
場
づ
く
り
が
広
が
り
だ
し
て
い
る
。

J
v
cタ
イ
、
イ
サ
ー
ン
農
村
開
発

N
G
o
連
絡

調
整
委
員
会
（
イ
サ
ー
ン

N
G
O
I
C
O
R
D
)
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
農
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
三
つ
の

N
G
O
が
共
同
で

支
援
し
て
は
じ
ま
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
朝
市
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
は
じ
ま
っ
た
―

1
0
0
0
年
当
時
、
二
地
域
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四
村
だ
っ
た
も
の
が
、
広
域
の
村
々
に
ま
で
広
が
り
だ
し
て
い
る
。
こ
の
活
動
は
、
村
落
レ
ベ
ル
か
ら
近
く
の
町
の
中
心

部
に
ま
で
展
開
し
て
、
有
機
野
菜
の
朝
市
が
開
か
れ
る
こ
と
で
村
と
町
を
結
ぶ
地
域
展
開
も
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
地
域
活

性
化
に
よ
り
出
稼
ぎ
が
減
少
す
る
と
い
っ
た
効
果
や
、
こ
れ
ま
で
排
除
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
女
性
、
子
供
、
年
寄
り
が
朝

市
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
村
の
連
帯
感
が
育
ま
れ
る
と
と
も
に
、
い
ま
ま
で
外
部
に
依
存
し
て
失
っ
て
き
た
地
域
文
化
、

暮
ら
し
の
知
恵
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
タ
イ
の
有
機
農
業
運
動
と
地
場
の
市
場
グ
ル
ー
プ
が
、

J
v
cと
日
本
の
市
民
団

体
の
招
き
で
日
本
の
朝
市
・
直
売
所
の
活
動
や
生
ゴ
ミ
の
堆
肥
化
グ
ル
ー
プ
を
視
察
し
て
、
相
互
交
流
が
生
ま
れ
だ
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
訪
日
の
際
は
、
生
活
協
同
組
合
、
産
消
提
携
、
朝
市
・
直
売
所
、
有
機
農
業
や
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

取
り
組
み
（
埼
玉
県
小
川
町
）
な
ど
を
視
察
し
て
い
る
。

ま
さ
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
農
業
・
農
村
が
匝
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
活
動
が
グ
ロ
ー

バ
ル
な
文
脈
の
な
か
で
意
味
を
も
つ
時
代
と
な
っ
て
い
る
。
持
続
可
能
な
農
業
・
農
村
•
町
・
消
費
者
の
あ
り
方
は
、
南

北
間
の
隔
た
り
を
超
え
て
よ
り
普
遍
的
な
共
通
課
題
（
コ
モ
ン
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）
と
な
り
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
l
)
テ
ィ
ム
・
ラ
ン
グ
／
マ
イ
ケ
ル
・
ヒ
ー
ス
マ
ン
『
フ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ズ

1

食
と
健
康
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
道
』
古
沢
広
祐
•
佐
久

間
智
子
訳
、
コ
モ
ン
ズ
、
二

0
0
九
年
。

(
2
)

マ
リ
オ
ン
・
ス
ネ
ル
『
フ
ー
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
ー
肥
満
社
会
と
食
品
産
業
」
三
宅
真
季
子
・
鈴
木
慎
理
子
訳
、
新
曜
社
、
二

0
0

五
年
。
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(
3
)

ラ
ジ
・
パ
テ
ル
『
肥
満
と
飢
餓
世
界
フ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
不
幸
の
シ
ス
テ
ム
』
佐
久
間
智
子
訳
、
作
品
社
、
―

I
O
I
0
年。

(
4
)

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
レ
イ
ヴ
ィ
ン
編
『
地
球
白
書

2
0
0
2ー

2
0
0
3』
エ
コ
フ
ォ
ー
ラ
ム

21
世
紀
日
本
語
版
監
修
、
家
の
光

協
会
、
二

0
0
二
年
。

(
5
)
F
.
H
・
キ
ン
グ
『
東
ア
ジ
ア
四
千
年
の
永
久
農
業
1

中
国
・
朝
鮮
・
日
本
』
上
下
巻
、
杉
本
俊
朗
訳
、
久
馬
一
剛
・
古
沢
広
祐
解

説
、
農
文
協
、
二

0
0
九
年
（
『
東
亜
四
千
年
の
農
民
』
栗
田
書
店
、
一
九
四
四
年
の
復
刻
版
。
原
著
は

F.
H. King, F
a
r
m
e
r
s
 o
f
 F,
ミ
8

C
e
n
t
u
r
z
g
o
r
pミ
r
mミ
n
e
n
[
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
in 
China, 
K
o
r
e
a
ミ
zd
J
a
p
a
n
で
一
九
―
一
年
に
出
版
さ
れ
た
）
。

(
6
)

ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ワ
ー
ド
『
農
業
聖
典
』
保
田
茂
・
魚
住
道
郎
訳
、
コ
モ
ン
ズ
、
―

1
0
0
1
―
一
年
(
A
l
b
e
r
t
H
o
w
a
r
d
s
,
 A
n
 Agricultual 

Testament, 1
9
4
0
)

。

(
7
)

松
尾
康
範
『
イ
サ
ー
ン
の
百
姓
た
ち
|
|
N
G
o
東
北
タ
イ
活
動
記
』
め
こ
ん
、
―

1
0
0
四
年
。
同
地
域
に
は
、
筆
者
も
学
生
を
連
れ

て―

1
0
0
五
年
、
現
地
調
壺
実
習
に
訪
れ
て
い
る
(
h
t
t
p
:
/＼
kuin.jp¥fur¥index.html)。
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コラム⑬

仮想水とリアルウォーター l

農
産
物
輸
入
は
、
土
と
水
の
輸
入
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
土
で
は
な
く
培
地
と
し
て
ロ
ッ
ク
ウ

ー
ル
を
使
っ
た
り
、
あ
る
い
は
培
地
さ
え
使
わ
ず
に
養

液
の
な
か
で
育
て
た
り
す
る
植
物
工
場
を
除
け
ば
、
ふ

つ
う
の
農
業
生
産
に
は
土
と
水
が
必
要
で
あ
る
。
農
産

物
の
輸
出
国
は
往
々
に
し
て
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
て

無
理
な
増
産
に
走
り
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
土
壌

が
流
出
す
る
と
か
、
地
下
水
を
く
み
上
げ
す
ぎ
て
枯
渇

し
か
ね
な
い
と
か
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
は
農
産
物
輸
出
国
自
身
の
持
続
性
を
弱
体
化
さ
せ
か

ね
な
い
。
つ
ま
り
、
海
外
の
土
と
水
に
頼
っ
て
い
る
日

本
の
食
卓
が
、
農
産
物
輸
出
国
の
環
境
悪
化
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
行
う
と
き
に
、
感
巫
見
的
に
わ
か

り
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
か
、
よ
く
仮
想
水
（
バ
ー
チ
ャ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
）
と
い
う
概
念
が
利
用
さ
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
と
も

と
の
仮
想
水
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

A
・
ア
ラ
ン
が
提
示

し
た
概
念
で
あ
る
。

A
・
ア
ラ
ン
は
、
水
資
源
が
大
変

貴
重
な
中
東
地
域
で
無
理
を
し
て
農
業
生
産
を
す
る
と
、

国
全
体
の
水
収
支
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
た
。

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
水
の
豊
富
な
地
域
で
生
産
さ
れ

た
食
料
、
だ
か
ら
生
産
物
単
位
当
た
り
の
水
コ
ス
ト
が

安
く
つ
く
食
料
を
輸
入
す
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
農
業
生
産
を
止
め
る
こ
と
で
不
要
に
な

っ
た
水
（
仮
想
水
）
を
民
生
や
工
業
生
産
に
転
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
水
を
め
ぐ
る
紛
争
の
危

険
性
が
軽
減
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
A
・
ア
ラ
ン
の
提
唱
を
ふ
ま
え
る
と
、

仮
想
水
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
に
水
資
源
が
逼
迫
し
て
い
て
そ
の
シ
ャ

ド
ー
プ
ラ
イ
ス
が
大
き
い
こ
と
、
第
二
に
農
産
物
の
輸

人
に
よ
っ
て
そ
れ
だ
け
の
量
を
国
内
で
生
産
し
た
場
合

に
必
要
な
溜
漑
水
が
不
要
に
な
る
こ
と
、
第
一
一
一
に
こ
の

不
要
に
な
っ
た
水
に
対
す
る
需
要
の
存
在
が
前
提
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
の
一
二
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
食
料
輸
入
国
に

お
い
て
該
当
す
る
食
料
を
生
産
す
る
と
き
に
必
要
な
水

の
量
が
仮
想
水
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
食
料
を
輸
入
す
る
こ
と
で
ど
れ
だ
け
水
を
節
約
で
き

た
か
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
食
料
生
産
国
（
輸
出
国
）

で
、
消
費
さ
れ
た
水
の
量
で
は
な
い
。
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輸
入
農
産
物
の
生
産
国
で
使
わ
れ
た
水
の
量
は
ウ
ォ

ー
タ
ー
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
（
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
る
）
と
呼
ば
れ
る
。
一
般
に
水
の
輸
入
と

い
う
と
き
に
は
、
こ
の
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

H
本
は
食
料
輸
人
に
と

も
な
っ
て
、
年
間
六
四

0
億
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
を
輸

入
し
て
い
る
と
い
う
計
測
は
後
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、

仮
想
水
の
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し

て
、
こ
の
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
国
内
の
灌
漑
用
水
籠

で
あ
る
年
間
五
七

0
偉
立
方
メ
ー
ト
ル
を
大
き
く
上
匝

っ
て
い
る
と
付
け
加
え
ら
れ
る
の
も
共
通
し
て
い
る
。

そ
の
議
論
は
厳
密
な
意
味
で
い
う
と
、

A
・
ア
ラ
ン

の
仮
想
水
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
輸
入
農
産
物
の
背

後
に
大
量
の
水
（
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
）
が
隠
さ
れ
て

お
り
、
輸
出
国
に
負
荷
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
理
論
的

に
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
味
で
注
目
に
値
す
る
。
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
稲
作
に
水
を
供
給
す
る
オ
ガ
ラ
ラ
帯

水
層
の
減
少
が
深
刻
化
し
て
い
る
現
在
、
安
く
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
米
が
入
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、

資
源
枯
渇
の
環
境
コ
ス
ト
を
ど
う
す
る
の
か
と
問
題
提

起
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
的
な
水
資
源
へ
の
イ
ン

パ
ク
ト
と
い
う
観
点
に
引
き
つ
け
る
と
、
仮
想
水
よ
り

は
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。

仮
想
水
論
の
問
題
は
、
輸
出
国
の
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ

ー
が
生
み
出
す
外
部
不
経
済
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
、

輸
入
国
の
仮
想
水
と
輸
出
国
の
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
分
析
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
輸
入
国

に
お
い
て
、
こ
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
が
マ
イ
ナ
ス
（
仮
想

水
の
ほ
う
が
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
よ
り
も
多
い
か
コ
ス

ト
が
高
い
）
で
あ
れ
ば
、
水
の
収
支
的
に
は
輸
入
が
正

当
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
考
え
は
、
農
産
物
貿
易
自

由
化
の
正
当
化
理
論
と
し
て
も
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
、
水
需
給
が
逼
迫
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

食
料
輸
入
に
よ
っ
て
水
を
節
約
し
て
も
、
需
要
が
な
い

の
で
そ
の
ま
ま
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
う

し
た
場
合
に
は
、
仮
想
水
の
計
算
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

し
か
も
、
水
の
豊
富
な
輸
入
国
で
節
約
さ
れ
た
仮
想
水

を
農
産
物
の
生
産
国
に
輸
出
し
な
い
か
ぎ
り
、
輸
出
国

の
水
不
足
傾
向
に
手
を
貸
す
（
リ
ア
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の

不
足
、
環
境
悪
化
）
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。（

池
上
甲
一
）
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コラム⑭

日本の野菜品種と地方在来種l

日
本
の
野
菜
に
は
、
タ
キ
イ
種
苗
の
桃
太
郎
ト
マ
ト

や
千
両
二
号
ナ
ス
、
向
陽
二
号
ニ
ン
ジ
ン
の
よ
う
な
ロ

ン
グ
セ
ラ
ー
品
種
が
高
い
占
有
率
を
誇
っ
て
い
る
品
目

が
あ
る
。
サ
カ
タ
の
タ
ネ
の
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
・
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
・
ス
ウ
ィ
ー
ト
コ
ー
ン
、
七
宝
の
タ
マ
ネ
ギ
、

埼
玉
原
種
育
成
会
の
キ
ュ
ウ
リ
の
よ
う
に
、
多
く
の
優

良
品
種
を
手
が
け
る
特
定
種
苗
会
社
の
独
壇
場
と
な
っ

て
い
る
品

H
も
あ
る
。
野
菜
種
苗
会
社
の
な
か
に
は
卸

小
売
や
花
舟
に
特
化
し
た
も
の
が
数
多
く
含
ま
れ
、
野

菜
の
育
種
と
採
種
に
携
わ
っ
て
い
る
種
苗
会
社
は
全
国

で一

0
0
社
前
後
と
思
わ
れ
る
（
日
本
種
苗
協
会
の
野

菜
種
子
部
会
は
一
―
七
社
）
。
こ
れ
ら
種
苗
会
社
は
長

年
、
多
収
性
、
安
定
性
、
耐
病
性
、
効
率
性
、
流
通
加

工
適
性
、
良
食
味
性
、
機
能
性
な
ど
を
高
め
る
た
め
の

品
種
改
良
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
日
本
の
野
菜
は
早
い

段
階
か
ら
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化

(
F
l
化
）
が
進
み
、
多

収
性
や
耐
病
性
、
揃
い
の
点
で
利
便
性
が
高
い
だ
け
で

な
く
、
育
種
者
の
権
利
と
経
済
利
益
も
守
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
現
在
で
は
野
菜
の
ほ
と
ん
ど
が

F
1
品
種
で
あ

る
。
そ
の
た
め
農
家
も
園
芸
家
も
栽
培
ご
と
に
種
子
を

購
入
し
て
い
る
。

他
方
、
最
近
は
京
野
菜
や
加
賀
野
菜
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
地
方
野
菜
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
よ
る
地
域
農
業

活
性
化
が
全
国
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
以

降
に
公
的
農
業
試
験
研
究
機
関
に
よ
っ
て
育
成
な
い
し

改
良
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
地
方
伝
統
野
菜
の

多
く
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
（
京
野
菜
の
場
合

は
明
治
期
以
前
の
導
入
が
伝
統
野
菜
認
証
の
条
件
）
に

か
け
て
各
地
の
篤
農
家
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
、
栽
培
農

家
や
生
産
組
合
が
自
家
採
種
・
種
苗
交
換
を
繰
り
返
し

な
が
ら
維
持
し
て
き
た
地
方
在
来
種
で
あ
る
。
商
業
的

に
成
功
し
て
い
る
京
野
菜
で
も
、
み
ず
菜
や
聖
護
院
か

ぶ
の
よ
う
に
生
産
が
全
国
化
し
て
い
る
も
の
、
賀
茂
な

す
や
万
願
寺
と
う
が
ら
し
の
よ
う
に
京
都
府
の
農
業
試

験
研
究
機
関
で
系
統
保
存
と
改
良
が
施
さ
れ
京
都
府
下

で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
き

菜
や
辛
味
大
根
、
鹿
ヶ
谷
か
ぽ
ち
ゃ
な
ど
、
京
都
市
域

の
数
少
な
い
栽
培
農
家
が
代
々
受
け
継
い
で
き
た
在
来

種
の
遺
伝
資
源
を
現
在
で
も
他
出
さ
せ
る
こ
と
な
く
厳

格
に
管
理
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
中
山
間
地
域
を
中
心
に
細
々
と
守
ら
れ
て

き
た
他
府
県
の
伝
統
野
菜
の
多
く
は
、
自
家
採
種
ゆ
え
、
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そ
の
土
地
と
気
候
に
適
し
、
地
方
伝
統
食
と
し
て
の
利

用
に
向
い
た
個
性
的
な
品
種
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

一
方
で
、
耐
病
性
や
栽
培
適
性
な
ど
の
点
で
少
な
か
ら

ず
弱
点
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
高
齢
化
・
後
継
者
不
足

に
悩
む
栽
培
農
家
・
採
種
農
家
だ
け
で
は
維
持
し
き
れ

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
遺
伝
資
源
が
や
が
て
消
失

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
も
生
ま
れ

て
い
る
。
大
阪
府
（
な
に
わ
伝
統
野
菜
）
や
奈
良
県

（
大
和
伝
統
野
菜
）
、
長
野
県
（
信
州
伝
統
野
菜
）
な
ど

す
で
に
一
部
で
取
り
組
み
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
が
、

地
方
自
治
体
と
公
的
試
験
研
究
機
関
を
軸
に
し
な
が
ら
、

そ
の
遺
伝
資
源
の
特
性
と
栽
培
ノ
ウ
ハ
ウ
を
熟
知
し
た

農
家
、
育
種
お
よ
び
採
種
技
術
を
有
す
る
民
間
種
苗
会

社
、
と
く
に
地
域
農
業
に
根
付
い
た
地
方
種
苗
会
社
、

そ
し
て
地
方
伝
統
野
菜
の
ブ
ラ
ン
ド
化
・
高
付
加
価
値

化
と
そ
の
利
用
を
進
め
る
地
元
商
工
会
や
消
費
者
グ
ル

ー
プ
な
ど
が
連
携
し
な
が
ら
、
地
方
在
来
種
の
保
全
と

利
活
用
を
通
じ
た
地
域
農
業
活
性
化
の
さ
ら
な
る
発
展

が
期
待
さ
れ
る
。

（
久
野
秀
二
）
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ー・
ー

結
び
つ
く
朕
療
・
健
康
政
策
と
食
・
農
政
策

あ
な
た
の
腹
囲
は
八
四
セ
ン
チ
で
す
と
言
わ
れ
て
、
ほ
っ
と
す
る
男
性
、
逆
に
、
八
六
セ
ン
チ
だ
っ
た
と
が
っ
く
り
す

る
男
性
。
い
わ
ゆ
る
メ
タ
ボ
検
診
（
特
定
健
康
診
査
•
特
定
保
健
指
導
）
の
と
き
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
光
景
で
あ
る
。
男

性
の
基
準
値
と
さ
れ
た
腹
囲
八
五
セ
ン
チ
を
超
え
る
と
、
内
臓
脂
肪
型
肥
満
と
判
定
さ
れ
て
い
わ
ゆ
る
「
生
活
習
慣
病
」

を
も
っ
て
い
る
か
、
そ
の
予
備
軍
だ
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
ま
わ
り
の
人
た
ち
か
ら
は
、
自
己
管
理
が

で
き
て
い
な
い
人
間
だ
と
白
い
眼
で
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
で
は
健
康
の
つ
も
り
だ
が
、
定
め
ら
れ
て
い
る
基

準
か
ら
す
る
と
病
気
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
不
安
に
も
駆
ら
れ
る
。

二
0
0
1
―
一
年
に
は
健
康
増
進
法
と
い
う
法
律
が
で
き
て
い
る
し
、
そ
の
前
か
ら
「
健
康

H
本
21
」
と
い
う
国
の
政
策
も

推
進
さ
れ
て
い
る
。
生
活
習
慣
病
対
策
は
、
こ
う
し
た
健
康
政
策
の
な
か
で
一
番
重
要
な
も
の
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
生
活
習
慣
病
対
策
と
し
て
は
食
事
、
運
動
、
禁
煙
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
健
康
増
進
法
で
も
基
本
方
針
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
し
、
健
康
日
本
21
の
数
値
目
標
に
も
食
事
や
運
動
に
関
す
る
数
値
目
標
が
事
細
か
に
定
め
ら
れ
て
い

池

上

甲
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W
H
0
の
健
康
概
念

(
2
)
 

こ
の
節
の
タ
イ
ト
ル
「
健
康
と
い
う
幻
想
」
は
、
ル
ネ
・
デ
ュ
ボ
ス
に
よ
る
同
名
の
著
書
に
倣
っ
て
い
る
。
デ
ュ
ボ
ス

は
こ
の
著
書
の
な
か
で
、
「
人
間
が
完
全
な
健
康
と
幸
福
を
手
中
に
お
さ
め
ら
れ
る
と
い
う
妄
想
」
を
も
つ
に
い
た
っ
た

過
程
、
す
な
わ
ち
古
代
か
ら
近
代
科
学
と
医
学
技
術
の
時
代
に
か
け
て
、
人
間
が
継
続
的
に
行
っ
て
き
た
「
健
康
獲
得
」

の
過
程
を
批
判
的
に
解
明
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
健
康
と
病
気
と
は
、
単
な
る
解
剖
学
的
、
生
理
学
的
、
心
理
学
的

属
性
で
は
定
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
本
当
の
尺
度
は
、
自
分
自
身
と
か
れ
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
に
認
め
ら
れ
て
い
る
形
式
で
、

活
動
で
き
る
個
人
の
能
力
で
あ
る
」
と
の
希
望
を
表
明
し
、
「
人
間
が
い
ち
ば
ん
望
む
種
類
の
健
康
は
、
必
ず
し
も
身
体

る。

健
康
と
い
う
幻
想
特
定
健
康
診
介
（
メ
タ
ボ
検
診
）

の
背
景
に
あ
る
も
の

こ
こ
に
、
医
療
↓
健
康
・
保
健
↓
食
と
い
う
一
連
の
つ
な
が
り
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
は
、
日
本
で
は
厚
生

行
政
の
持
ち
分
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
食
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
生
産
側
面
と
し
て
の
農
林
水
産

業
と
食
品
産
業
、
お
よ
び
流
通
産
業
が
存
在
し
て
い
る
。
食
料
の
生
産
・
流
通
・
加
工
・
販
売
↓
食
と
い
う
つ
な
が
り
で

あ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
は
甚
本
的
に
農
業
行
政
の
管
轄
範
囲
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
と
す
る
と
、
同
じ
食
に
向
か
っ
て

厚
生
行
政
と
農
業
行
政
が
逆
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
で
向
か
い
あ
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
で
は
、
逆
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
広
い
視
野
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。
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的
活
力
と
健
康
感
に
あ
ふ
れ
た
状
態
で
は
な
い
し
、
…
…
各
個
人
が
自
分
の
た
め
に
つ
く
っ
た

H
標
に
到
達
す
る
の
に
い

ち
ば
ん
適
し
た
状
態
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
。

し
か
し
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
は
デ
ュ
ボ
ス
の
定
義
す
る
よ
う
な
個
人
の
能
力
と
し
て
の
健
康
で
は
な
く
、
社
会
的
に

画
一
化
さ
れ
た
健
康
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
い
か
に
抜
け
出
し
て
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
健
康
を
手
中
に

お
さ
め
る
権
利
を
確
保
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
の
節
で
は
ま
ず
近
代
的
な
「
健
康
」
概

念
の
基
礎
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
世
界
保
健
機
関

(
W
H
o
)
の
定
義
と
そ
の
変
化
を
整
理
し
、
次
に
現
代
日
本
の
健
康

概
念
を
よ
く
示
し
て
い
る
メ
タ
ボ
検
診
の
論
理
構
造
と
特
徴
を
考
察
し
よ
う
。

健
康
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
一
九
四
六
年
に
署
名
さ
れ
た
世
界
保
健
機
関
憲
章
の

前
文
に
記
さ
れ
た

W
H
O
の
健
康
概
念
が
参
照
さ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
影
響
力
を
も
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
完
全
な
肉
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
福
祉
の
状
態
で
あ
り
、
単
に
疾
病
又
は
病
弱
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
い

(
H
e
a
l
t
h
 
is 
a
 state 
of c
o
m
p
l
e
t
e
 p
h
y
s
i
c
a
l
`
m
e
n
t
a
l
 a
n
d
 social 
w
e
l
l
'
b
e
i
n
g
 a
n
d
 n
o
t
 m
e
r
e
l
y
 t
h
e
 a
b
s
e
n
c
e
 of d
i
s
e
a
s
e
 

(
7
)
 

o
r
 infirmity)
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

W
H
o
憲
章
前
文
は
さ
ら
に
、
「
最
高
水
準
の
健
康
に
恵
ま
れ
る
こ
と

(the
h
i
g
h
e
s
t
 

attainable 
s
t
a
n
d
a
r
d
 of h
e
a
l
t
h
)

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
の
基
本
的
人
権
の
ひ
と
つ
で
」
、
「
健
康
を
完
全
に
達
成

す
る

(the
fullest 
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
 of health)

た
め
に
は
、
医
学
、
心
理
学
や
関
連
す
る
学
問
の
恩
恵
を
す
べ
て
の
人
々
に

(
8
)
 

広
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
」
と
の
見
解
を
披
露
し
て
い
る
。

大
変
格
調
高
い
文
章
で
高
邁
な
目
的
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
健
康
概
念
に
は
多
く

の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
と
く
に
、

"
c
o
m
p
l
e
t
e
p
h
y
s
i
c
a
l
`
m
e
n
t
a
l
 a
n
d
 social 
w
e
l
l
,
b
e
i
n
g
'
｀
の
部
分
を
め
ぐ
る
理
解
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が
議
論
を
集
め
た
。
「
完
全
な
」
と
い
う
よ
う
な
大
変
規
範
的
な
用
語
の
問
題
性
の
ほ
か
に
、
「
社
会
的
」
に
「
完
全
」
で

(9) 

あ
る
こ
と
を
課
す
る
道
筋
を
開
く
危
険
性
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
の
ヘ
ル
ス
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
オ
タ
ワ
憲
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
意
識
し
た
の
か
、
そ
の

定
義
か
ら
は
「
完
全
」
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
達
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
残
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
子
ど
も

の
出
生
前
診
断
や
遺
伝
子
診
断
な
ど
に
よ
っ
て
、
親
が
（
そ
の
実
は
社
会
が
）
望
ま
な
い
子
ど
も
を
産
ま
な
い
選
択
を
す

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
産
ま
な
い
選
択
を
奨
励
す
る
と
か
の
よ
う
に
、
生
命
の
恣
意
的
な
操
作
が
強
化

さ
れ
る
危
険
性
が
大
き
く
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
W
H
O
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
「
健
康
」
を
「
完
全
」
と
結
び
つ
け
る

思
考
が
「
社
会
」
の
方
向
性
を
形
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
社
会
」
の
方
向
性
が
政
策
や
そ
の
具
体
的
施
策
へ
と
つ

(10) 

な
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

メ
タ
ボ
検
診
の
政
策
意
図
と
本
質
的
な
問
題
性

こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
弱
ま
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

メ
タ
ボ
検
診
は
、

こ
の
間
題
を
考
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
好
例
で
あ
る
。
メ
タ
ボ
検
診
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
四
〇
＼
七
四
歳
の

成
人
を
対
象
に
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
の
有
無
を
検
究
し
、
そ
の
該
当
者
と
予
備
軍
を
選

び
出
し
て
、
保
健
士
や
管
理
栄
蓑
士
の
保
健
指
導
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

は
内
臓
脂
肪
型
肥
満
に
高
血
糖
、
高
脂
血
症
、
高
血
圧
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
生
活
習
慣
病
」
が
複
合
し
て
い
る
状
態
と
し

て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
該
当
者
は
、
心
疾
患
や
脳
卒
中
の
よ
う
な
循
環
器
系
の
病
気
、
あ
る
い
は
糖
尿
病
に
か
か
る
リ
ス
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ク
が
高
く
な
る
の
で
、
検
査
を
し
て
早
期
に
そ
の
リ
ス
ク
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
検
診
の
内
容
は
こ
の
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
内
臓
脂
肪
型
肥
満
を
み
る
た
め
の
腹
囲
の
測
定
と
血

圧
・
血
液
検
介
か
ら
な
る
。
腹
囲
が
基
準
値
（
男
八
五
セ
ン
チ
、
女
九
0
セ
ン
チ
）
を
上
回
る
（
必
須
条
件
）
か
、

B
M
I
が

―
一
五
以
上
の
場
合
に
、
血
圧
、
血
糖
、
脂
質
（
中
性
脂
肪
お
よ
び

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
、
喫
煙
習
慣
の
な
か
で
基
準
を

超
え
る
項

H
が
二
つ
以
上
あ
る
と
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
判
断
さ
れ
、
特
定
健
康
指
導
（
積
極
的
支
援
）
の
対

象
と
な
る
。
こ
れ
に
該
当
し
な
く
て
も
、
腹
囲
ま
た
は

B
M
ー
に
加
え
て
、
ほ
か
の
項

H
が
―
つ
あ
て
は
ま
る
と
い
わ
ば

予
備
軍
と
し
て
特
定
健
康
指
導
（
動
機
付
け
支
援
）
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
眼

H
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

原
因
が
生
活
習
慣
、
と
り
わ
け
脂
質
過
多
の
食
生
活
や
運
動
不
足
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
「
不

健
康
」
な
生
活
習
慣
を
あ
ら
た
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

実
際
に
は
、

メ
タ
ボ
検
診
の
政
策
的
意
図
を
説
明
す
る
と
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

メ
タ
ボ
検
診
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
腹
囲
を
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
判
定
の
必
須
条
件
と
す
る
こ
と
に
は
科
学
的
有
効
性
が
な
い
と
い
う
研
究
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
日
本
が
依
拠
し
て
き
た
国
際
糖
尿
病
連
合

(
I
D
F
)
も
ほ
か
の
機
関
と
歩
調
を
あ
わ
せ
、
ア
メ
リ
カ
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
N
C
E
P
)
の
基
準
に
近
づ
け
て
、
腹
囲
、
中
性
脂
肪
、

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
な
ど
五

項
目
の
う
ち
で
三
項
目
が
該
当
す
れ
ば
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
該
当
す
る
と
い
う
国
際
統
一
基
準
を
作
成
し
て

い
る
。医

学
的
な
見
地
か
ら
の
批
判
は
こ
れ
く
ら
い
に
と
ど
め
、
こ
こ
か
ら
は
メ
タ
ボ
検
診
の
論
理
に
み
ら
れ
る
本
質
的
な
問
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メ
タ
ボ
検
診
は
、
そ
う
し
た
ヘ
ル
シ
ズ
ム

（
健
康
主
義
）
を
か
ぎ
り
な
く
助
長
す
る
。
人
間
は
み
ん
な
、
健
康
で
あ
り

題
を
考
え
て
み
た
い
。
最
大
の
間
題
は
「
有
病
者
」
の
創
出
と
そ
の
社
会
的
排
除
に
あ
る
。
メ
タ
ボ
検
診
が
導
入
さ
れ
た

こ
ろ
、
し
ば
し
ば
「
メ
タ
ボ
狩
り
」
と
い
う
表
現
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
た
。
大
変
嫌
な
語
感
を
も
つ
言
薬
だ
が
、
そ
れ

は
メ
タ
ボ
検
診
の
本
質
を
突
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
メ
タ
ボ
検
診
は
、
医
学
的
に
も
疑
問
の
出
さ
れ
て
い
る
腹
囲
基

準
に
よ
っ
て
「
病
気
」
を
機
械
的
に
判
定
し
、
「
有
病
者
」
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
し
か
も
、
食
生
活
や
運

動
と
い
う
日
常
生
活
が
そ
の
「
病
気
」
の
原
因
な
の
で
、
食
生
活
の
は
し
ば
し
ま
で
生
活
指
導
の
対
象
に
据
え
ら
れ
て
し

ま
う
。
「
有
病
者
」
は
自
己
管
理
が
で
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
指
導
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
症
状
に
改
善
が
み
ら
れ
な
け
れ
ば
、
「
自
己
責
任
」
を
果
た
せ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
社
会
的
に

白
眼
視
さ
れ
か
ね
な
い
。
加
え
て
、
腹
囲
碁
準
は
単
純
で
、
外
観
上
も
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
そ
れ
が
社
会
的

圧
力
、
監
視
と
い
う
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。

そ
う
し
た
危
険
性
が
わ
が
身
に
降
り
か
か
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
人
び
と
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
更
で
は
な
く
、

健
康
食
品
に
手
を
伸
ば
し
て
、
も
っ
と
手
っ
取
り
早
く
も
っ
と
効
率
的
に
腹
囲
を
減
ら
そ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
市
場
に

は
、
栄
養
機
能
食
品
、
特
定
保
健
用
食
品
、
健
康
補
助
食
品
な
ど
の
認
定
を
受
け
た
健
康
食
品
や
、
規
制
対
象
と
は
な
っ

て
い
な
い
ダ
イ
エ
ッ
ト
商
品
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
誰
し
も
健
康
に
は
高
い
優
先
度
を
与
え
て
い
る
し
、
メ
タ
ボ
狩
り
の
対

象
に
な
る
こ
と
も
避
け
た
い
の
で
、
少
々
高
額
で
も
購
入
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
つ
ね
に
不
安
が
つ
き
ま

と
う
の
で
、
新
し
い
商
品
に
次
々
と
飛
び
つ
く
。
こ
の
行
動
様
式
は
、
ま
さ
に
W
H
O
の
定
義
し
た
「
完
全
な
健
康
」
の

追
求
と
び
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
。
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た
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
健
康
と
は
何
か
と
考
え
だ
す
と
際
限
が
な
い
。
完
全
に
肉
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
に

良
好
な
状
態
と
い
わ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
状
態
が
良
好
な
の
か
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
健
康
で
は
な
い
状
態
を

引
き
起
こ
す
も
の
、
つ
ま
り
健
康
リ
ス
ク
を
減
ら
す
、
で
き
れ
ば
な
く
し
た
い
と
い
う
志
向
に
傾
き
が
ち
と
な
る
。
「
ょ

(13) 

り
健
康
な
状
態
を

H
指
そ
う
と
す
る
と
、
異
常
の
範
囲
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
…
…
異
常
の
細
分
化
が
進
む
」
。
大
き
な
汚

れ
（
シ
ミ
）
を
消
し
去
る
と
、
次
に
小
さ
な
シ
ミ
が
気
に
な
り
、
そ
れ
を
消
す
と
も
っ
と
小
さ
な
シ
ミ
が
気
に
か
か
る
。

こ
う
し
て
、
完
全
な
健
康
は
、
砂
漠
の
蜃
気
楼
の
よ
う
に
つ
い
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
目
標
に
転
化
す
る
。
こ
こ
に
、

絶
え
ざ
る
健
康
不
安
が
生
み
出
さ
れ
、
健
康
不
安
を
と
も
な
う
健
康
社
会
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

健
康
増
進
法
の
論
理
と
健
康
の
義
務
化

健
康
診
断
制
度
の
変
化

今
も
昔
も
た
母
年
四
月
か
五
月
に
な
る
と
、
自
治
体
で
は
健
康
診
断
事
業
と
し
て
住
民
検
診
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
―

0
0
七
年
度
ま
で
と
二

0
0
八
年
度
以
降
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
―

1
0
0
八
年
度
か
ら
は
、
二

0
0
二
年
に
制
定
さ

れ
た
健
康
増
進
法
に
も
と
づ
い
て
前
の
節
で
述
べ
た
メ
タ
ボ
検
診
が
導
入
さ
れ
、
健
康
診
断
事
業
が
組
み
直
さ
れ
た
か
ら

(14) 

で
あ
る
。
旧
制
度
で
は
身
長
体
璽
測
定
や
、
尿
検
在
、
血
圧
、
血
液
検
壺
な
ど
と
と
も
に
、
ガ
ン
検
診
を
同
時
に
実
施
す

る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
新
制
度
で
は
健
康
増
進
法
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
と
し
て
の
メ
タ
ボ
検
診
と
は
別
に
実
施
さ

れ
る
。
腹
囲
の
測
定
が
必
須
の
検
杏
項
且
と
し
て
追
加
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
ま
た
メ
タ
ボ
検
診
は
医
療

265 11. 結びつく医療・健康政策と食・農政策



(15) 

も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
医
療
保
険
者
に
メ
タ
ボ
検
診
の
実
施
を
義
務
づ
け
、
し
か
も
目
標
値
を
達
成
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
点
に
あ
る
。
目
標
値
と
し
て
は
、
二

0
1
1
0
年
度
ま
で
に
受
診
率
六

五
％
、
保
健
指
導
実
施
率
四
五
％
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
・
予
備
軍
の
一

0
％
減
少
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
目
標
に
達
し
な
い
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
自
己
負
担
割
合
が
最
大
一

0
％
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
医
療
保
険
者
は
加
入
者
や
住
民
に
対
し
て
メ
タ
ボ
検
診
の
受
診
を
強
く
訴
え
か
け
て
き
た
。

し
か
し
厚
生
労
働
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
―

1
0
0
九
年
度
の
実
績
は
受
診
率
が
四

0
・
五
％
、
保
健
指
導
の
実
施
率
が

約
一
三
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、
目
標
逹
成
は
か
な
り
難
し
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
医
療
保
険
者
が

財
政
悪
化
を
避
け
る
た
め
に
、
保
険
料
を
値
上
げ
し
た
り
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
低
下
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
も
そ
も
、
メ
タ
ボ
検
診
に
よ
る
健
康
診
断
制
度
の
変
更
は
、
生
活
習
慣
病
を
抑
制
し
、
医
療
保
険
の
国
庫
負
担
を
減
ら

す
こ
と
を

H
的
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
保
険
者
の
負
担
が
増
大
し
て
医
療
保
険
制
度
が
崩
れ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
と
い
う
事
態
さ
え
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
大
き
な
問
題
は
、
メ
タ
ボ
検
診
へ
の
拘
泥
が
医
療
・
健
康
政
策
を
ゆ
が
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
医
療

政
策
と
し
て
重
点
を
お
く
べ
き
死
因
ト
ッ
プ
の
ガ
ン
対
策
の
位
骰
づ
け
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
死
因
別

の
死
亡
率
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
図
l
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
か
つ
て
死
因
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
結
核
は
大
き
く
減
少
し
、

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

第皿部 食と農の新しい局面

保
険
者
ご
と
に
受
診
す
る
の
が
原
則
な
の
で
、
企
業
の
健
保
組
合
や
共
済
組
合
の
扶
養
家
族
は
、
保
険
者
の
指
定
す
る
医

療
機
関
で
受
診
す
る
こ
と
に
な
り
、
旧
制
度
の
よ
う
に
国
民
保
険
の
加
入
者
と
一
緒
に
地
元
自
治
体
の
行
う
検
診
を
受
け
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か
わ
り
に
ガ
ン
が
他
を
大
き
く
引
き
離
し
て
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
て
い
る
。
そ

の
次
に
メ
タ
ボ
検
診
が
日
の
敵
に
し
て
い
る
心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
が
続
い

て
い
る
。
た
だ
し
、
脳
血
管
疾
患
は
横
ば
い
か
ら
微
減
に
転
じ
て
い
る
し
、

糖
尿
病
に
よ
る
死
亡
率
は
人
ロ
一

0
万
人
当
た
り
一
一
人
と
い
う
低
水
準
で

あ
る
。
死
に
い
た
る
病
気
を
防
ぐ
こ
と
が
医
療
・
健
康
政
策
の

H
標
な
ら
ば
、

最
大
の
焦
点
は
ガ
ン
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
メ
タ

ボ
検
診
は
保
険
者
に
義
務
づ
け
る
一
方
で
、
ガ
ン
検
診
は
別
建
て
に
な
っ
て

い
る
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
、
メ
タ
ボ
対
策
に
重
点
を
お
く
の
だ
ろ
う
か
。
答

え
の
ヒ
ン
ト
は
健
康
増
進
法
に
あ
る
。

権
利
と
し
て
の
健
康
か
ら
義
務
と
し
て
の
健
康
へ
健
康
増
進
法
の
論
理

健
康
が
、
食
と
並
ん
で
基
本
的
生
存
権
の
一
部
を
な
す
と
い
う
考
え
方
は
、

一
九
四
八
年
の
憔
界
人
権
宣
言
に
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
で
き
る
。
詞
一
一
五
条

は
「
す
べ
て
人
は
、
衣
食
住
、
医
療
及
び
必
要
な
社
会
的
施
設
等
に
よ
り
、

自
己
及
び
家
族
の
健
康
及
び
福
祉
に
十
分
な
生
活
水
準
を
保
持
す
る
権
利
並

び
に
失
業
、
疾
病
、
心
身
障
害
、
配
偶
者
の
死
亡
、
老
齢
そ
の
他
不
可
抗
力

に
よ
る
生
活
不
能
の
場
合
は
、
保
障
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
高
ら
か
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に
う
た
っ
た
。
問
題
点
の
多
い

W
H
O
の
健
康
概
念
も
、
誰
で
も
が
「
完
全
な
健
康
」
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
社
会
制
度

の
整
備
を
求
め
る
た
め
の
権
利
の
源
泉
と
し
て
行
使
す
る
場
合
に
は
有
力
な
手
段
に
な
り
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
健
康
増
進
法
の
論
理
は
こ
う
し
た
権
利
と
し
て
の
健
康
を
義
務
と
し
て
の
健
康
に
転
換
し
て
し
ま
う
危
険

性
を
内
包
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
近
代
社
会
が
健
康
政
策
や
医
療
政
策
を
通
じ
て
、
人
び
と
に
健
康
制
度
を
提
供
し
て

き
た
の
は
、
産
業
社
会
の
な
か
で
組
織
化
さ
れ
た
労
働
力
と
し
て
社
会
的
役
割
を
果
た
し
う
る
よ
う
に
身
体
的
・
精
神
的

(18) 

な
健
康
水
準
を
一
定
に
保
つ
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
人
び
と
の
生
活
向
上
が
一
義
的
な

H
標
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
整
備
さ
れ
た
上
下
水
道
や
中
毒
を
起
こ
さ
な
い
食
品
の
販
売
な
ど
は
人
び
と
の
厚
生
水
準
を
高

め
る
よ
う
に
作
用
し
た
し
、
権
利
と
し
て
の
健
康
の
要
求
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
権
利

と
し
て
の
健
康
を
、
義
務
と
し
て
の
健
康
に
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
の
が
健
康
増
進
法
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
責
務
（
第
三
条
）
に
先
立
つ
第
二
条
で
「
国

民
の
責
務
」
を
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
条
で
は
、
「
国
民
は
、
健
康
な
生
活
習
慣
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
と
理
解

を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
健
康
の
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
す
る
。
し
か
も
、
国
や
地
上
公
共
団
体
の
責
務
は
「
健
康
の
増
進
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
」
や
、
健
康
増

進
事
業
者
（
医
療
保
険
者
な
ど
）
に
「
必
要
な
技
術
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
て
い
る
の
は
「
健
康
増
進
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
健
康
増
進
」
と
い
う
発
想
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
的
（
あ
る
い
は
東
洋
的

な
）
発
想
で
は
、
健
康
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
維
持
に
努
め
る
べ
き
（
養
生
す
る
）
も
の
で
「
増
進
」
で
き
る
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よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(19) 

い
わ
ゆ
る
「
食
育
」
の
起
源
と
し
て
言
及
さ
れ
る
石
塚
左
玄
も
食
養
生
を
主
張
し
て
い
た

ふ

た

き

け

ん

ぞ

う

ゆ

き

か

ず

し
、
の
ち
に
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
を
広
め
る
こ
と
と
な
っ
た
一
一
木
謙
―
―
一
や
桜
沢
如
一
た
ち
も
自
然
食
を
ベ
ー
ス
と
す
る

食
養
生
を
追
求
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
考
え
る
と
、
健
康
増
進
と
い
う
発
想
は
か
な
り
近
代
的
な
進
歩
主
義
に
碁
礎
を

お
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
起
源
を
探
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
現
在
の
健
康
政
策
に
引
き
つ
け
る
と
、
健
康
増
進
と
い
う
発
想
が

広
が
っ
て
い
く
の
は
、
「
成
人
病
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
「
生
活
習
恨
病
」
に
収
敏
し
て
い
く
過
程
と
重
な

り
あ
っ
て
い
る
。
成
人
病
は
一
九
五
七
年
に
厚
生
省
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
。
結
核
に
代
表
さ
れ
る
感
染
症
対

策
に
め
ど
が
つ
き
は
じ
め
、
医
療
の
主
要
な
関
心
分
野
か
ら
後
退
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
「
成
人
病
は
、
原
因
を
取

り
除
け
ば
治
療
や
予
防
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
…
•
•
•
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
が
成
人
病
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
…
…

6
0年
代

(20) 

〔
一
九
六
0
年
代
〕
の
は
じ
め
に
は
、
国
民
の
死
亡
原
因
の

6
割
を
成
人
病
が
占
め
」
る
に
い
た
っ
た
。

そ
の
た
め
病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
健
康
の
自
己
責
任
論
が
登
場
し

て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
こ
れ
ら
の
疾
病
〔
成
人
病
〕
は
慢
性
に
経
過
す
る
非
感
染
性
の
疾
患
で
あ
っ
て
、
疾
病
成

、
、
、
、
、
、
、
、
、

立
の
危
険
因
子
は
、
個
人
の
素
質
や
生
活
様
式
の
中
に
あ
る
。
成
人
病
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
…
…
そ
の
予
防
の
実
践
は

(21) 

公
的
な
責
任
よ
り
も
、
個
人
の
責
任
の
比
重
が
極
め
て
大
き
い
」
。
一
九
八
六
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
厚
生
省
の
「
高
齢
化

に
対
応
し
た
新
し
い
民
間
活
力
の
振
興
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。

(22) 

こ
の
発
想
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
の
が
「
生
活
習
慣
病
」
の
発
明
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
一
九
九
六
年
に
登
場
し
た
。

そ
れ
は
、
食
生
活
、
運
動
、
喫
煙
、
飲
酒
な
ど
の
生
活
習
慣
要
因
に
よ
っ
て
発
症
し
た
り
進
行
し
た
り
す
る
疾
患
の
こ
と
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で
、
と
り
わ
け
心
臓
や
脳
血
管
な
ど
の
循
環
器
系
疾
患
と
代
謝
系
疾
患
の
糖
尿
病
が
生
活
習
慣
病
の
典
型
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
た
。
そ
し
て
生
活
習
慣
そ
の
も
の
が
病
気
と
直
結
す
る
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
二

0
0
五
年
に
提
起
さ
れ
た
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
急
速
に
定
着
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
、
健
康
の
位
置
づ
け
は
、
個
人
の
責
任
に
お
い
て
増
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
転
換
し
、
自
分
の
健

康
は
自
分
で
守
る
の
が
当
然
で
、
国
は
そ
の
た
め
の
手
伝
い
を
す
る
だ
け
だ
と
い
う
現
在
の
健
康
政
策
が
確
立
さ
れ
て
き

た
。
健
康
増
進
法
に
よ
る
と
、
国
は
「
健
康
増
進
基
本
方
針
」
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
七
条
）
。
こ
の
基
本
方

針
は
二

0
0
三
年
に
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
二

0
0
七
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
体
の
役
割
が
強
化
さ
れ
た
以

外
に
は
大
き
な
変
更
は
な
い
。
ど
ち
ら
の
基
本
方
針
も
、
一
次
予
防
（
生
活
習
慣
の
改
善
↓
健
康
増
進
↓
生
活
習
慣
病
の
予

防
）
に
重
点
を
移
し
、
「
健
康
の
実
現
は
、
元
来
、
個
人
が
主
体
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
」
で
あ
る
と
か
健
康
増
進
は

[
最
終
的
に
は
、
国
民
一
人
一
人
の
意
識
と
行
動
の
変
容
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
か
の
立
場
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る
。

「
基
本
方
針
」
が
い
み
じ
く
も
示
す
よ
う
に
、
健
康
は
自
己
責
任
に
よ
る
国
民
の
義
務
だ
と
み
な
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た

(23) 

の
で
あ
る
。

食
育
で
結
び
つ
く
医
療
・
健
康
政
策
と
農
業
・
食
料
政
策

健
康
日
本
21
と
日
本
型
食
生
活

健
康
の
増
進
は
国
民
の
責
務
だ
と
い
う
こ
と
を
十
分
自
覚
し
、
実
際
の
日
常
生
活
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
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こ
の
た
め
に
、
国
は
「
健
康
日
本
21
」
と
い
う
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
を
―

1
0
0
0
年
か
ら
推
進
し
て
い
る
。
健
康
づ
く

り
対
策
の
歴
史
は
割
合
長
く
、
第
一
次
健
康
づ
く
り
対
策
は
早
く
も
一
九
七
八
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で

は
健
康
診
査
の
充
実
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
整
備
、
保
健
婦
、
栄
養
士
な
ど
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
が
三
本
柱
だ

っ
た
。
そ
の
一

0
年
後
に
は
、
運
動
指
針
の
作
成
な
ど
運
動
習
慣
の
普
及
に
重
点
を
お
く
第
二
次
健
康
づ
く
り
対
策
が
は

じ
ま
っ
た
。
健
康
日
本
21
は
第
三
次
の
健
康
づ
く
り
対
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
後
の
医
療
制
度
改
革
の
一
環
と

(24) 

し
て
成
立
し
た
健
康
増
進
法
が
健
康
日
本
21
に
法
的
根
拠
を
与
え
た
。

健
康
日
本
21
は
し
た
が
っ
て
、
最
初
か
ら
国
民
運
動
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
具
体
的
な
体
制
と
し
て
は
「
健
康

日
本
21
推
進
国
民
会
議
」
が
一
―

0
0
0
年
―
二
月
か
ら
年
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
全
国
連
絡
協
議
会
」
が
二

0

0
一
年
三
月
に
結
成
さ
れ
、
―

1
0
0

七
年
に
は
一
―
―

1
0

の
団
体
が
加
入
し
て
い
る
と
い
う
。

健
康
日
本
21
の
特
徴
は
、
―

I
O
I
0
年
を
目
標
と
す
る
数
値
日
標
を
分
野
ご
と
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
表
ー

は
、
主
要
な
分
野
に
つ
い
て
の

H
標
と
設
定
当
時
(
-
九
九
六
＼
九
九
年
）
の
現
状
値
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
野
と

し
て
は
栄
養
・
食
生
活
、
身
体
活
動
・
運
動
、
休
養
•
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
、
タ
バ
コ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
歯
の
健
康
、

糖
尿
病
、
循
環
器
病
、
ガ
ン
の
九
領
域
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
栄
養
・
食
生
活
や
運
動
に
つ
い
て
事
細
か
に

H

標
数
値
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
栄
養
・
食
生
活
に
つ
い
て
表
示
し
て
い
な
い
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、
食
塩
や
カ
ル
シ
ウ

ム
含
有
食
品
の
摂
取
量
、
外
食
時
の
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
人
の
割
合
な
ど
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、

「
栄
養
・
食
生
活
は
、
多
く
の
生
活
習
慣
病
と
の
関
連
が
深
く
、
ま
た
、
生
活
の
質
と
の
関
連
も
深
い
」
（
「
健
康
H
本
21
」

の
第
三
目
標
等
に
つ
い
て
）
か
ら
で
あ
る
。
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表 1 健康日本21の主要な数値目標

項 LI 現状＊ 2010年H標

栄
肥満者の割合 (20-60歳代リ）） 24.3% 15％以l＜

養
肥満者の割合 (40-60歳代女） 25 2% 20％以ド

食
成人の野菜摂取量 (1H‘りたり） 292 g 350 g以とt

生
体碩コントロールの実践男竹 (15歳以上） 62 6% 90％以上

活
朝食の欠食割合（男性 20歳代） 32 9% 15％以下

食生活の改善意欲（成人男性） 55.6% 80％以上

運
意識的に運動する男性 52 6% 63％以上

H常生活の歩数（女性） 7.282歩 8300歩以上
動 外出意欲のある高齢者 (80歳以 r.） 46.3% 56％以r．
自殺者の減少 31,755人 22.000人以下

喫煙による健康影響の知識（肺ガン） 84.5% 100% 
夕 喫煙による健康影饗の知識（心臓病） 40 5% 100% 
Jゞ

コ 未成年者の喫洒（高校 3年男） 40.5% 0% 

分煙の徹底（職場） 調在なし 100% 

フッ化物歯面塗布をした幼児 39.6% 50％以上

糖
糖尿病に関する健康診断受診者 4,573万人 6,860 Ji人以上

悶検診異常所見発見者の事後指導受診 66.7% 100% 

糖尿病有病者の減少 690ガ人 1000 Jj人＊＊

毎H、果物類の摂取 29 3% 60％以上

ガ ガン検診受診者（胃ガン） 1.401月人 2.100万人以t

ン ガン検診受診者 (f•宮ガン） 1.241 Ji人 1,860万人以 t
ガン検診受診者（乳ガン） 1.064 }j人 1.600 ガ人以 l••

出所） 財団法人健康・体）Jづくり財団のホームページに掲載の「21世紀における国民健康つさ

くり運動（健康 H本 21)」（http://www.kenkounippon2l.gr.jp/kenkounippon2l/about/ 

intro/menuしpl.html) より作成

注 I) ＊現状は項目によって異なっているが、おおよそ 1996-99年の数値。

2) ＊＊｛"］も対策を取らない場合の糖尿病打病者数は 1080fj人と推計されているc
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栄
養
・
食
生
活
分
野
で
は
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
「
食
生
活
指
針
」
を
一

1
0
0
0
年
に
閣
議
決
定
し
た
。
こ

れ
は
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
水
省
が
共
同
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
食
事
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
」
、

「
主
食
、
主
菜
、
副
菜
を
基
本
に
食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
」
、
「
ご
飯
な
ど
の
穀
類
を
し
っ
か
り
と
」
、
「
野
菜
・
果
物
、
牛
乳
・

乳
製
品
、
豆
類
、
魚
な
ど
も
組
み
合
わ
せ
て
」
、
「
適
正
体
重
を
知
り
、

H
々
の
活
動
に
見
合
っ
た
食
事
鼠
を
」
、
「
食
文
化

や
地
域
の
産
物
を
活
か
し
、
と
き
に
は
新
し
い
料
理
も
」
と
い
っ
た
呼
び
か
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
日
本
型
食
生
活
を
想
起
さ
せ
る
内
容
が
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
水
省

の
共
同
所
管
と
い
う
方
式
な
ど
、
後
述
す
る
食
育
基
本
法
の
枠
組
み
の
原
型
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、

厚
生
行
政
が
医
療
↓
検
診
↓
予
防
↓
リ
ス
ク
除
去
↓
保
健
・
栄
養
指
導
と
い
う
よ
う
に
本
来
的
な
業
務
か
ら
そ
の
発
生
源

を
さ
か
の
ぽ
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
食
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。

基
本
法
農
政
の
行
き
詰
ま
り
と
「
日
本
型
食
生
活
」
へ
の
注
目

一
九
七
七
年
に
、
ア
メ
リ
カ
上
院
栄
養
問
題
特
別
委
員
会
は
大
部
の
レ
ポ
ー
ト
（
通
称
マ
ク
ガ
バ
ン
報
告
）
を
公
表
し

た
。
こ
の
報
告
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
食
生
活
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
一
九
六

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ

で
は
多
額
の
医
療
費
に
も
か
か
わ
ら
ず
ガ
ン
や
心
臓
病
な
ど
の
疾
患
が
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
が
財
政
負
担
も
含
め
て
社

会
問
題
化
し
て
い
た
。
同
報
告
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
脂
質
や
糖
分
を
過
剰
摂
取
し
、
逆
に
ミ
ネ
ラ
ル
と
ビ
タ
ミ
ン
が
不

足
が
ち
に
な
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
食
生
活
に
そ
の
原
因
を
求
め
、
対
照
的
な
食
生
活
と
し
て
日
本
の
そ
れ
を
高
く
評
価

し
た
の
で
あ
る
。
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三→悶ー→言；生→口←□
選択的拡大） 価格安定）所得維持

三 三
図 2 基本法農政の基本的な枠組み

出所） 筆者作成。

こ
の
考
え
方
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
は
農
水
省
で
、

表
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の

マ
ク
ガ
バ
ン
報
告
が
公

『
農
業
白
書
』
(
-
九
七
九
年
度
）
に
日
本
型
食

生
活
と
い
う
言
業
を
登
場
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
、
当
時
の
日
本
の
食
生
活
が
健
康

的
な
国
民
生
活
の
実
現
に
貢
献
し
て
い
る
と
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。
し

か
し
医
療
・
保
健
行
政
は
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
「
成
人
病
」
対
策
の
効
果
を
あ
げ

る
に
は
食
生
活
を
含
む
生
活
様
式
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

一
方
で
は
日
本
の
食
生
活
を
健
康
の
源
と
評
価
し
、
他
方
で
は
そ
こ
に
成
人
病
要

因
を
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
型
食
生
活
論
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
こ
う

（
選
択
的
拡

し
た
圃
齢
を
は
ら
み
な
が
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

農
水
省
が
日
本
型
食
生
活
論
に
飛
び
つ
い
た
の
は
、
一
九
六
一
年
以
降
推
し
進

め
て
き
た
農
業
基
本
法
に
も
と
づ
く
農
業
政
策
（
基
本
法
農
政
）
が
行
き
詰
ま
り
、

そ
の
突
破
口
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
基
本
法
農
政
の
政
策
枠
組
み
は
お
お

よ
そ
図
2
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
農
業
が
発
展
で
き
な
い
の
は
狭
い
農
地
が
分
散
し
て
入
り
混
じ

さ
く
ほ

っ
て
い
る
零
細
分
散
錯
圃
と
い
う
構
造
問
題
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
、
ま
ず
は
構
造
政
策
を
基
盤
に
据
え
、

規
模
拡
大
（
構
造
改
善
）
に
よ
っ
て
生
産
性
を
上
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
農
工
間
の
所
得
均
衡
を
果
た
す
と
い
う
、
い
わ

ば
構
造
政
策
の
王
道
に
沿
っ
た
政
策
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
作
物
を
対
象
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、

高
度
経
済
成
長
の
過
程
で
需
要
が
増
え
る
と
み
ら
れ
る
酪
農
・
畜
産
や
果
樹
な
ど
に
政
策
資
源
を
集
中
さ
せ
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大
）
、
そ
の
部
門
を
中
心
と
し
て
競
争
力
の
あ
る
自
立
経
営
を
育
成
す
る
。
選
択
的
拡
大
と
自
立
経
営
の
育
成
を
、
政
策

手
段
の
一
―
本
柱
に
据
え
て
、
構
造
政
策
を
行
お
う
と
し
た
。
だ
が
自
立
経
営
は
伸
び
悩
み
、
生
産
が
拡
大
し
た
部
門
は
過

剰
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
。

結
局
、
基
本
法
農
政
が
描
い
た
構
造
政
策
路
線
で
は
所
得
均
衡
が
達
成
で
き
ず
、
実
際
に
は
兼
業
化
と
価
格
支
持
政
策

に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
に
追
い
や
ら
れ
た
。
そ
れ
が
一
九
七

0
年
代
後
半
の
状
況
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
降

っ
て
わ
い
た
よ
う
な
マ
ク
ガ
バ
ン
報
告
の
高
評
価
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
度
の
『
農
業
白
書
』
だ
け
で
な
く
、

同
年
に
出
さ
れ
た
農
政
審
議
会
報
告
「
八

0
年
代
農
政
の
基
本
方
向
」
も
そ
の
路
線
を
踏
襲
し
、
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
質
、

(26) 

炭
水
化
物
の
摂
取
比
率

(
P
F
C
比
率
）
が
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
適
正
比
率
と
等
し
く
な
っ
て
い
る
日
本
型
食
生
活
を
維
持
す

る
こ
と
が
農
政
の
課
題
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
に
、
農
業
政
策
と
食
料
政
策
と
を
結
び
つ
け
る
誘
因
が
生
じ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
農
業
政
策
の
領
域
で
一
定
の
力
を
得
る
に
は
い
ま
少
し
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
一
九
八

0
年
代
に
入
る
と
、
日
米
構
造
協
議
や
「
前
川
レ
ポ
ー
ト
」
を
は
じ
め
と
し
て
農
産
物
輸
人
自

由
化
圧
力
が
急
激
に
高
ま
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
九
八
六
年
に
は

G
A
T
T
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

で
農
業
交
渉
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
国
際
環
境
の
劇
的
な
変
化
、
と
り
わ
け
国
際
競
争
の
波
に
、

H
本
農
業
は
直
接

向
き
あ
わ
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
国
際
化
に
対
応
す
る
農
政
の
本
格
化
で
あ
る
。
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の

は
一
九
九
二
年
の
い
わ
ゆ
る
「
新
農
政
」
で
あ
る
。
新
農
政
は
価
格
政
策
を
放
棄
し
、
農
業
の
経
営
体
に
焦
点
を
あ
わ
せ

た
、
産
業
と
し
て
の
自
立
を
目
指
す
構
造
政
策
の
推
進
と
、
そ
う
し
た
方
向
に
は
な
じ
み
に
く
い
中
山
間
地
域
に
対
し
て

は
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
確
保
す
る
た
め
の
農
村
地
域
政
策
の
二
つ
を
柱
に
据
え
た
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
後
の
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図3 食料・農業・農村基本法の

基本的枠組み

出所） 農林水産省パンフレソトより簡

略化。

農
業
対
策
は
実
質
的
に
は
公
共
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

政
策
枠
組
み
の
も
と
で
は
、
食
料
政
策
と
い
う
視
点
は
希
薄
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。

食
料
政
策
が
、
農
業
政
策
の
前
面
に
登
場
す
る
の
は
一
九
九
七
年
か

ら
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
を
め
ぐ
る
議
論
が
は
じ
ま
っ
て
以
降
の

(27) 

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
議
論
を
経
て
、
同
法
は
一
九
九
九
年
に
成
立
し
た
。

農
業
基
本
法
が
農
業
の
た
め
の
基
本
法
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
食

料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
は
「
国
民
生
活
の
安
定
向
上
及
び
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
国
民
全
体
の
基
本
法
だ
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
枠
組

み
は
図
3
に
示
す
よ
う
に
、
食
料
の
安
定
供
給
、
農
業
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
、
農
村
の
振
興
と
い
う
三
つ
の
領
域
目
標

を
通
じ
て
、
農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
農
業
政
策
の
枠
の
な
か
に
は
じ
め

て
明
ホ
的
に
食
と
環
境
と
地
域
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
食
料
政
策
の
基
本
は
食
料
の
安
定
供
給
に
あ
り
、
食
料
安
全
保
障
政
策
が
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

食
料
自
給
率
の
向
上
が
眼

H
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
消
費
者
重
視
の
立
場
も
打
ち
出
し
て
お
り
、
旧
来
の
生
産
側

に
あ
っ
た
軸
足
を
動
か
そ
う
と
い
う
意
図
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
食
生
活
指
針
が
打
ち

出
さ
れ
た
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
指
針
は
ほ
と
ん
ど
消
費
者
に
浸
透
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
農
水
省
だ
け
で
な
く
、

厚
生
省
に
し
て
も
文
部
省
に
し
て
も
そ
れ
を
打
開
す
る
手
段
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
「
食
育
」
と
い
う
皮
袋

第ll1部 食と農の新しい局面 276 



だ
っ
た
の
で
あ
る
。

基
本
法
食
育
の
登
場
と
健
康
増
進
法
と
の
類
似
性

二
0
0
五
年
四
月
に
、
食
育
基
本
法
が
成
立
し
た
。
籠
者
は
こ
の
基
本
法
の
考
え
方
に
依
拠
す
る
「
食
育
」
を
基
本
法

食
育
と
呼
ん
で
い
る
。
食
育
基
本
法
の
政
策
的
意
図
、
経
緯
、
基
本
法
食
育
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と

(28) 

が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
健
康
に
か
か
わ
る
領
域
を
中
心
に
基
本
法
食
育
の
限
界
を
要
約
的
に
述
べ
る
に
と
ど
め
よ
う
。

食
育
甚
本
法
第
二
条
は
、
「
食
育
は
、
食
に
関
す
る
適
切
な
判
断
力
を
養
い
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
健
全
な
食
生
活
を
実

現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
心
身
の
健
康
の
増
進
と
豊
か
な
人
間
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
「
心
身
の
健
康
の
増
進
」
が
健
康
増
進
法
の

H
的
と
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、

食
育
基
本
法
は
そ
れ
に
加
え
て
「
豊
か
な
人
間
の
形
成
」
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
。

共
食
の
よ
う
に
、
食
べ
る
こ
と
が
人
間
関
係
、
社
会
関
係
（
つ
な
が
り
）
を
創
り
出
す
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
る
が
、

個
人
レ
ベ
ル
の
人
間
形
成
に
ま
で
影
響
す
る
か
ど
う
か
は
判
断
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て

も
、
食
育
基
本
法
の
意
図
す
る
人
間
像
が
不
明
な
ま
ま
人
間
形
成
に
資
す
る
と
い
わ
れ
る
と
不
気
味
な
印
象
を
感
じ
て
し

ま
う
。
そ
も
そ
も
基
本
法
食
育
に
は
、
そ
の
実
践
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
食
の
あ
り
方
を
一
っ

の
鋳
型
に
は
め
込
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
だ
。
鋳
型
の
―
つ
が
あ
い
ま
い
な
内
容
を
も
つ
日
本
型
食
生
活
で
あ
り
、

そ
れ
と
は
逆
の
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
や
食
の
洋
風
化
は
無
批
判
的
に
生
活
習
慣
病
の
根
源
だ
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
。

政
策
手
段
と
し
て
み
た
と
き
に
、
生
活
習
慣
病
対
策
と
し
て
も
「
人
間
形
成
教
育
」
と
し
て
も
、
健
康
増
進
法
と
食
育
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現
代
の
日
本
社
会
は
健
康
追
求
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
健
康
不
安
が
蔓
延
し
て
い
る
。
健
康
増
進
法
や
健
康
日
本

21
と
い
う
国
民
運
動
、
あ
る
い
は
医
療
・
健
康
政
策
と
食
・
農
政
策
が
結
び
つ
い
て
い
る
「
食
育
」
国
民
運
動
は
、
そ
れ

が
盛
ん
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
健
康
不
安
を
醸
成
し
て
い
く
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
拡
大
再
生
産
す
る
。
そ
れ

は
W
H
o
流
の
「
完
全
な
健
康
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
に
良
い
状
態
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
健
康
観
の
反
映
で
あ
る
。
こ

う
し
た
健
康
観
の
も
と
で
は
、
一
点
の
シ
ミ
も
汚
れ
も
許
さ
れ
ず
、
真
っ
白
な
無
菌
状
態
の
世
界
が
追
求
す
べ
き
目
標
と

四
健
康
観
を
み
ず
か
ら
の
手
に
取
り
戻
す

基
本
法
に
空
疎
さ
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が
言
業
だ
け
の
世
界
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
食
の
場
が

み
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
食
べ
る
こ
と
、
つ
ま
り
生
き
る
こ
と
は
、
正
し
さ
や
健
全
さ
だ
け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
も
っ
と
猥
雑
で
生
々
し
い
も
の
だ
。
け
っ
し
て
「
正
し
さ
」
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
子
ど
も
を
養
う
た
め
に
夜
遅
く
ま
で
必
死
に
働
か
ざ
る
を
え
な
い
母
親
・
父
親
が
朝
食
の
用
意
に
手
を
抜

い
た
と
し
て
、
そ
れ
を
生
活
習
慣
病
対
策
や
基
本
法
食
育
の
「
正
し
さ
」
か
ら
非
難
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
大
事
な
こ
と

は
、
そ
う
し
た
個
々
の
「
生
き
て
い
く
う
え
で
の
事
情
」
を
了
解
し
、
子
育
て
途
中
の
母
親
・
父
親
が
深
夜
ま
で
働
か
ざ

る
を
え
な
い
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
が
お
か
し
い
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
気
づ
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
了

解
さ
れ
た
「
正
し
さ
」
や
「
健
全
さ
」
か
ら
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
臭
い
社
会
の
猥
雑
さ
ゆ
え
に
み
え
て

く
る
不
条
理
の
自
覚
が
変
革
の
力
を
生
み
出
す
よ
う
に
思
う
。
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そ
う
し
た
世
界
に
住
む
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
た
し
て
幸
せ
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
非
常
に
息
苦
し
く
、
生
き

づ
ら
い
世
界
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
槻
界
で
は
も
ち
ろ
ん
、
健
康
で
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
健
康
で
な
い
も
の
、

健
康
で
な
い
と
疑
わ
れ
る
も
の
は
、
隔
離
さ
れ
る
か
排
除
さ
れ
る
か
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
は
、
優
生
思
想
と

の
共
通
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
「
完
全
に
健
康
」
な
状
態
に
な
い
と
、
人
間
は
ほ
ん
と
う
に
幸
せ
に
な
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
逆
に
、

「
不
健
康
な
状
態
」
に
あ
る
こ
と
を
自
党
し
て
い
て
も
、
人
間
は
健
康
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

(29) 

点
で
、
大
井
玄
の
「
「
健
康
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
疾
病
と
Q
O
L
」
と
い
う
論
考
は
た
い
へ
ん
示
唆
的
で
あ
る
。
大

井
は
、
カ
ガ
ワ
・
シ
ン
ガ
ー
の
「
健
康
の
再
定
義
が
ん
と
の
共
生
」
と
い
う
論
文
を
参
照
し
て
、
ガ
ン
を
自
覚
し
て

い
る
患
者
で
も
健
康
と
感
じ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
し
て
「
「
健
康
で
あ
る
」
と
い
う
実

存
感
龍
の
分
析
や
社
会
的
責
任
・
貢
献
と
も
連
関
さ
せ
て
、
疾
病
の
存
在
が
相
対
化
・
主
観
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

無
菌
状
態
の
世
界
を

H
指
す
健
康
観
と
、
大
井
の
議
論
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
問
題
の
所
在
が
は
っ
き
り
す
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
健
康
だ
け
が
目
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
、
健
康
な
状
態
の
も
と
で

何
を
す
る
の
か
が
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
大
井
の
世
界
で
は
、
肉
体
的
・
精
神
的
な
障
害
が
あ
っ
て
も
、
き
ち
ん

と
社
会
の
な
か
に
居
場
所
が
あ
り
、
暮
ら
し
を
組
み
立
て
て
い
け
る
社
会
シ
ス
テ
ム
や
制
度
が
存
在
し
て
い
れ
ば
人
間
は

健
康
だ
と
認
識
で
き
る
。

こ。t
 

な
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
生
活
習
慣
病
対
策
あ
る
い
は
基
本
法
食
育
に
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
食
生
活
を
変
え
て
い
く
の
は
、

ま
さ
に
自
分
自
身
が
何
か
を
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
嗜
好
と
財
布
に
相
談
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
メ
タ
ボ
検
診
流
の

健
康
観
と
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
食
生
活
改
善
の
誘
導
に
従
う
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ

う
。
み
ず
か
ら
何
を
し
た
い
の
か
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
食
生
活
と
健
康
の
あ
り
方
が
必
要
な
の
か
を
、
み
ず
か
ら

の
論
理
と
暮
ら
し
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
健
康
シ
ス
テ
ム
の
社
会
化
と
い
う
＜
び
き
か
ら
逃
れ
る
第
一

歩
で
あ
る
。

(
l
)

健
康
日
本
21
推
進
全
国
連
絡
協
議
会
が
主
催
し
た
第
一
一
回
全
国
大
会
（
二

0
1
0
年
、
愛
媛
）
の
テ
ー
マ
は
食
事
、
運
動
、
禁
煙
に

よ
る
牛
活
習
慣
病
予
防
だ
っ
た
。

(
2
)

ル
ネ
・
デ
ュ
ボ
ス
『
健
康
と
い
う
幻
想
1

医
学
の
牛
物
学
的
変
化
』
田
多
井
吉
之
介
訳
、
紀
伊
園
屋
書
店
、
一
九
七
七
年

C

原
著
は

一
九
五
九
年
刊
行
。

Iij
ヽ
：
百
。

(
3
)
 

(
4
)
f
U
J
、
一
九
h
頁。

(
5
)

同
、
二

0
八ーニ
0
九
貞
。

(
6
)

発
効
は
一
九
四
八
年
で
あ
る
。

lJ
本
で
は
一
九
五
一
年
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)

原
牛
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
「
昭
和
二
六
年
官
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
訳

(http:/＼
w
w
w
l
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
¥
h
o
u
d
o
u
¥
1
1
0
3
¥
h
0
3
1
9
,
1ー
6.

h
t
m
l
 

1
1
0
 I

―
年
一
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）
。
こ
の
訳
で
は
w
e
l
l
,
b
e
i
n
g
を
福
祉
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
訳
で
、
「
良
好
な
状
態
」

（
よ
く
あ
る
こ
と
）
が
文
意
に
沿
っ
た
ボ
で
あ
る
。

(
8
)
H
本
W
H
o
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http:/＼
w
w
w
.
j
a
p
a
n
,
w
h
o
.
o
r
.
j
p
¥
c
o
m
m
o
d
i
t
y
¥
k
e
n
s
y
o
.
h
t
m
l
l

i
 

1
 

0
 
I

―
年
一
月
二
八

H
ア
ク
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セ
ス
。

(
9
)

根
村
直
美
「
W
H
O
の
〈
健
康
〉
概
念
に
関
す
る
背
学
的
考
察
」
、
原
ひ
ろ
子
・
根
村
匝
芙
編
『
健
康
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
明
石
書
店
、
ニ

0

0

0
年。

(10)

同
、
二
八
頁
。

(
1
1
)
B
M
I
と
は

B
o
d
y
M
a
s
s
 I
n
d
e
x
 
(
体
凧
指
数
）
の
こ
と
で
、
（
休
重

(kg)
十
身
長

(
m
)
十
身
長

(
m
)
）
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。

有
病
率
が
低
い
と
さ
れ
る
B

M

I
二

1

一
の
体
重
を
理
想
体
重
と
し
て
痩
せ
す
ぎ
、
肥
満
を
便
宜
的
に
判
断
す
る
の
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

(12
）
『
鉦

lJ
新
聞
』
―

I

0

0

八
年
八
月
―

1
0
日。

Y
a
h
o
o
!
J
a
p
a
n

ニ
ュ
ー
ス

(http"＼
¥
w
w
w
.
b
i
g
,
C
.
o
r
.
j
p
¥
-
m
a
k
i
c
h
a
n
¥
0
8
0
8
2
0

m
e
t
a
b
o
.
p
d
f

―
1
0
―
一
年
二
月
―

-
H
ア
ク
セ
ス
）
。

(13)

上
杉
正
幸
「
か
ら
だ
へ
の
不
安
」
、
飯
島
裕
一
組
『
健
康
不
安
社
会
を
生
き
る
』
〈
岩
波
新
書
〉
、
岩
波
書
店
、
二
0

0
九
年
、
八
貞
。

(14)

厳
密
に
は
、
口
0

0
六
年
度
か
ら
老
人
保
健
法
に
も
と
づ
く
健
康
診
断
が
廃
止
さ
れ
、
介
護

f
防
検
診
（
対
象
六
五
歳
以
上
）
が
導
人

さ
れ
て
い
る
。

(15)

メ
タ
ボ
検
診
を
実
施
し
な
い
と
、
国
か
ら
の
助
成
が
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

(16)

産
経
ニ
ュ
ー
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http"＼
＼

sankei.j
p
.
m
s
n
.
c
o
m
¥
l
i
f
e
¥
n
e
w
s
¥
1
1
0
2
0
9
¥
b
d
y
l
l
0
2
0
9
0
8
1
4
0
0
0
0
,
n
L
h
t
m
 
1
!
0
1

―
 

年
二
月
九

ll
ア
ク
セ
ス
）
。

(17)

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
世
界
人
権
宜
言
」
（
仮
訳
文
）
に
よ
る

(http"
ミ
w
w
w
.
m
o
f
a
.
g
o
.
j
p
¥
m
o
f
a
j
¥
g
a
i
k
o
¥
u
d
h
r
¥
l
b
_
0
0
2
,
h
t
m
l

―
1
0
 I

―
年
一
月
＝
了
且

H
ア
ク
セ
ス
）
。

well,being
を
福
祉
と
訳
す
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
社
会
に
お

い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
社
会
的
役
割
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
良
い
状
態
と
理
解
す
る
意
図
を
隠
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

(18)

上
杉
正
幸
『
健
康
不
安
の
社
会
学
1

健
康
社
会
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
世
界
思
想
社
、
二
0

0

0
年
、
五
〇
ー
五
四
頁
。

(19)

石
塚
左
玄
『
通
俗
食
物
養
生
法
ー
一
名
・
化
學
的
食
養
罷
心
論
』
博
文
館
、
一
八
九
八
年
。
な
お
同
書
の
現
代
語
訳
が
農
山
漁
村
文

化
協
会
の
健
康
双
書
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
丸
山
博
解
題
・
橋
本
政
憲
訳
『
食
医
石
塚
左
玄
の
食
べ
も
の
健
康
法
』
一
几
八
二
年
）
。
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(20)

佐
藤
純
一
「
ぶ
病
気
」
の
作
ら
れ
方
、
「
健
康
」
の
作
ら
れ
方
」
、
塩
澤
雄
二
『
こ
こ
ま
で
壊
れ
た
日
本
の
食
卓
』
マ
イ
ク
ロ
マ
ガ
ジ
ン
社
、

―
1
0
0
七
年
、
五

0
頁
。
〔
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
（
以
下
同
）
。

(21)

日
野
秀
逸
『
健
康
と
医
療
の
思
想
1

健
康
の
自
己
貨
任
論
を
こ
え
て
』
労
働
旬
報
社
、
一
九
八
六
年
、
一
五
頁
。
強
調
は
引
用
者
に

よ
る
。

(22)

佐
藤
、
前
掲
論
文
、
五

0
-
L::I
一
頁
。

(23)

健
康
は
義
務
だ
、
と
い
う
宵
言
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
典
型
的
に
展
開
し
た
と
い
う
歴
史
的
巾
実
は
何
度
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
。

ロ
バ
ー
ト

•
N

・
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
『
健
康
帝
国
ナ
チ
ス
』
宮
崎
諄
訳
、
ザ
早
思
社
、
二
0
0
三
年
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
健
康
増
進
法
ニ

五
条
で
受
動
喫
煙
の
防
止
が
規
定
さ
れ
た
が
、
タ
バ
コ
を
「
民
族
の
脅
威
」
と
み
な
し
、
本
格
的
な
タ
バ
コ
撲
滅
運
動
を
展
開
し
た
の
も
ナ

チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。

(24)

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
記
述
は
、
（
財
）
健
康
・
体
力
づ
く
り
市
業
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
:
/＼
w
w
w
.
k
e
n
k
o
u
n
i
p
p
o
n
2
l
.
g
r
.
j
p
¥

k
e
n
k
o
u
n
i
p
p
o
n
2
1
\
k
a
t
s
u
d
o
\
k
o
k
u
m
i
n
k
a
i
g
i
\
0
4
\
p
d
f
\
z
o
s
i
n
h
o
.
p
d
f
#
s
e
a
r
c
h
1
1
•

国
い
い
へ
紐
i中
哄
つ
／
ヽ
h

／
叶
公
東
"1
:
0
1
―
午
丁
一
日
パ
―

-
O
B
ア

ク
セ
ス
）
、
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

(25)

原
牛
科
学
審
議
会
地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
「
「
健
康
日
本
21
」
中
間
評
価
報
告
書
」
二

0
0
七
年
四
月
、
ミ
頁
。

(26)

タ
ン
パ
ク
質
一
―
―
-
%
、
脂
質
一
一
し
％
、
炭
水
化
物
六

0
％
が
適
正
比
率
と
さ
れ
て
い
る
。

(27)

総
理
府
に
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
問
題
調
在
会
」
が
設
附
さ
れ
、
食
料
、
農
業
、
農
村
と
い
う
三
つ
の
部
会
ご
と
に
議
論
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
間
正
義
『
現
代
日
本
農
業
の
政
策
過
程
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

0
1
0
年
な
ど
を
参
照
。

(
2
8
)池
t

甲
1

・
岩
崎
正
弥
•
原
山
浩
介
•
藤
原
辰
史
『
食
の
共
同
体
ー
動
貝
か
ら
連
帯
へ
』
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
、
二

0
0

八
年
。

(29)

大
井
玄
「
「
健
康
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
疾
病
と
Q
O
L
」
、
原
ひ
ろ
子
・
根
村
直
美
編
『
健
康
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
明
石
書
店
、

―1
0
0
0
年。
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コラム⑯

食農教育と体験学習J
二
0
0
二
年
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
「
新
し
い

学
力
観
」
や
「
ゆ
と
り
教
育
」
は
、
そ
の
当
否
は
お
く

と
し
て
も
、
明
治
以
降
の
日
本
の
教
育
に
お
け
る
第
一
―
―

の
画
期
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
広
げ
た
。
こ
う
し
た
大

き
な
変
動
の
な
か
で
出
さ
れ
た
の
が
二

0
0
五
年
の
食

育
基
本
法
施
行
で
あ
り
、
学
校
や
企
業
、
社
会
の
現
場

で
広
が
っ
た
食
育
、
食
農
教
育
な
ど
の
取
り
組
み
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
法
律
は
「
食
育
」
な
の
に
、
な
ぜ
こ
の
コ

ラ
ム
で
は
「
食
農
と
」
「
農
」
の
文
字
を
入
れ
る
こ
と
に

こ
だ
わ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
ル
ソ
ー
以
来
の
世
界

の
教
育
学
に
し
て
も
、
江
戸
期
か
ら
の

H
本
の
教
育
思

想
の
な
か
に
も
、
「
農
」
を
ベ
ー
ス
に
お
く
姿
勢
が
強

い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
「
食
育
」
は
食
べ

る
こ
と
を
中
心
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
既

存
の
栄
養
学
や
関
連
の
生
活
科
学
な
ど
か
ら
大
き
く
展

開
し
が
た
い
と
い
う
懸
念
も
あ
る
の
で
、
あ
え
て

「
農
」
を
入
れ
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
「
食
」
と
「
農
」

は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
母
体
に

あ
る
学
間
と
し
て
の
栄
養
学
な
ど
と
農
学
と
は
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
た
学
問
領
域
を
も
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
を

結
び
つ
け
る
役
割
を
担
う
で
あ
ろ
う
新
た
な
学
問
と
し

て
は
、
こ
と
に
児
童
•
生
徒
・
学
生
の
み
な
ら
ず
、
広

く
消
費
者
ま
で
含
む
教
育
対
象
を
念
頭
に
お
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
明
確
に
杖
方
か
ら
接
近
し
、
新
た
な
領
域

を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
積
極

的
に
「
食
農
」
教
育
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
り
た
い
の

だ。
さ
て
「
食
」
や
「
農
」
が
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

そ
れ
ら
は
主
に
生
き
物
が
対
象
と
な
り
、
生
活
に
密
着

し
た
身
の
ま
わ
り
の
環
境
な
ど
人
間
生
活
の
基
本
要
素

へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
、
そ
れ
ら
か
ら
の
反
応
を
軸
と

し
た
体
験
学
習
の
重
要
な
題
材
に
な
り
う
る
と
考
え
ら

れ
る
。
体
験
の
な
い
知
識
が
、
言
業
だ
け
で
実
感
を
と

も
な
わ
な
い
「
記
号
」
と
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
や

す
い
こ
と
が
す
で
に
各
方
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
を
個
々
人
の
そ
れ
ま
で
の
知
識
や
経
験
の
蓄
積
の

う
え
に
統
合
化
す
る
作
用
が
、
食
農
教
育
を
素
材
と
す

る
体
験
学
習
の
大
き
な
教
育
効
果
と
い
え
る
。
さ
ら
に

こ
れ
を
学
校
で
展
開
す
る
こ
と
で
、
先
輩
た
ち
や
大
人

た
ち
の
姿
を
み
て
、
低
学
年
あ
る
い
は
年
少
者
が
「
や

っ
て
み
た
い
」
と
い
う
憧
れ
を
抱
く
可
能
性
も
あ
る
。
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そ
れ
は
学
習
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
動
機
で
あ
る
「
学

び
た
い
」
と
い
う
欲
求
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

現
在
筆
者
は
勤
務
す
る
大
学
で
「
食
農
教
育
論
」
と

い
う
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
い
く
つ
か

の
体
験
学
習
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
各
自
に
そ
の
教
育

的
意
義
を
考
え
さ
せ
て
討
論
す
る
機
会
を
設
け
て
い
る
。

す
で
に
そ
う
し
た
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る

ご
く
少
数
の
学
生
も
い
る
が
、
多
く
の
学
生
に
と
っ
て

は
は
じ
め
て
見
聞
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

討
論
の
あ
と
の
感
想
を
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
圧
倒
的

多
数
を
占
め
た
の
は
「
面
白
そ
う
」
、
「
や
っ
て
み
た

い
」
と
い
う
も
の
や
、
「
小
さ
い
う
ち
か
ら
知
っ
て
い

れ
ば
、
参
加
し
た
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
そ
う
し
た
取
り
組
み
は
学
校
外
の
も
の
で
あ
っ
て

も
、
学
校
が
そ
れ
ら
と
連
携
す
る
、
あ
る
い
は
教
師
た

ち
、
親
た
ち
も
そ
う
し
た
情
報
を
子
ど
も
た
ち
に
提
供

す
る
、
す
な
わ
ち
子
ど
も
た
ち
の
背
中
を
ち
ょ
っ
と
押

し
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
実
現
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
あ
る
の
は
想
像

に
難
く
な
い
が
、
少
な
く
と
も
四
年
間
で
七

0
0
名
あ

ま
り
の
学
生
の
う
ち
、
大
多
数
が
そ
れ
を
望
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
同
時
に
教
師
に
と
っ
て
も
、
「
何
で
も
一

人
で
被
る
」
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
か
ら
の
脱
出
と
社
会
性
の

復
権
、
何
よ
り
外
の
食
農
教
育
の
取
り
組
み
か
ら
学
ぶ

絶
好
の
機
会
に
な
る
と
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
食
農
教
育
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
非

常
に
大
き
な
期
待
を
か
け
ら
れ
、
同
時
に
重
要
性
を
内

剋
し
た
も
の
で
あ
り
、
栄
養
学
と
農
学
を
結
び
つ
け
る

だ
け
で
な
く
、
生
産
者
と
消
費
者
の
関
係
、
さ
ら
に
学

校
と
学
校
外
な
ど
、
多
く
の
関
係
者
を
つ
な
ぐ
架
け
橋

に
も
な
り
う
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

（
稲
泉
博
己
）
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コラム⑱

農地は誰が耕すのかl
企
業
が
農
業
を
営
む
こ
と
、
た
と
え
ば
居
酒
屋
の
ワ

タ
ミ
が
農
業
に
参
入
す
る
と
い
っ
た
動
き
は
、
新
鮮
さ

を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
農
業
は

農
家
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
流
れ
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
制
度
的
に
は
、
戦
後
の
農
地
改
革

以
来
の
農
地
を
め
ぐ
る
政
策
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。

一
九
四
七
年
、
日
本
で
は
農
地
改
革
が
着
手
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
、
日
本
の
農
地
の
半
分
近
く
は
、
地
主
か
ら

小
作
人
が
土
地
を
借
り
て
農
業
を
す
る
小
作
地
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
、
政
府
が
安
く
買
い
上
げ
、

小
作
人
に
売
り
渡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
後
、
日
本

の
農
業
は
主
と
し
て
み
ず
か
ら
土
地
を
所
有
す
る
自
作

農
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
小
作
地
は
激
減

し
た
。
そ
し
て
一
九
五
二
年
に
は
、
こ
の
自
作
農
を
中

心
と
す
る
農
業
を
恒
久
化
し
、
再
び
地
主
ー
小
作
関
係

に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
目
的
で
農
地
法
が
制
定

さ
れ
た
。

こ
の
農
地
法
は
、
農
地
は
実
際
に
耕
作
す
る
者
が
所

有
す
る
べ
き
だ
と
い
う
「
農
地
耕
作
者
主
義
」
を
基
軸

に
据
え
て
お
り
、
農
地
の
貸
し
借
り
に
つ
い
て
厳
し
い

制
限
が
加
え
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
地
主
が
農
地
を

小
作
人
に
貸
す
に
し
て
も
面
積
が
制
限
さ
れ
た
ほ
か
、

地
主
は
貸
し
て
い
る
土
地
を
小
作
人
以
外
に
勝
手
に
売

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
地
主
が
簡
単
に
農
地
の
賃
貸
契

約
を
解
約
で
き
な
い
、
小
作
料
（
農
地
の
賃
貸
料
）
の

統
制
、
と
い
っ
た
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
厳
し
さ

ゆ
え
に
、
地
主
は
土
地
を
貸
す
こ
と
を
た
め
ら
う
よ
う

に
な
り
、
農
地
の
貸
借
が
行
わ
れ
に
く
く
な
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
法
律
で
は
、
農
地
の
所
有
者
は
、
農
家

枇
帯
を
代
表
す
る
個
人
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
さ
れ
、
企
業

な
ど
の
法
人
は
所
有
主
体
に
は
な
れ
な
い
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
所
有
で
き
る
農
地
面
積
に
も
制
限

が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
農
地
は

規
模
の
小
さ
な
農
家
に
分
散
さ
れ
て
所
有
さ
れ
る
こ
と

が
定
着
し
た
。

こ
の
よ
う
な
農
地
法
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
農
業
の

合
理
化
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
出
る
よ
う
に
な

り
、
一
九
六

0
年
代
以
降
、
農
地
所
有
や
貸
借
に
関
す

る
制
限
を
緩
和
す
る
方
向
で
、
何
回
か
の
法
改
正
が
行
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わ
れ
た
。
一
九
六
二
年
の
改
正
で
は
、
農
地
の
所
有
主

体
と
し
て
農
業
生
産
法
人
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、

組
織
形
態
は
、
農
業
協
同
組
合
法
の
も
と
で
組
織
さ
れ

る
農
事
組
合
法
人
や
、
有
限
会
社
・
合
資
会
社
・
合
名

会
社
の
い
ず
れ
か
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
七

0
年
に

は
所
有
面
積
の
制
限
廃
止
や
小
作
料
統
制
の
廃
止
な
ど

と
い
っ
た
大
幅
な
規
制
の
緩
和
が
な
さ
れ
た
。
た
だ
こ

う
し
た
法
改
正
も
、
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
農
業
へ

の
新
規
参
人
を
す
ぐ
に
促
進
す
る
ほ
ど
の
効
果
は
も
た

ず
、
一
般
的
に
は
地
域
内
で
の
農
地
の
売
買
や
貸
借
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
ニ
一
世
紀
に
な
っ
て
、
農
地
を
め
ぐ
る
政

策
は
大
き
く
変
わ
り
は
じ
め
、
ま
た
冒
頭
で
述
べ
た
企

業
の
参
入
と
い
っ
た
変
化
が
目
立
っ
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。二

0
0
0
年
の
農
地
法
改
正
で
、
一
定
の
条
件
を
満

た
し
た
株
式
会
社
が
、
農
業
生
産
法
人
と
し
て
農
地
を

所
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
株
式
会

社
は
、
株
主
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
方
針
も
大

き
く
変
わ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
農
業
生
産
法
人
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
株
式

の
譲
渡
制
限
な
ど
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
農
地
を

所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
ニ

0
0
九
年
の
農
地
法
改
正
に
よ
り
、
農
地
の
適
正
利
用
、

地
域
社
会
と
の
適
切
な
役
割
分
担
、
役
員
の
う
ち
一
人

が
常
時
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
な
ど
の
条
件
を
満
た
せ

ば
、
農
業
生
産
法
人
で
は
な
い
一
般
の
法
人
（
株
式
会

社
や

N
P
O
法
人
を
含
む
）
が
農
地
を
借
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
た
だ
し
所
有
は
農
業
生
産

法
人
以
外
は
不
可
）
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
は
個
人
に

よ
る
農
地
の
借
用
は
、
常
時
農
業
に
従
事
す
る
者
に
か

ぎ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
法
人
と
同
様

の
条
件
（
個
人
な
の
で
役
員
の
規
定
は
な
い
）
で
、
誰

で
も
農
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
農
地
の
所
有
や
借
用
は
次
第
に
開
か

れ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
と
り
わ
け
―
―
一
世
紀
に
な
っ

て
か
ら
は
、
株
式
会
社
の
参
入
な
ど
大
き
な
変
化
が
起

こ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
は
、
農
地
利
用
の
効
率

化
と
そ
れ
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
や
競
争
力
の
強
化
を

視
野
に
入
れ
た
議
論
に
お
い
て
、
肯
定
的
に
受
け
止
め

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
は
い
え
、
い
く
つ
か
の
新
た
な

課
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
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企
業
の
農
業
へ
の
参
入
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
立
場
か
ら
は
、
依
然
と
し
て
株
式
会
社
な
ど
の
農
地

所
有
に
対
す
る
制
限
が
厳
し
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。

農
業
生
産
法
人
は
、
売
り
上
げ
の
過
半
が
農
業
に
よ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
に
あ
げ
た
ワ
タ
ミ
の

農
業
へ
の
参
入
も
、
正
確
に
は
「
ワ
タ
ミ
フ
ァ
ー
ム
」

と
い
う
関
連
会
社
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
居
酒
屋
な
ど

で
大
き
な
売
り
上
げ
が
あ
る
ワ
タ
ミ
本
体
は
農
地
を
所

有
で
き
る
農
業
生
産
法
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
農
産
物
加
工
業
な
ど
関
連
事
業
者
が
農
業
生
産
法

人
に
出
資
す
る
場
合
は
、
議
決
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
制
限
は
、
農
業
へ
の
参
入
を
促
進
す
る
た
め

に
さ
ら
に
緩
和
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
議
論
が
あ
る
。

た
だ
、
そ
も
そ
も
農
業
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
企
業

が
、
農
地
取
得
を
強
く
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
現
実
も
あ
る
。
リ
ス
ク
の
高
い
農
地
の
取
得
よ
り

も
、
む
し
ろ
借
地
に
よ
る
営
農
を
指
向
す
る
傾
向
が
強

く
、
そ
の
意
味
で
は
さ
ら
な
る
企
業
に
よ
る
農
地
取
得

へ
の
規
制
の
緩
和
を
唱
え
る
議
論
は
、
い
さ
さ
か
的
外

れ
な
部
分
も
あ
る
。
し
か
も
、
農
業
に
新
規
参
人
し
よ

う
と
す
る
個
人
に
よ
る
農
地
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
は
依
然

と
し
て
裔
く
、
常
時
農
業
に
従
事
す
る
者
に
か
ぎ
ら
れ

て
お
り
、
は
じ
め
か
ら
兼
業
で
農
業
を
は
じ
め
る
こ
と

は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、
生
産
性
と
い
う

こ
と
に
過
剰
に
傾
斜
す
る
な
か
で
生
じ
て
い
る
、
法
人

と
個
人
の
農
地
取
得
を
め
ぐ
る
議
論
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

さ
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
、
大
き
な

資
本
を
も
つ
法
人
が
農
地
を
取
得
な
い
し
は
借
用
で
き

る
こ
と
に
潜
む
問
題
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

高
度
経
済
成
長
期
以
来
、
農
地
の
商
業
用
地
や
宅
地
な

ど
へ
の
転
用
（
売
却
）
が
各
地
で
み
ら
れ
た
。
農
家
は

売
却
で
得
ら
れ
る
利
益
を
見
越
し
て
農
地
を
有
効
活
用

し
な
い
ま
ま
財
産
と
し
て
保
有
し
て
い
る
の
だ
と
す
る

批
判
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
は
農
家
の
行
動
の
ご

く
一
面
を
全
体
に
敷
術
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、

そ
う
し
た
問
題
は
法
人
に
よ
る
農
地
所
有
に
も
つ
ね
に

潜
在
し
て
お
り
、
資
本
力
の
違
い
を
ふ
ま
え
る
と
そ
の

影
響
は
個
別
の
農
家
よ
り
も
大
き
な
も
の
と
な
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
農
地
法
で
は
農
地
の
取
得
・
借
用

を
め
ぐ
り
、
外
資
の
参
入
を
排
除
し
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
日
本
で
の
農
業
生
産
が
国
際
競
争
上
、
コ
ス
ト
面
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美しい農村の風景も変化にさらされている

で
不
利
で
あ
る
と
の
暗
黙
の
前
提
ゆ
え
の
見
過
ご
し
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
移
民
受
け
入
れ
な
ど
に
か
か

わ
る
政
策
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
外
資
の
参
入
が
現

実
味
を
帯
び
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
ラ
ン

ド

・
ラ
ッ
シ
ュ
と
も
呼
ば
れ
る
世
界
的
な
農
地
争
奪
の

波
に
日
本
の
農
地
が
呑
み
込
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
農
業
と
企
業
の
か
か
わ
り
が
も
つ
問
題

性
は
、
必
ず
し
も
国
内
的
な
話
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
し
て
、
農
地
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
看
過
さ

れ
が
ち
な
の
は
、
将
来
に
わ
た

っ
て
牒
地
を
良
好
な
状

態
で
維
持

・
管
理
し
て
い
く
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
農

地
は
、
交
換
可
能
な
単
な
る
生
産
手
段
の

一
っ
と
し
て

し
ま
え
る
ほ
ど
、
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
農
地
を
と

り
ま
く
生
態
環
境
や
地
域
社
会
と
の
連
関
の
な
か
で
み

い
だ
さ
れ
る
べ
き
持
続
性
の
あ
る
農
地
運
用
の
方
策
が
、

企
業
の
参
入
と
い
う
目
新
し
さ
に
す
り
替
え
ら
れ
る
傾

向
が
強
い
こ
と
が
、
今
日
の
農
地
を
め
ぐ
る
議
論
の
も

っ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

（原
山
浩
介
）
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で
あ
る
。

2
・

ー

身
近
に
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
農
業

農
業
を
支
え
る
労
働
と
土
地

―1
0
0
九
年
ご
ろ
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
一
種
の
農
業
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
ブ
ー
ム
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の

か
、
い
ま
の
段
階
で
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
―
つ
い
え
る
の
は
、
こ
の
プ
ー
ム
が
、
農
業
に
対
し
て
そ
れ
ま
で
抱

か
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
が
少
し
ず
つ
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

農
家
や
農
村
と
は
縁
遠
い
人
び
と
が
、
農
業
を
身
近
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
き
っ
か
け
は
、
ニ
―
世
紀
に
な

る
こ
ろ
か
ら
増
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

H
本
テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
「
ザ
ー
．
鉄
腕
！

D
A
S
H
」
の
企
画
で
あ

る
「

D
A
S
H
村
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
な
か
へ
の
農
業
の
登
場
、
居
酒
屋
を
経
営
す
る
ワ

原

山

箔

介
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タ
ミ
が
「
ワ
タ
ミ
フ
ァ
ー
ム
」
の
経
営
を
は
じ
め
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
れ
ま
で
農
業
に
付
着
し
て
い
た
あ
る
イ
メ
ー
ジ
、

す
な
わ
ち
農
業
と
は
農
家
に
生
ま
れ
た
子
弟
が
家
業
を
継
ぐ
か
た
ち
で
取
り
組
む
も
の
だ
と
い
う
観
念
を
、
少
し
ず
つ
揺

る
が
す
も
の
で
あ
る
。

数
字
を
み
る
と
、
新
規
就
農
者
の
数
は
、
一
九
九

0
年
代
以
降
、
全
体
と
し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。
と
く
に
四

0
歳
以

上
の
年
齢
層
で
そ
の
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
、
背
景
に
は
こ
の
時
期
に
「
田
舎
暮
ら
し
」
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
こ
と
や
、

ま
た
団
塊
の
世
代
が
仕
事
を
リ
タ
イ
ア
す
る
こ
ろ
に
農
業
を
は
じ
め
る
と
い
っ
た
流
れ
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
、
三
九
歳
以
下
の
若
年
・
青
年
層
も
、
全
体
と
し
て
は
目
立
た
な
い
も
の
の
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。
「

D
A
S
H

村
」
や
「
ワ
タ
ミ
」
の
影
響
は
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
に
表
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
注

H
す
べ
き
数
字
は
、
新
規
雇
用

就
農
者
、
す
な
わ
ち
農
業
法
人
な
ど
に
就
職
す
る
か
た
ち
で
農
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
た
ち
の
増
加
で
あ
る
。

調
在
が
は
じ
ま
っ
た
―

1
0
0
七
年
か
ら
の
三
年
間
で
み
る
と
、
非
農
家
出
身
者
の
就
職
が
、
毎
年
約
六

0
0
0
人
か
ら
七

0
0
0
人
の
あ
い
だ
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
ど
れ
く
ら
い
の
人
た
ち
が
農
業
労
働
者
と
し
て
定
着
し
て
い
る
か
は

わ
か
ら
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
数
字
は
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
過
去
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
の
デ
ー
タ
が
な
い
の
が
残
念

だ
が
、
こ
れ
は
一
―

0
世
紀
に
は
考
え
に
く
か
っ
た
傾
向
で
あ
る
。

一
方
で
、
行
政
の
側
も
、
農
業
に
就
く
人
た
ち
が
多
様
化
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
二

0
0
七
年
度
に
、
「
農
業

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
事
業
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
二

0
0
六
年
に

当
時
の
安
倍
晋
一
二
内
閣
の
も
と
で
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
こ
ろ
流
行
し
た
、
若
者
を
「
勝
ち
組
」
と
「
負
け
組
」

に
二
分
す
る
か
の
よ
う
な
発
想
を
前
に
、
一
度
「
失
敗
」
し
た
と
し
て
も
そ
れ
で
す
べ
て
が
終
わ
り
で
は
な
い
、
と
い
う
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こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
二

0
0
六
年
度
版
の
『
食
料
・
農
業
・
農
村
白
書
』
で
は
、
「
フ
リ
ー
タ
ー
の

就
業
意
識
調
査
に
よ
る
と
、

4
割
の
フ
リ
ー
タ
ー
が
農
業
研
修
に
興
味
を
持
っ
て
」
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
再
チ
ャ

レ
ン
ジ
」
層
の
農
業
へ
の
参
人
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
は
、
一
過
性
の
政
治
的
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
業
の
内
容

も
、
就
農
を
考
え
て
い
る
人
た
ち
へ
の
情
報
提
供
や
、
子
ど
も
を
含
む
広
範
な
世
代
へ
の
研
修
・
教
育
、
そ
し
て
農
業
へ

の
参
入
支
援
と
、
全
体
と
し
て
従
前
か
ら
あ
っ
た
施
策
の
焼
き
直
し
が
目
立
っ
た
。

た
だ
、
長
い
あ
い
だ
、
農
業
に
就
こ
う
と
す
る
若
者
が
減
少
す
る
な
か
で
、
農
業
労
働
力
の
問
題
は
、
「
農
業
の
担
い
手

問
題
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
農
業
に
就
く
こ
と
を
考
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
人
び
と
の
こ
と

を
想
定
す
る
よ
り
も
先
に
、
「
日
本
の
農
業
」
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
目
的
が
先
に
立
ち
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
担

い
手
」
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
論
理
が
一
般
的
だ
っ
た
。

こ
の
論
理
は
、
一
九
九

0
年
代
に
は
、
農
家
の
子
弟
で
は
な
い
若
者
が
農
業
に
参
人
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
「
I
タ

ー
ン
」
と
い
う
言
薬
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
は
じ
め
る
な
か
で
、
少
し
ず
つ
崩
れ
は
じ
め
て
は
い
た
。
し
か
し
ニ
一
世
紀
に

な
っ
て
、
定
職
を
も
た
な
い
若
者
を
め
ぐ
り
、
「
ニ
ー
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
対
策
」
と
称
さ
れ
る
対
応
が
検
討
さ
れ
て
い
く

な
か
で
、
こ
れ
と
「
農
業
の
担
い
手
問
題
」
を
合
流
さ
せ
る
か
た
ち
で
農
業
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
の
画
期
性
に
は
注

H
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
お
い
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
農
業
が
多
様
な
人
び
と
の
就
業
先
と
し
て
、
国
の
政
策
の
レ
ベ
ル
で
俎
上
に
上
る
と
い
う
事

態
は
、
少
な
く
と
も
二

0
世
紀
に
は
想
定
し
に
く
か
っ
た
。

こ
う
し
た
、
多
様
な
人
び
と
が
農
業
に
就
く
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
変
化
を
も
っ
て
、

い
ま
や
農
業
は
、
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土
地
と
労
働
力
の
戦
後

戦
後
の
経
済
改
革
の
一
っ
と
し
て
実
施
さ
れ
た
農
地
改
革
に
よ
り
、
農
地
の
所
有
を
め
ぐ
る
地
主
ー
小
作
関
係
は
解
消

さ
れ
、
日
本
の
農
業
は
自
作
農
を
中
心
に
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
ひ
と
ま
ず
は
、
農
村
社
会
を
覆
っ
て

い
た
封
建
制
が
、
土
地
所
有
の
面
か
ら
解
体
に
向
か
っ
た
。

た
だ
、
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
論
点
、
す
な
わ
ち
農
村
に
お
け
る
農
業
従
事
者
数

の
過
剰
が
問
題
と
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
各
々
の
農
家
の
経
営
面
積
の
狭
陰
と
、
こ
れ
に
よ
る
生
産

性
の
伸
び
悩
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
済
成
長
が
進
展
す
る
な
か
で
、
「
農
工
間
所
得
格
差
」
、
つ
ま
り
農
業
と
他
産
業
の

あ
い
だ
の
所
得
格
差
と
い
う
か
た
ち
で
露
星
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
想
的
に
は
、
新
た
な
農
地
の
造
成
に
よ
る
経
営
面

積
の
増
大
や
、
一
部
の
農
家
へ
の
農
地
の
集
約
を
通
じ
た
、
農
業
経
営
の
大
規
模
化
が
求
め
ら
れ
る
。

戦
後

H
本
に
お
け
る
農
業

農
家
に
生
ま
れ
た
子
弟
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
に
開
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
青
く
と
、
一
―
一
世
紀
の
農
業
の
「
明
る
さ
」
が
少
し
み
え
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
「
明
る
い
」
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
実
は
、
農
業
と
い
う
も
の
を
と
り
ま
く
、
も
っ
と
根
深
い

変
化
を
象
徴
す
る
動
き
で
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
垣
間
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
土
地
所
有
の
民
主
化
と
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
的
と

論
理
を
も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
自
作
農
を
中
心
と
す
る
戦
後
農
業
と
い
う
体
制
は
す
で
に
―
つ
の
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
政
策
の
論
理
と
し
て
は
、
農
村
の
過
剰
人
口
の
解
消
が
、
食
料
の
増
産
と
と
も
に
求
め
ら
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な

る。
農
地
の
面
で
は
、
農
地
の
開
発
や
改
良
が
、
農
業
構
造
改
善
事
業
の
一
環
と
し
て
、
政
鍛
と
し
て
取
り
組
ま
れ
続
け
て

い
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
口
よ
り
も
、
む
し
ろ
食
料
の
増
産
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
象
徴
的
な
存
在
は
、
一
九
六
七
年
に
人
植
が
は
じ
ま
っ
た
秋
田
県
の
八
郎
潟
干
拓
地
で
あ
ろ
う
。
八
郎
潟
は
、
そ

も
そ
も
は
琵
琶
湖
に
次
ぐ

H
本
第
二
位
の
面
積
を
も
つ
湖
だ
っ
た
が
、
そ
の
八
割
近
く
が
水
田
用
地
と
し
て

f
拓
さ
れ
た
。

こ
こ
は
、
大
規
模
水
田
単
作
と
い
う
日
本
の
農
業
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
、
入
植
農
家
は
五
＼
一

0
ヘ
ク
タ
ー
ル

と
い
う
、
平
均
的
な
稲
作
農
家
の
数
倍
の
面
積
の
水
田
を
手
に
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
構
造
改
善
事
業
の
全
体
か
ら
み
る
と
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
灌
漑
設
備

ほ
じ
ょ
う

の
改
善
や
圃
場
整
備
な
ど
、
小
規
模
な
事
業
が
多
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
展
開
さ
れ
た

の
は
間
違
い
な
い
。

そ
う
し
た
、
農
地
や
生
産
基
盤
に
か
か
わ
る
対
応
と
は
別
に
、
ヒ
ト
に
対
し
て
行
わ
れ
た
施
策
も
あ
っ
た
。
そ
の
な
か

に
は
、
他
産
業
へ
の
転
職
の
促
進
や
、
海
外
へ
の
移
民
の
送
出
が
含
ま
れ
て
い
た
。

前
者
の
他
産
業
へ
の
転
職
の
促
進
に
は
、
日
本
各
地
で
展
開
さ
れ
た
土
木
事
業
の
な
か
で
吸
収
さ
れ
る
労
働
力
の
ほ
か
、

工
場
な
ど
の
企
業
誘
致
、
小
規
模
な
弱
電
工
場
の
設
閻
な
ど
が
あ
っ
た
。
今
日
で
も
、
農
村
な
ど
地
方
の
経
済
を
語
る
う
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え
で
、
公
共
事
業
や
製
造
業
の
誘
致
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
に
な
る
背
景
に
は
、
単
に
現
金
収
入
が
得
に
く
い
と

い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戦
後
の
地
方
経
済
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
。

移
民
の
送
出
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
推
進
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
中
南
米
へ
の
移
民
は
戦
時
期
の
中
断
を
挟
ん
で
戦

後
に
な
っ
て
も
行
わ
れ
続
け
た
。
移
民
と
し
て
中
南
米
な
ど
に
渡
っ
た
人
び
と
は
、
必
ず
し
も
農
家
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
農
林
水
産
行
政
に
お
い
て
移
民
の
送
出
は
政
策
課
題
の
一
っ
で
あ
り
続
け
た
。
『
農
業
白
書
』
を
た
ど
っ
て

一
九
七
二
年
度
版
ま
で
、
「
海
外
農
業
移
住
」
が
言
及
さ
れ
続
け
て
い
る
。

時
代
の
転
換

い
ま
述
べ
た
、

一
九
七
一
一
年
度
版
の
『
農
業
白
書
』
に
お
け
る
移
民
へ
の
言
及
は
、
注

H
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
そ
の
こ
ろ
す
で
に
、
全
体
状
況
と
し
て
い
え
ば
、
農
村
を
め
ぐ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
人
口
の
過
剰
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
反
対
の
「
過
疎
」
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

一
九
六
七
年
に
示
さ
れ
た
「
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
お
い
て
す
で
に
過
疎
化
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
、
一
九
六
九
年
の

第
二
次
全
国
総
合
開
発
計
画
で
は
農
村
部
の
「
過
疎
」
と
都
市
部
の
「
過
密
」
の
解
消
が
重
要
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
七

0
年
に
は
、
最
初
の
「
過
疎
法
」
（
正
式
名
称
は
「
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
」
）
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
「
過
疎
法
」
は
、
一

0
年
の
時
限
立
法
で
、
法
律
の
期
限
切
れ
の
た
び
に
新
た
な
「
過
疎
法
」
が
制
定
さ
れ
続
け
て

い
る
。一

九
七
―
一
年
七
月
に
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
た
田
中
角
榮
が
唱
え
た
「
列
島
改
造
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
過
疎
と
過

ヽ

く
と

しヽ
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密
の
解
消
を
う
た
う
も
の
だ
っ
た
。
田
中
が
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
直
前
に
出
版
し
た
『
日
本
列
島
改
造
論
』
で
は
、
「
す

べ
て
が
大
都
市
を
め
ざ
し
て
集
ま
る
と
い
う
過
度
集
中
の
流
れ
を
思
い
切
っ
て
転
換
し
、
開
発
の
重
点
を
地
方
に
移
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
都
市
改
造
と
地
方
開
発
を
同
時
に
す
す
め
て
、
過
密
と
過
疎
の
同
時
解
消
を
は
か

り
、
高
能
率
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
国
上
を
つ
く
り
あ
げ
る
」
こ
と
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。

日
本
中
に
高
速
道
路
や
新
幹
線
を
張
り
巡
ら
し
、
本
州
と
四
国
の
間
に
三
つ
の
橋
を
か
け
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
こ
の

「
列
島
改
造
」
論
の
な
か
で
本
格
化
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
ダ
ム
建
設
や
港
湾
整
備
な
ど
を
全
国
で
展
開
す
る
な
ど
、
言

策
通
り
の
「
列
島
改
造
」
が
構
想
さ
れ
た
。
大
都
市
を
中
心
に
進
展
し
た
高
度
経
済
成
長
へ
の
反
省
か
ら
、
農
村
の
過
疎

化
や
地
方
の
経
済
発
展
の
遅
れ
を
に
ら
み
つ
つ
、
開
発
の
仕
切
り
直
し
を
し
よ
う
と
の
意
志
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
構
想
は
、
一
九
七
一
二
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
で
勢
い
を
そ
が
れ
た
も
の
の
、
多
く
の
大
規
模
公
共
事
業
の
ス
タ
ー
ト

地
点
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
今
日
に
な
っ
て
ム
ダ
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
も
の
も
少
な

く
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
評
価
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
「
列
島
改
造
ブ
ー
ム
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
も
て
は
や
さ
れ
た

こ
の
動
き
の
背
景
に
あ
っ
た
、
農
村
の
過
疎
化
と
大
都
市
の
過
密
が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
こ
こ
で
考
え
直

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

農
村
か
ら
の
人
の
流
出
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
、
農
村
の
過
剰
人
口
対
策
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
若
年
層
の

都
会
へ
の
就
職
に
よ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
戦
後
の
復
興
期
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
の
、
地
方
か
ら
東
京
な

ど
大
都
市
へ
の
「
集
団
就
職
」
は
、
こ
の
動
き
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
、
「
集

団
就
職
専
用
列
車
」
が
運
転
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
多
く
の
若
者
が
都
会
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
一
九
五

0
年
代
か
ら
六
〇
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こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
地
方
、
と
り
わ
け
農
村
部
に
は
現
金
収
入
を
得
ら
れ
る
仕
事
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
農
業
の
機
械
化
が
進
む
な
か
で
、
現
金
収
人
を
必
要
と
す
る
農
家
が
増
え
、
他
方
で
都
会
で
は
慢
性
的
な
労
働
力

不
足
が
起
こ
る
な
か
で
、
高
度
経
済
成
長
期
を
中
心
に
、
農
閑
期
の
都
会
へ
の
「
出
稼
ぎ
」
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
つ

ま
り
、
都
市
部
の
労
働
力
不
足
は
、
幅
広
い
農
村
出
身
者
・
在
住
者
に
よ
り
埋
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
示
し
た

「
列
島
改
造
」
の
議
論
の
な
か
で
も
、
一
年
間
を
通
じ
て
家
族
が
共
に
暮
す
こ
と
が
か
な
わ
な
い
「
出
か
せ
ぎ
の
悲
劇
」
を

な
く
す
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
一
連
の
流
れ
を
み
た
と
き
に
、

H
本
に
お
け
る
「
過
疎
化
」
の
構
造
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
「
過
疎
化
」

と
は
、
単
な
る
人
口
の
減
少
で
は
な
い
。
地
域
か
ら
若
者
が
減
り
、
高
齢
化
が
進
む
。
村
に
残
っ
て
い
る
働
き
盛
り
の
世

代
の
な
か
に
も
、
現
金
収
入
を
求
め
て
農
閑
期
に
都
会
に
出
て
行
く
者
が
出
て
く
る
。
こ
の
結
果
、
農
村
で
は
ま
す
ま
す

働
き
口
が
少
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
商
店
な
ど
生
活
上
不
可
欠
の
生
活
基
盤
の
維
持
が
困
難
に
な
る
こ

と
が
危
惧
さ
れ
は
じ
め
る
。

な
お
、

一
九
七

0
年
を
挟
ん
だ
時
期
に
は
、

H
本
の
農
業
は
も
う
―
つ
の
転
換
点
を
迎
え
て
い
た
。
「
経
済
社
会
発
展

計
画
」
で
過
疎
化
が
言
及
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
六
七
年
、
コ
メ
の
供
給
鼠
が
需
要
量
を
上
回
る
コ
メ
余
り
が
発
生
し
た

の
で
あ
る
。
終
戦
前
後
の
深
刻
な
食
料
不
足
を
経
験
し
て
以
来
、
日
本
の
農
業
政
策
は
食
料
の
増
産
に
い
そ
し
ん
で
き
た

る。 年
代
に
か
け
て
は
、
都
会
で
中
小
企
業
に
就
職
す
る
若
者
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
中
卒
の
若
者
た
ち
は
「
金
の
卵
」
と
呼
ば

れ
て
重
宝
さ
れ
た
。
経
済
成
長
の
な
か
で
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
労
働
力
が
、
大
都
市
部
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
証
左
で
あ
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の
だ
が
、
こ
こ
に
来
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
コ
メ
の
不
足
が
崩
れ
た
こ
と
に
な
る
。

過
疎
対
策
、
そ
し
て
村
お
こ
し

一
九
七

0
年
代
を
迎
え
、
農
業
政
策
は
い
く
つ
か
の
前
提
を
失
っ
た
。
こ
こ
で
み
た
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
農
村

に
お
け
る
過
剰
人
口
の
解
消
と
、
食
料
増
産
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
食
料
生
産
が
十
分
に
確
保

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
農
村
の
人
ロ
バ
ラ
ン
ス
が
適
切
な
水
準
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。

日
本
の
食
生
活
は
、
戦
後
に
な
っ
て
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
た
。
コ
メ
を
中
心
と
し
た
食
生
活
か
ら
、
パ
ン
や
麺
類
な
ど

の
「
粉
食
」
の
比
重
が
高
い
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
ほ
か
、
食
肉
の
消
費
量
が
増
え
る
な
ど
の
変
化
が
み
ら
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
余
剰
小
麦
の
は
け
口
を
探
し
て
お
り
、
日
本
は
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
っ
と

な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
初
は
援
助
が
ら
み
で
小
麦
が
流
入
し
た
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
援
助
で
日
本
各
地
を
「
キ

ッ
チ
ン
カ
ー
」
が
走
り
、
小
麦
を
使
っ
た
食
事
を
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
コ
メ
を
食
べ
る
と
バ
カ
に
な

る
」
と
い
っ
た
俗
説
が
ま
こ
と
し
や
か
に
さ
さ
や
か
れ
も
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
家
畜
の
飼
料
も
次
第
に
輸
入
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
。

ま
た
、
農
村
の
人
ロ
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
全
体
の
趨
勢
と
し
て
は
農
家
の
数
は
思
惑
通
り
に
減
少
し
な
か
っ

た
。
若
者
の
都
市
へ
の
流
出
は
あ
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
農
家
は
農
地
を
手
放
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
の
職
業
と
か

け
も
ち
を
す
る
兼
業
化
を
進
め
、
農
地
改
革
で
取
得
し
た
自
作
地
を
守
っ
た
。
も
っ
と
も
、
農
家
が
農
業
だ
け
に
特
化
す

る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
あ
り
方
は
、
日
本
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
新
し
い
も
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の
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
形
態
で
は
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
で
、
一
九
七

0
年
代
以
降
は
農
村
の
人
口
減
少
に
ど
の
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
か
が
課

題
と
な
る
。
そ
し
て
詞
時
に
、
農
村
に
な
に
が
し
か
の
意
味
で
活
力
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
べ
く
、
政
府
の
旗
振
り
も
あ
っ

て
、
「
村
お
こ
し
」
や
「
地
域
活
性
化
」
が
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て
若
者
が
減
っ
た
農
村
に
お
い
て
、
将
来

に
わ
た
っ
て
誰
が
農
業
を
営
む
の
か
が
課
題
と
な
り
、
こ
こ
に
本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
「
担
い
手
の
確
保
」
と
い
う
論
点

が
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

食
料
の
増
産
と
農
村
の
過
剰
人
口
の
解
消
を

H
指
し
た
一
九
七

0
年
こ
ろ
ま
で
が
、
戦
後
の
日
本
農
業
の
第
一
段
階
と

す
れ
ば
、
七

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
は
、
新
た
な
局
面
に
立
た
さ
れ
た
第
一
一
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
第
一
一
段
階
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
細
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
大
筋
で
は
、
地
域
的
に
も
労
働
力
の
面
で
も
、

H
本
の
農
業
が
解
体
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
の
緊
張
感
の
な
か
に
お
か
れ
、
収
束
点
を
探
そ
う
と
模
索
を
続
け
た
時

期
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
農
村
人
口
の
変
容
が
顕
在
化
す
る
な
か
で
、

自
作
農
を
中
心
と
し
た
農
業
を
営
む
農
家
が
、
日
本
の
農
村
を
構
成
し
、
食
料
生
産
を
担
う
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
素
朴

な
原
点
を
ど
の
よ
う
に
取
り
戻
す
か
が
焦
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
過
程
で
は
、
も
ち
ろ
ん
農
地
の
集
約
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
も
模
索
さ
れ
て
お
り
、
「
意
欲
あ
る
生
産
者
」
の
経

営
規
模
の
拡
大
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
政
策
課
題
の
一
っ
と
な
り
続
け
て
い
た
。
た
だ
こ
の
と

き
に
は
、
農
村
の
過
剰
人
口
の
解
消
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
方
向
に
動
こ
う
と
す
る
「
担
い
手
の
確
保
」
や
、
農
業
を
将

来
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
が
想
定
で
き
な
い
農
家
の
農
地
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
の
か
と
い
う
、
以
前
と
は
異
な
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労
働
と
±
地
の
再
編
成
？

農
業
フ
ー
ム
と
農
業
バ
ッ
シ
ン
グ

農
業
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
沸
騰
す
る
と
き
に
は
、
し
ば
し
ば
農
業
の
現
状
に
対
す
る
批
判
を
と
も
な
う
。
典
型
的
に
は
、

一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
の
バ
ブ
ル
経
済
期
と
、
そ
し
て
近
年
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
お
け
る
「
農
業
ブ
ー
ム
」
の
な

か
で
の
バ
ッ
シ
ン
グ
に
象
徴
さ
れ
る
。

一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
は
、
農
業
を
め
ぐ
り
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
時
期

で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、

G
A
T
T
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
い
て
農
産
物
の
輸
入
自
由
化
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、

他
方
で
「
村
お
こ
し
」
や
「
地
域
活
性
化
」
が
一
っ
の
ブ
ー
ム
に
な
る
な
ど
、
農
業
・
農
村
が
話
題
に
な
り
や
す
い
時
期

で
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
農
業
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
バ
ブ
ル
景
気
と
の
ち
に
名
付
け
ら
れ
た
空
前
の
好
景
気
を
背
景
に
し
た
も
の

だ
っ
た
。
し
ば
し
ば
、
他
産
業
に
比
し
て
農
業
の
生
産
性
が
低
い
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
、
し
ば
し
ば
「
国
際
分
業
」
論
、

簡
単
に
い
え
ば
、
優
秀
な
日
本
の
工
業
品
な
ど
を
輸
出
し
て
外
貨
を
稼
い
で
農
産
物
は
輸
入
す
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
議
論

が
展
開
さ
れ
た
。

ま
た
、
と
り
わ
け
東
京
な
ど
の
大
都
市
で
は
、
庶
民
が
マ
イ
ホ
ー
ム
を
も
つ
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
に
地
価
が
暴

っ
た
切
実
さ
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
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騰
し
て
い
た
た
め
、
都
市
部
の
農
地
を
宅
地
に
転
用
せ
よ
と
の
要
求
も
あ
っ
た
。
一
般
的
に
農
業
は
、
高
額
な
固
定
資
産

税
を
ま
か
な
え
る
ほ
ど
の
高
収
益
を
望
め
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
農
地
へ
の
課
税
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の

こ
と
へ
の
批
判
が
起
こ
り
、
農
地
へ
の
宅
地
並
み
課
税
を
求
め
る
動
き
が
起
こ
り
、
実
際
に
、
課
税
の
優
遇
を
受
け
ら
れ

る
基
準
が
厳
し
く
な
っ
た
。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
と
似
た
議
論
が
、
二
ご
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
も
増
え
て
い
る
。
景
気
の
う
え
で
は
後
退
傾
向
に
あ

る
な
か
で
、
都
市
の
農
地
や
固
定
資
産
税
に
か
か
わ
る
議
論
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
か
わ
り
に
、
農
業
の
生
産
性
の
低
さ

を
間
題
に
す
る
論
調
が
増
え
て
い
る
。

典
型
的
な
の
は
、
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
二

0
0
九
年
五
月
四
日
付
の
特
集
「
儲
か
る
農
業
」
に
お
け
る
農
業
の
生
産
性
に

対
す
る
批
判
で
あ
る
。
特
集
の
な
か
の
あ
る
ペ
ー
ジ
で
は
、
「
「
産
業
化
」
に
は
程
遠
い
…
・
:
」
と
の
見
出
し
で
、
日
本
の

農
業
と
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
の
年
間
の
生
産
高
八
兆
一
九
二
七
億
円
に
対
し
、

一
方
で
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
は
、
九
兆
六
八
九
億
円
の
売
上
高
を
約
三
一
万
人
で
成
し
遂
げ

約
二
七
四
万
人
の
労
働
が
あ
る
。
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て
い
る
。

こ
の
比
較
は
、
農
業
の
生
産
性
の
低
さ
を
印
象
づ
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
比
較
そ
の

も
の
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
な
い
し
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
農
業
が
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

と
同
等
に
、
収
益
面
で
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
は
、
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
と
労
働
に
大
き
く
依
存
す

る
農
業
と
い
う
も
の
の
本
来
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
ご
く
当
た
り
前
の
話
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
算
定
の
マ
ジ
ッ
ク
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第m部 食と農の新しい局面 300 



、

、

、

、

、

、

そ
も
そ
も
、
農
業
の
生
産
高
と
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
売
上
高
を
比
較
す
る
こ
と
の
是
非
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

工
業
製
品
な
ど
は
付
加
価
値
を
高
め
た
状
態
で
出
荷
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
分
、
売
り
上
げ
も
上
が
る
が
、
農
業
に
関

し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
コ
メ
の
生
産
高
は
コ
メ
そ
の
も
の
を
売
っ
た
売
り
上
げ
に
す
ぎ
ず
、

る
オ
ニ
ギ
リ
の
付
加
価
値
は
算
人
さ
れ
て
い
な
い
。

同
時
に
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
な
ど
の
製
造
業
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
従
業
員
数
と
は
何
か
、
と
い
う
間
題
が
あ
る
。
す
べ

て
の
下
請
け
・
外
注
業
者
が
こ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
生
産
の
一
部
を
低
賃
金
の
海
外
で
行
う

、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
が
製
造
業
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
る
が
、
農
業
に
関
し
て
は
、
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。

産
業
化
を
求
め
ら
れ
る
農
業

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
間
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
記
事
の
深
い
と
こ
ろ
に
は
、
今
日
の
日
本
の
農
業
を
め

ぐ
っ
て
、
土
地
や
労
働
を
と
り
ま
く
諸
状
況
が
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
孟
世
紀
に
お
け
る
農
業
へ
の
批
判
に
は
、
バ
ブ
ル
期
の
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
っ

と
し
て
、
工
業
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
産
業
の
好
調
を
背
景
に
し
た
農
業
へ
の
批
判
、
と
い
う
図
式
に
は
な
っ
て
い
な
い

点
が
あ
る
。
つ
ま
り
バ
ブ
ル
期
に
は
、
他
の
産
業
が
好
調
な
の
を
背
景
に
、
日
本
に
農
業
は
不
要
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論

調
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
土
地
の
面
で
、
い
わ
ば
農
地
が
邪
魔
で
あ
る
と
す
る
議
論
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
の

議
論
は
、
先
に
引
用
し
た
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
「
儲
か
る
農
業
」
と
い
う
特
集
テ
ー
マ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
農
業

が
日
本
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
「
産
菓
化
」
を
図
る
の
か
と
い
う
筋
書
き

コ
ン
ビ
ニ
で
売
ら
れ
て
い
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に
な
っ
て
い
る
。

実
は
、
先
に
指
摘
し
た
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
と
農
業
の
比
較
の
問
題
性
は
、
い
ま
の
農
業
を
と
り
ま
く
状
況
変
化
、
と
り
わ

け
土
地
と
労
働
を
め
ぐ
る
変
容
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
問
題
」
で
は
な
く
、
「
現
実
」
の
一
端
を
示
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
変
容
と
は
、
日
本
の
農
業
は
、
日
本
国
内
で
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
の
自
明
性
の
揺
ら
ぎ
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
固
囲
に
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。

外
国
人
「
労
働
者
」
の
雇
用

そ
の
一
っ
に
、
外
国
人
実
習
生
・
技
能
研
修
生
の
受
け
入
れ
が
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
外
国
人
に
対
し
て

H
本
で
技
能

や
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
周
国
で
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
実
に
は
、

短
期
雇
用
の
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
雇
用
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、

農
繁
期
に
大
学
生
な
ど
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
用
し
て
い
た
も
の
を
、
通
年
の
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
に
切
り
替
え
る

動
き
も
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
背
景
に
は
、
労
働
力
と
し
て
低
コ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
農
業
分
野
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
よ

う
と
す
る
学
生
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
つ
ま
り
雇
用
す
る
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
低
賃
金
で
豊
富
な
労

働
力
と
し
て
、
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
を
受
け
人
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
外
国
人
が
日
本
で
研
修
・
実
習
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
三
年
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

日
本
に
や
っ
て
来
る
側
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
滞
在
し
か
許
さ
れ
ず
、
雇
う
側
に
と
っ
て
も
継
続
性
の
な
い
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た
だ
、
こ
の
制
度
の
延
長
線
上
で
想
定
で
き
る
の
は
、
外
国
人
労
働
者
を
低
賃
金
で
雇
用
す
る
こ
と
に
依
存
す
る
構
造

が
確
立
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
単
純
労
働
を
担
う
移
民
労
働
者
の
恒
常
的
な
受
け
入
れ
を
行
う
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
農
繁
期
の
労
働
を
低
賃
金
で
雇
用
で
き
る
移
民
に
依
存
し
て
お
り
、
な
か
で
も
不
法
滞
在
の
移
民
労
働
者
を

め
ぐ
っ
て
は
そ
の
賃
金
の
安
さ
ゆ
え
に
「
重
宝
」
が
ら
れ
る
と
い
っ
た
状
況
が
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
有

機
農
業
の
現
場
に
お
い
て
、
移
民
労
働
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
農
業
分
野
に
お
い
て
こ
う
し
た
こ
と
が
現
実
の
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
は
未
知
数
だ
が
、

す
で
に
政
治
家
や
財
界
に
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
を
求
め
る
動
き
や
発
言
が
あ
る
。
二

0
0
八
年
に
は
、
自
民
党
の
「
外

国
人
材
交
流
推
進
議
員
連
盟
」
が
、
五

0
年
間
で
一

0
0
0
万
人
の
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
含
む
、
移
民
受
け
入

れ
に
関
す
る
提
言
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
将
来
の
人
口
減
少
を
見
据
え
た
と
き
、
労
働
力
と
し
て
の
外
国
か
ら
の
移
民
が

不
可
欠
に
な
る
と
の
認
識
の
う
え
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
二

0
1
0
年
―
一
月
九

H
付
の
『
読
売
新
聞
』

に
お
い
て
、
経
団
連
会
長
の
「
日
本
に
忠
誠
を
誓
う
外
国
か
ら
の
移
住
者
を
ど
ん
ど
ん
奨
励
す
べ
き
だ
」
と
の
見
解
が
報

じ
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
も
将
来
の
労
働
力
不
足
、
そ
し
て
消
費
人
口
の
不
足
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

最
近
に
な
っ
て
激
し
く
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る

T
P
P
（
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
）
も
、
こ
う
し
た
議
論

と
無
縁
で
は
な
い
。
日
本
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
農
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、

T
P
P
の
締
結
に
よ
る
関
税
の
撤
廃
に
よ
り
、

農
業
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
締
結
に
反
対
す
る
立
場
も
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
あ
る
政
治
家
が
「
G
D
P
の
一
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
農
業
を
守
る
た
め
に
九
八
・
五
％
が
犠
牲
に
な
ろ
う
と
し
て

仕
組
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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移
民
労
働
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、
移
民
の
受
容
／
排
除
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
合
い
が
起
こ
る
。

民
へ
の
労
働
力
依
存
の
深
化
や
、
移
民
労
働
者
の
人
権
擁
護
と
い
っ
た
論
理
か
ら
、
移
民
を
受
け
入
れ
る
べ
き
と
の
論
調

が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
移
民
が
雇
用
の
場
を
奪
う
こ
と
へ
の
危
機
感
や
、
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭

に
よ
り
、
移
民
へ
の
門
戸
を
閉
ざ
し
た
り
、
不
法
滞
在
に
対
す
る
厳
し
い
処
罰
を
求
め
る
議
論
が
起
こ
る
。

―I
O
I
 0
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
制
定
さ
れ
た
移
民
法
は
、
警
察
官
が
不
法
滞
在
の
移
民
で
あ
る
と
の

疑
い
を
も
て
ば
、
そ
れ
だ
け
で
捜
究
を
行
い
、
外
国
人
登
録
書
類
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
逮
捕
も
可
能
と
な
る
よ
う
な
内

容
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
法
律
そ
の
も
の
は
、
の
ち
に
連
邦
地
方
裁
判
所
で
同
法
の
か
な
り
の
部
分
が
差
し
止
め
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
、
移
民
が
内
在
化
し
た
社
会
に
お
け
る
人
種
主
義
に
も
と
づ
い
た
人
権
侵
害
と
い
っ
た
事
態
は
、
ア
リ

ゾ
ナ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
で
、
か
た
ち
を
変
え
て
表
出
し
は
じ
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
先
進
国
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
日
本
は
、
外
国
人
の
就
労
が
難
し
い
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
制

度
的
な
閉
鎖
性
は
、
不
法
労
働
者
の
存
在
と
あ
わ
せ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
権
問
題
と
か
か
わ
っ
て
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
来
て
、
む
し
ろ
産
業
の
論
理
の
な
か
か
ら
、
外
国
人
へ
の
門
戸
開
放
を
求
め
る
議
論
が

起
こ
る
と
い
う
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
は
、
排
外
的
な
発
想
か
ら
く
る
拒
否
感

い
る
。

一
方
で
は
、
経
済
面
で
の
移

い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
物
議
を
醸
し
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て
い
る

の
は
、
こ
の

T
P
P
が
、
商
品
の
み
な
ら
ず
、
労
働
力
の
移
動
を
も
自
由
化
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

T

P
P
を
め
ぐ
る
議
論
の
行
く
末
は
未
知
数
で
は
あ
る
が
、
移
民
の
受
け
入
れ
が
進
む
要
素
は
、
国
内
外
に
埋
め
込
ま
れ
て
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も
し
ば
し
ば
示
さ
れ
る
。
農
業
と
い
う
産
業
分
野
は
、
そ
う
し
た
転
換
の
、

ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
衝
撃

他
方
、
上
地
に
か
か
わ
っ
て
は
、
「
ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
呼
ば
れ
る
、
外
国
で
の
農
地
獲
得
を
め
ぐ
る
動
き
が
注

H
を

集
め
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
二

0
1
0
年
二
月
―

-
B
の
「

N
H
K
特
集
」
で
放
映
さ
れ
た
こ
と
で
、
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
番
組
の
な
か
で
は
、
と
く
に
韓
国
・
中
国
・
イ
ン
ド
と
い
っ
た
国
々
の
政
府
や
企
業
が
、
外
国
に

食
料
生
産
基
地
を
つ
く
る
べ
く
動
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
さ
な
が
ら
植
民
地
争
奪

戦
の
よ
う
に
映
り
、
こ
う
し
た
動
き
に
日
本
の
政
府
や
企
業
が
「
乗
り
遅
れ
て
い
る
」
と
い
う
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
こ
の
動
き
の
妥
当
性
を
問
う
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
戸
惑
い
を
抱
か
せ
る
。

も
っ
と
も
、
外
国
の
農
家
や
農
場
と
契
約
を
結
び
、
安
定
的
な
農
産
物
の
供
給
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
そ
の
も
の
は
、

け
っ
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
商
社
な
ど
が
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
農
家
と
の
あ
い
だ
で
日
本
向
け
の
遺

伝
子
組
換
え
で
な
い
大
豆
の
作
付
け
に
関
す
る
契
約
を
結
ん
だ
り
、
中
国
な
ど
の
農
場
と
野
菜
の
生
産
に
か
か
わ
る
契
約

を
結
ぶ
と
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
う
し
た
従
来
か
ら
あ
る
動
き
と
「
ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
相
手
方

と
の
契
約
の
恒
常
性
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
商
取
引
の
一
環
と
し
て
契
約
を
結
ぶ
（
そ
れ
ゆ
え
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た

り
解
除
さ
れ
た
り
す
る
リ
ス
ク
を
と
も
な
う
）
こ
と
と
、
い
わ
ば
外
国
の
農
地
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
国
家
的
な
動
き
は
、

似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
の
性
格
を
も
つ
契
約
の
な
か
に
は
、
「
九
九
年
」
と
い
っ
た
非
常
に
長
い
期
間

―
つ
の
先
端
を
な
し
て
い
る
。
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本
章
の
最
初
で
、
農
業
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
に
触
れ
た
。
農
家
の
子
弟
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
び
と
に
農
業

の
現
場
が
開
か
れ
て
い
こ
う
と
す
る
二
ご
世
紀
の
日
本
の
傾
向
は
、
一
面
で
は
明
る
さ
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
目
に
映

る。
し
か
し
他
方
で
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
作
農
を
中
心
と
す
る
農
業
と
い
う
地
点
か
ら
少
し
ず
つ
解
き
放

た
れ
て
い
く
と
し
て
、
そ
の
行
く
先
に
何
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
し
た
、
ラ
ン
ド

四
農
業
が
開
か
れ
る
こ
と
の
意
味

を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
経
済
成
長
の
速
度
な
ど
に
か
ん
が
み
た
と
き
、

商
取
引
と
し
て
想
定
可
能
な
期
間
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て

H
本
の
食
料
自
給
率
の
議
論
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
日
本
の
食
料
を

H
本
国
内
で
ま

か
な
う
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
検
討
が
進
ん
で
い
る
農
家
へ
の
戸
別
所
得
補
償
制
度

も
ま
た
、
農
産
物
価
格
の
下
落
が
続
く
な
か
で
農
業
の
継
続
を
可
能
に
す
る
条
件
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
国
内
の

農
業
生
産
の
維
持
を
目
指
し
た
―
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

―
―
一
世
紀
の
日
本
農
業
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な

か
た
ち
で
の
農
地
の
位
置
づ
け
と
、
そ
し
て
戦
後
か
ら
連
綿
と
続
く
、
日
本
の
農
業
を
守
ろ
う
と
す
る
発
想
の
交
錯
の
な

か
に
あ
る
。
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ラ
ッ
シ
ュ
や
外
国
人
労
働
者
の
積
極
的
な
受
け
人
れ
と
い
っ
た
論
点
は
、
い
さ
さ
か
極
端
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
日
本
の
人
口
の
減
少
、
そ
の
一
方
で
の
世
界
的
な
人
口
の
増
大
と
生
活
水
準
の
向
上
に
よ
る
食
料
需
給
の
逼

迫
、
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
と
い
っ
た
こ
と
を
連
動
さ
せ
て
考
え
る
と
き
、
上
地
と
労
働
の
い
ず
れ

も
が
、
こ
れ
ま
で
想
定
し
て
き
た
農
業
像
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
展
開
を
遂
げ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、

わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
生
活
憔
界
を
も
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
め
ぐ
り
、

で
は
、
ど
の
よ
う
な
処
方
箋
が
あ
る
の
か
、
ど
う
い
っ
た
筋
道
で
考
え
て
い
く
べ
き
な
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
き
が
み
え
き
ら
な
い
な
か
で
模
範
解
答
を
示
す
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
。
む
し
ろ
こ

こ
で
は
、
次
の
二
つ
の
論
点
を
示
す
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
農
業
を
め
ぐ
る
土
地
と
労
働
に
関
し
て
、
ど
こ
ま
で
の
深
度
で
具
体
的
な
変
容
が
起
こ
っ
て
い
く
か
は
と
も

か
く
、
そ
の
編
成
原
理
が
大
き
く
動
こ
う
と
す
る
兆
候
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
業
の
現
場
に
即
し
て
わ
た
し
た
ち
は

何
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
が
あ
る
。

農
業
の
法
人
化
や
そ
こ
で
の
雇
用
が
新
た
に
生
ま
れ
る
な
か
で
、
先
に
示
し
た
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
特
集
テ
ー
マ
、

「
儲
か
る
農
業
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
親
和
性
の
あ
る
経
営
形
態
が
確
実
に
生
ま
れ
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
食
の
多
く
の
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
「
儲
か
る
」
と
公
言
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
、
小
規
模
な
農
家
で
あ
る
。
図
l
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
稲
作
農
家
の
大
規
模
化
が
進
み

つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
四
割
以
上
の
コ
メ
を
、
け
っ
し
て
大
規
模
と
は
い
え
な
い
一
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

の
農
家
が
担
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
こ
の
構
造
が
こ
れ
か
ら
ど
う
変
わ
る
の
か
、
労
働
力
と
土
地
に
か
か
わ
る
国
際
的
な
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□10.0ha以上

□5.0ha以上 10.0ha未満

■3.0ha以上5.0ha未満

□2.0ha以上3.0ha未満

● l.5ha以上20ha未満
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□0.5ha以上 l.Oha未満

■0.3ha以上0.5ha未満

■0.3ha未満
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図 1 米穀の階層別売渡数量の年産別担移 (1959-2003年）

股家規模別に売渡数屈の合計を積み上げたもの。2ha以上の牒家のill府iiiしが全体からみると

意外に少ないことがわかる。

j_t) * 1959-63年は 2.0ha以上。

出所） 「食料統計年報」より作成。
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動
き
を
と
も
な
う
コ
ス
ト
の
切
り
詰
め
と
の
競
合
に
よ
っ
て
小
規

模
な
農
家
が
淘
汰
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
現
実
が
待
ち
か
ま

え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
食
を
、
ほ
ん
と

う
に

「儲
か
る
農
業
」
の
経
営
体
だ
け
で
ま
か
な
え
る
の
か
ど
う

か
を
、
注
意
深
く
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、

二
つ
目
の
論
点
と
し
て
、
い
ま
や
、
農
業
の
現
場
が
、

国
際
間
の
労
働
力
移
動
や
土
地
の
獲
得
合
戦
を
含
ん
だ
、
グ

ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
新
た
な
主
戦
場
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
農
業
、
そ
れ
も
世
界
的
な
規
模
の
食
料
メ
ジ

ャ
ー
や
大
農
園
で
は
な
い
、
身
近
に
あ
る
農
業
や
食
べ
物
を
み
る

こ
と
が
、
世
界
を
み
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
現
実
が
、
わ
た

外
国
人
研
修
生

・
技
能
実
習
生
の
存
在
は
、
将
来
の
移
民
社
会

の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
は
、
農
業
労
働
を
日

本
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
低
賃
金
労
働

を
恒
常
化
さ
せ
る
か
た
ち
で
し
か
農
業
の
未
来
を
描
け
な
い
の
か
、

と
い
う
問
い
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
外
国
人
の
受
け
入
れ

し
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
。
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に
対
す
る
拒
否
感
、
な
ら
び
に
こ
れ
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
、
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
定
住
さ
せ
て
も
よ
い
と

す
る
階
層
感
覚
が
、
排
外
主
義
の
異
な
る
表
現
と
し
て
現
出
す
る
。
ま
た
他
方
で
、
農
業
の
「
担
い
手
」
が
依
然
と
し
て

H
本
人
で
あ
り
、
移
民
労
働
者
は
員
数
外
で
あ
る
と
の
観
念
も
依
然
と
し
て
健
在
で
あ
る
。

ま
た
、
土
地
を
め
ぐ
る
奪
い
合
い
は
、

H
常
的
な
食
べ
物
の
も
つ
意
味
に
ま
で
及
ぶ
議
論
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、

食
べ
物
の
重
さ
に
、
運
ん
だ
距
離
を
乗
じ
た
「
フ
ー
ド
・
マ
イ
レ
ー
ジ
」
や
、
農
産
物
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
生
産
に
要
し
た

水
の
鼠
を
示
す
「
バ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
と
い
っ
た
用
語
が
使
わ
れ
て
き
た
。
農
業
生
産
に
は
多
く
の
水
を
要
し
、

し
か
も
農
産
物
そ
の
も
の
に
も
多
く
の
水
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
世
界
中
か
ら
農
産
物
を
集
め
る
こ
と
は
、

世
界
の
水
を
消
費
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
土
地
の
奪
い
合
い
は
、
実
は
水
の
奪
い
合
い
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

抽
象
的
な
話
が
、
「
ラ
ン
ド
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
な
か
で
、
ク
リ
ア
に
示
さ
れ
て
い
る
。

時
代
の
大
き
な
変
化
の
波
の
な
か
で
、
農
業
と
食
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
す
ぐ
に
は
出
口
の
み
え
な
い
、
奥
深
い
社
会
的

な
論
点
を
内
絋
し
つ
つ
あ
る
。
結
論
を
出
し
に
く
い
歯
が
ゆ
さ
を
受
け
止
め
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
れ
ら
論
点
と
向
き
合

(
1
)

農
林
水
産
省
『
平
成
一
八
年
度
食
料
・
農
業
・
農
村
の
動
向
』
（
農
業
白
書
）
、
八
六
頁
。

(
2
)

田
中
角
榮
「
H
本
列
島
改
造
論
」
日
刊
工
業
新
聞
社
、
一
九
七
―
一
年
、
七
八
＇
八

0
頁。

(
3
)

た
と
え
ば
大
正
か
ら
戦
時
期
に
か
け
て
は
、
そ
れ
ま
で
力
を
も
っ
て
い
た
自
作
農
に
対
し
て
、
自
小
作
農
（
み
ず
か
ら
所
有
す
る
士
地

と
借
地
の
両
方
で
営
農
す
る
農
家
）
の
台
頭
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
を
支
え
た
の
は
、
稲
作
を
主
た
る
営
農
形
態
と
し
た
と
き
、
そ
れ
以
外
の

っ
て
み
て
ほ
し
い
。
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園
芸
や
養
蚕
な
ど
の
副
業
や
、
農
業
以
外
の
兼
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
栗
原
百
寿
に
よ
れ
ば
、
「
と
く
に
小
作
農
の
場
合
に
は

そ
の
商
品
生
産
は
…
…
副
業
的
な
い
し
兼
業
的
生
産
部
門
に
お
い
て
い
わ
ば
側
面
的
に
進
展
し
つ
つ
あ
」
り
、
「
副
・
兼
業
と
し
て
の
側
面

的
な
商
品
生
産
へ
の
進
展
に
よ
っ
て
そ
の
従
属
的
状
態
か
ら
独
立
し
き
た
り
、
さ
ら
に
自
作
小
農
へ
と
上
向
し
つ
つ
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
栗

原
百
寿
「
日
本
農
業
の
基
礎
構
造
』
〈
栗
原
百
寿
著
作
集
一
〉
、
校
倉
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
―
六
頁
）
。
た
だ
、
日
中
戦
争
期
の
一
九
三
八

年
に
は
、
「
自
作
小
農
は
農
業
所
得
の
み
を
も
っ
て
家
計
費
を
充
当
し
う
る
専
業
農
家
で
あ
り
、
小
作
過
小
農
は
農
業
収
入
の
み
で
は
家
計

費
を
充
当
し
え
な
い
兼
業
農
家
的
性
格
」
を
も
つ
に
い
た
り
（
同
、
一
五
五
頁
）
、
さ
ら
に
「
本
業
た
る
農
業
生
産
は
多
か
れ
少
な
か
れ
自
給

的
生
産
の
ま
ま
に
止
め
て
、
農
業
以
外
の
産
業
諸
部
門
に
お
い
て
兼
業
的
に
商
品
生
産
に
従
事
す
る
方
向
」
は
、
「
農
業
生
産
を
停
滞
・
縮

小
せ
し
め
つ
つ
、
漸
次
農
民
の
農
業
離
脱
を
準
備
し
て
い
く
消
極
的
な
も
の
」
（
同
、
一
六

0
頁
）
と
の
評
価
も
併
存
し
て
い
る
。
も
っ
と
も

一
連
の
過
程
に
は
、
昭
和
恐
慌
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
景
気
の
波
や
、
戦
時
期
の
軍
需
産
業
な
ど
へ
の
労
働
力
の
吸
引
と
い
っ
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
が
介
在
し
て
い
る
。
た
だ
―
つ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
多
く
の
農
家
が
専
業
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
条
件
が
つ
ね
に
準
備

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
兼
業
な
い
し
は
離
農
と
い
っ
た
選
択
肢
が
立
ち
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
角
度

か
ら
み
れ
ば
、
戦
後
、
多
く
の
農
家
が
「
安
定
的
な
」
兼
業
状
態
を
経
験
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

(
4
)

『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
二

0
0
九
年
五
月
四
日
号
、
一
―
―
一
頁
。
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コラム⑰

「食と農」の現場を支える外国人研修・技能実習生

「
こ
こ
ら
辺
一
帯
で
た
く
さ
ん
中
国
人
が
レ
ン
コ
ン

を
掘
っ
て
る
よ
」
。

「
前
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
よ
く
い
た
け
ど
、
ビ
ザ
の

間
題
が
あ
っ
た
か
ら
ね
、
い
ま
は
中
国
と
か
の
研
修
生

が
多
い
」
「
H
市
の
ほ
う
は
も
っ
と
多
い
。
甘
藷
の
収

穫
と
か
ね
、
人
手
が
必
要
だ
し
、
重
労
働
だ
し
」
。

首
都
圏
大
消
費
地
の
農
産
物
需
要
を
支
え
る
茨
城
の

あ
る
地
域
。
広
々
と
し
た
田
畑
の
風
景
を
見
渡
し
な
が

ら
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
農
家
に
そ
う
説
明
さ
れ
た

の
は
も
う
五
年
も
前
の
こ
と
だ
。

い
ま
、
各
地
で
農
村
調
壺
を
し
て
い
る
と
、
外
国
人

が
農
作
業
し
て
い
る
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
彼

ら
は
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
か
ら
の

「
研
修
生
」
や
「
技
能
実
習
生
」
で
、
そ
の
多
く
が
二

0

代
の
男
女
で
あ
る
。

外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
「
開
発
途
上
国
の

青
壮
年
労
働
者
を
日
本
に
受
け
入
れ
て
、
日
本
の
産

業
・
職
業
上
の
技
能
・
技
術
・
知
識
の
移
転
を
通
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目

(
l
}
 

的
と
し
て
一
九
九
三
年
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
後
お
よ

そ
二

0
年
、
実
習
期
間
の
延
長
や
受
け
入
れ
職
種
の
拡

大
な
ど
を
経
て
、
最
大
一
一
一
年
間
の
滞
在
が
認
め
ら
れ
る

制
度
と
し
て
定
着
し
て
き
た
。

国
際
貢
献
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
の
制
度
が
、
国
際

競
争
や
労
働
力
不
足
に
悩
む
製
造
業
な
ど
の
現
場
へ
、

研
修
生
を
安
価
な
労
働
力
と
し
て
供
給
し
て
き
た
こ
と

は
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
農
業
や
食
品
加
工

と
い
っ
た
「
食
と
農
」
の
現
場
も
例
外
で
は
な
い
。

と
く
に
農
業
分
野
へ
の
「
技
能
実
習
」
が
認
め
ら
れ

た
二

0
0
0
年
以
降
、
研
修
生
総
数
の
伸
び
は
い
ち
じ

る
し
い
。

0
九
年
に
新
規
入
国
し
た
研
修
生
の
職
種
内

訳
を
国
際
研
修
協
力
機
構

(
J
I
T
C
o
)
の
統
計
か

ら
み
る
と
、
研
修
生
総
数
五
万
六
四
人
の
う
ち
も
っ
と

も
多
い
衣
服
縫
製
業
（
ニ
ニ
％
）
に
次
い
で
、
食
料
品

製
造
(
-
八
・
八
％
）
、
農
業
(
-
―
―
-
•
四
％
）
が
二
位
、

{
2
)
 

三
位
を
占
め
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
約
三

0
パ
ー
セ
ン
ト
、

い
ま
や
、
外
国
人
研
修
生
全
体
の
一
一
一
人
に
一
人
が
「
食

と
農
」
の
現
場
に
働
き
に
来
て
い
る
状
況
が
あ
る
の
だ
。

で
は
ど
の
よ
う
な
地
域
が
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
。

農
業
研
修
生
・
技
能
実
習
生
数
を
県
別
に
み
る
と
、
茨

城
や
千
葉
、
北
海
道
、
長
野
、
熊
本
と
い
っ
た
有
数
の

畑
作
地
域
に
目
立
っ
て
い
る
。
甘
藉
や
高
原
野
菜
（
レ

311 



タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
）
の
野
菜
作
に
お
い
て
は
、
収

穫
作
業
の
機
械
化
は
困
難
で
あ
り
、
収
穫
や
集
荷
、
選

別
な
ど
の
作
業
を
研
修
生
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
い
。

同
時
に
こ
う
し
た
地
域
は
、
農
産
物
輸
入
に
さ
ら
さ
れ

な
が
ら
も
国
際
競
争
下
で
な
ん
と
か
生
き
延
び
て
い
る

国
内
有
数
の
産
地
で
も
あ
る
。
外
国
か
ら
の
輸
入
農
産

物
に
対
抗
す
る
た
め
に
外
国
か
ら
研
修
生
を
受
け
入
れ

て
い
る
、
と
す
ら
い
え
よ
う
。

ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
。
箪
者
の
茨
城

県
に
お
け
る
調
査
農
家
は
研
修
生
の
仲
介
機
関
を
さ
し

て
「
業
者
」
と
呼
ぶ
。
本
制
度
が
普
及
し
は
じ
め
た
当

初
、
農
家
は
農
協
を
介
し
て
研
修
生
を
受
け
人
れ
る
の

が
一
般
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
二

0
0
0
年
以
降
の
急

速
な
増
大
を
支
え
た
の
は
、
統
計
を
み
る
か
ぎ
り
「
事

業
協
同
組
合
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
事
業
協
同

組
合
」
の
一
部
は
、
業
種
や
地
域
に
関
係
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
に
研
修
生
を
「
派
遣
」
し
、
組
合
員
か
ら

「
管
理
費
」
名
目
で
手
数
料
を
徴
収
し
て
経
営
を
維
持

す
る
も
の
が
あ
る
。
上
述
の
農
家
は
こ
う
し
た
事
業
協

同
組
合
の
一
っ
を
指
し
て
「
業
者
」
と
呼
び
、
こ
の

「
業
者
」
か
ら
の
斡
旋
で
研
修
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
な
ん
と
か
営
農
を
維
持
し
て
い
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
研
修
生
の
受
け
人
れ
が
、
農
家

の
営
農
形
態
の
変
化
を
促
し
て
い
る
側
面
も
み
て
と
れ

{
3
)
 

る
。
別
の
あ
る
農
家
は
夫
婦
二
人
、
パ
ー
ト
の
女
性
一

人
で
水
田
か
ら
の
転
作
で
レ
ン
コ
ン
栽
培
を
営
ん
で
い

た
が
、
妻
が
体
を
悪
く
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
五

年
前
か
ら
受
け
入
れ
を
は
じ
め
、
現
在
で
は
二
名
の
研

修
生
・
技
能
実
習
生
を
「
業
者
」
か
ら
「
雇
い
入
れ
」

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
以
前
よ
り
耕
地
面
積
を
一
・
五

倍
に
し
、
さ
ら
に
露
地
だ
け
で
な
く
ハ
ウ
ス
栽
培
や
、

他
の
作
目
の
栽
培
も
は
じ
め
る
に
い
た
っ
た
。
働
き
手

が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
規
模
を
拡
大
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
固
定
費
（
研
修
手
当
・
実
習
賃
金
）
を
捻
出
す

る
た
め
、
通
年
出
荷
が
可
能
と
な
る
よ
う
経
営
の
複
合

化
を
図
っ
た
一
例
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
地
域
が
加
工
野
菜
と
し
て
輸
人
さ
れ
る

中
国
産
農
産
物
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
産
地
を
あ
げ
て

高
付
加
価
値
化
を
図
っ
て
き
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ

う
。
収
穫
、
選
別
を
よ
り
丁
寧
に
行
い
、
出
荷
の
際
の

規
格
の
統
一
な
ど
を
ま
め
に
行
え
ば
消
費
者
に
は
喜
ば

れ
る
。
し
か
し
生
産
地
で
そ
の
分
の
手
間
が
か
か
る
の
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は
当
然
だ
。
パ
ー
ト
と
並
ん
で
研
修
生
が
そ
う
し
た
作

業
に
あ
た
っ
て
い
る
例
も
多
い
。

外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
労
働
環
境
や
人
権

間
題
の
多
発
を
受
け
て
二

0
1
0
年
施
行
の
改
正
入
管

法
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
国
際

貢
献
」
の
名
の
も
と
に
労
働
力
を
確
保
す
る
と
い
う
性

格
は
む
し
ろ
強
ま
っ
て
お
り
、
制
度
と
そ
の
運
用
の
推

移
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
れ
研
修
生
・

技
能
実
習
生
と
い
っ
た
「
外
国
人
労
働
者
」
の
存
在
が

す
で
に
農
業
分
野
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
安
心
、
安
全
で
き
れ
い
」
な
国
産
農
産
物
の
生

産
・
流
通
が
、
外
国
人
研
修
生
・
技
能
実
習
生
の
「
労

働
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を

認
識
の
前
提
と
し
て
、
今
後
の
「
食
と
農
」
の
有
り
様

を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(
l
)

几
0
年
改
正
人
管
法
で
整
備
さ
れ
た
在
留
資
格
「
研

修
」
に
よ
る
一
年
間
の
研
修
生
受
け
入
れ
制
度
を
拡
充
し
、

研
修
後
に
同
じ
現
場
で
扉
用
契
約
を
結
び
、
「
技
能
実
習

生
」
と
し
て
さ
ら
に
一
年
間
の
就
労
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

(
2
)

国
際
研
修
協
力
機
構
『
二

0
1
0
年
度
版
外
国
人
研

修
・
技
能
実
習
事
業
実
施
状
況
報
告
』
二

0
1
0
年。

(
3
)

安
藤
光
義
『
北
関
東
農
業
の
構
造
」
筑
波
害
房
、
ニ

0
0
六
年
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

（
飯
田
悠
哉
）
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3
.
 

ー

T
E
I
K
E
I
か
ら

A
M
A
P
ヘ

—
互
助
の
が
ま
ん
較
べ
か
、
き
た
え
あ
う
連
帯
か

信
頼
関
係
の
つ
く
り
方

ア
ン
ベ
ー
ル
ー
雨
宮
裕
子

見
抜
け
な
い
う
そ

と
か
く
世
の
中
に
は
嘘
つ
き
食
品
が
多
い
。
国
産
か
と
思
っ
た
ら
、
中
国
か
ら
の
輸
入
ウ
ナ
ギ
、
安
い
と
思
っ
た
ら
、

農
薬
汚
染
の
事
故
米
と
、
イ
ン
チ
キ
食
品
は
あ
と
を
た
た
な
い
。
き
れ
い
な
パ
ッ
ク
に
入
っ
た
、
お
買
い
得
商
品
な
ら
、

つ
い
手
が
伸
び
て
し
ま
う
の
は
、
誰
し
も
同
じ
。
こ
う
し
て
、
消
費
者
は
だ
ま
さ
れ
る
。
イ
ン
チ
キ
食
品
の
問
題
は
、
味

よ
り
も
、
ま
ず
は
安
全
性
だ
。
う
っ
か
り
食
べ
る
と
、
身
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
み
え
な
い
毒
に
あ
た
っ
て
、

こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
命
を
落
と
し
て
き
た
こ
と
か
。
命
に
別
条
は
な
く
と
も
、
少
し
ず
つ
蓄
積
さ
れ
た
毒
が
、

(
2
)
 

死
に
い
た
る
病
を
引
き
起
こ
す
場
合
も
あ
る
。
有
吉
佐
和
子
の
『
複
合
汚
染
』
の
危
険
は
、
い
ま
や
誰
も
避
け
て
通
れ
な
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い
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る
。

で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
ま
ず
は
、
嘘
を
見
抜
く
こ
と
、
見
抜
け
る
目
を
肥
や
す
こ
と
だ
。
見
栄
え
が
良
く
て

も
、
怪
し
げ
な
加
工
品
に
は
手
を
出
さ
な
い
。

H
付
や
原
材
料
を
よ
く
確
か
め
て
か
ら
買
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
実
際
に

(
3
)
 

は
、
こ
の
程
度
で
、
身
の
安
全
は
守
れ
な
い
。
産
地
か
ら
消
費
地
ま
で
、
食
べ
物
が
た
ど
る
長
い
道
の
り
を
考
え
た
ら
、

わ
た
し
た
ち
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
は
、
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
、
栽
培

履
歴
表
示
が
制
度
と
し
て
は
あ
る
が
、
偽
装
や
ご
ま
か
し
や
、
人
の
心
に
棲
む
悪
は
、
検
査
だ
け
で
と
て
も
見
抜
け
な
い
。

な
ら
ば
、
見
方
を
変
え
よ
う
。
検
介
や
科
学
的
手
段
に
頼
る
の
で
は
な
い
方
法
で
、
食
の
安
全
を
確
保
す
れ
ば
い
い
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
、
も
の
で
は
な
く
人
を
見
る
こ
と
、
生
産
に
携
わ
る
現
場
の
人
を
見
る
こ
と
だ
。
作
り
手
が
信
頼
の
お

け
る
人
物
な
ら
、
特
別
な
機
関
の
お
墨
付
き
が
な
く
て
も
、
そ
の
人
の
も
の
は
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
。
次
に
大
切
な
の

は
、
生
産
地
か
ら
消
費
地
ま
で
の
距
離
を
、
で
き
る
だ
け
短
く
す
る
こ
と
だ
。
外
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
ら
ず
、
季
節
外
れ

の
も
の
を
欲
し
が
ら
ず
、
地
元
の
産
物
を
、
地
元
で
消
費
す
る
地
産
地
消
が
理
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
で
き
あ

い
の
弁
当
や
加
工
食
品
を
買
う
の
で
は
な
く
、
自
分
で
調
理
を
す
る
こ
と
だ
。
肉
も
魚
も
野
菜
も
、
小
分
け
に
な
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
丸
ご
と
の
食
材
を
、
自
分
で
一
か
ら
さ
ば
い
て
い
け
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
費
用
の
面
か
ら
も
、
安
全

性
の
面
か
ら
も
納
得
の
い
く
食
べ
物
が
口
に
入
る
。

立
ち
あ
が
っ
た
母
親
た
ち

子
を
思
う
犀
の
力
は
強
い
。
子
の
無
事
を
祈
っ
て
立
ち
上
が
る
。
「
子
ど
も
た
ち
に
、
安
全
な
も
の
を
食
べ
さ
せ
た
い
」
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と
、
若
い
母
た
ち
が
、
力
を
合
わ
せ
て
動
い
た
の
が
、
一
九
七

0
年
代
の
産
直
運
動
だ
。
敗
戦
か
ら
復
興
へ
、
日
本
は
、

国
民
が
一
丸
と
な
っ
て
、
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
に
、
洋
風
の
食
生
活
が
、
子
ど
も
の
成
長
を

助
け
る
と
｛
旦
伝
さ
れ
、
ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
イ
ス
と
テ
ー
ブ
ル
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
ヘ
、
住
ま
い
も
様
変
わ
り
す
る
。
け

れ
ど
、
高
度
成
長
路
線
は
、
水
俣
病
や
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
な
ど
の
公
害
病
を
引
き
起
す
こ
と
に
な
り
、
残
留
農
薬
や
、

食
品
添
加
物
の
発
ガ
ン
性
な
ど
、
食
の
安
全
を
め
ぐ
る
告
発
が
相
次
い
だ
。
都
会
の
栂
た
ち
は
、
「
こ
れ
は
大
丈
夫
か
」

と
、
心
配
し
つ
つ
市
販
の
食
べ
物
を
買
う
毎
日
に
、
不
安
な
気
持
ち
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。

主
婦
向
け
の
、
社
会
教
育
が
は
じ
ま
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
主
婦
た
ち
が
、
近
代
化
の
波
に
乗
り
遅

れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
教
養
講
座
で
、
生
活
学
校
や
婦
人
学
級
と
呼
ば
れ
た
。
背
景
に
は
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
知
識

を
、
母
親
た
ち
に
学
ん
で
も
ら
い
、
家
庭
や
地
域
の
共
同
体
の
改
善
を
促
そ
う
と
い
う
国
の
意
図
が
あ
っ
た
。
結
婚
し
た

ら
退
職
が
当
た
り
前
の
時
代
で
、
夫
は
一
日
の
大
半
を
職
場
で
過
ご
す
。
子
育
て
を
一
身
に
背
負
っ
た
若
い
母
親
が
、
社

会
に
目
を
開
く
場
所
と
い
っ
た
ら
、

P
T
A
と
こ
の
学
習
会
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
。
栄
養
や
食
の
安
全
、
合
成
洗
剤
と

環
境
汚
染
な
ど
、
主
婦
た
ち
は
身
近
な
問
題
を
、
講
師
に
つ
い
て
勉
強
し
た
。
偽
物
や
、
ま
が
い
も
の
が
横
行
す
る
世
の

(
5
)
 

中
で
、
本
物
を
見
分
け
る
知
識
を
身
に
付
け
た
い
と
、
母
親
た
ち
は
必
至
だ
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
心
配
を
抱
え
る
若
い
屏

親
が
集
ま
る
の
で
、
友
だ
ち
が
で
き
、
勉
強
会
が
楽
し
み
に
な
る
。
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
物
が
現
れ
て
、
学
習
会
を
、
行
動

す
る
グ
ル
ー
プ
に
変
え
て
い
く
。
そ
れ
が
、
「
枚
方
食
品
公
害
と
健
康
を
守
る
会
」
や
、
「
食
品
公
害
を
追
放
し
て
安
全
な

(
6
)
 

食
べ
物
を
求
め
る
会
」
の
誕
生
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
に
沿
っ
た
、
草
の
根
運
動
に
発
展
し
て
い
く
。

東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
、
三
多
摩
地
区
で
も
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
に
若
い
主
婦
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
「
ホ
ン
モ
ノ
の
牛
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会
を
開
い
た
り
し
て
い
た
。
岡
田
米
雄
と
若
い
栂
親
た
ち
の
出
会
い
は
、

乳
」
や
、
「
ホ
ン
モ
ノ
の
食
べ
物
」
に
つ
い
て
、
学
習
を
重
ね
て
い
た
。
牛
乳
は
、
動
物
性
た
ん
ば
く
質
と
カ
ル
シ
ウ
ム
の

補
給
源
と
し
て
、
い
ち
早
く
学
校
給
食
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
粉
ミ
ル
ク
や
加
工
乳
は
、
人
工
的
に
つ
く

ら
れ
る
工
業
飲
料
で
、
ヒ
索
や
メ
ラ
ニ
ン
が
混
入
す
る
危
険
も
あ
れ
ば
、
栄
養
面
で
も
生
乳
に
は
及
ば
な
い
。
「
ホ
ン
モ

よ

ね

お

ノ
の
牛
乳
」
と
は
何
か
、
そ
れ
を
手
に
人
れ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
若
い
班
た
ち
は
、
岡
田
米
雄
の
話
を
聞
き

な
が
ら
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
く
。

岡
田
米
雄
は
教
貝
か
ら
酪
農
家
に
転
身
し
て
、
自
給
農
場
の
経
営
を

H
指
し
て
い
た
人
物
で
、
話
が
う
ま
く
カ
リ
ス
マ

性
が
あ
っ
た
。
栂
親
消
費
者
の
意
識
を
改
革
し
て
、
安
全
な
酪
農
を
日
本
に
根
付
か
せ
よ
う
と
、
本
を
書
い
た
り
、
講
習

や
が
て
北
海
道
か
ら
直
送
の
、
よ
つ
葉
牛
乳
の

「
安
全
な
食
べ
も
の
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
会
」

牛
乳
の
共
同
購
人
グ
ル
ー
プ
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
手
掛
け
た
の
が
、
無
農
薬
野
菜
と
有
精
卵
の
提
携
産
直
で
あ

っ
た
。
安
全
な
野
菜
が
手
に
人
ら
な
い
な
ら
、
つ
く
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
若
い
母
た
ち
は
考
え
た
。
岡
田
米
雄
が
つ

み

よ

し

て
を
頼
っ
て
、
相
談
を
も
ち
か
け
た
の
は
、
房
総
半
島
の
最
南
端
、
ミ
カ
ン
畑
の
広
が
る
三
芳
村
だ
っ
た
。
一
九
七
三
年

1
0
月
、
岡
田
米
雄
を
先
頭
に
、
二
五
人
の
若
い
栂
親
た
ち
が
、
村
へ
の
り
こ
ん
だ
。
農
民
た
ち
に
直
談
判
し
て
、
安
全

な
食
物
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。
一
行
に
加
わ
っ
た
戸
谷
委
代
の
話
に
よ
れ
ば
、
朝
四
時
起
き
で
弁
当
を
つ
く
り
、

両
国
か
ら
汽
車
で
出
発
。
館
山
に
着
く
ま
で
、
電
車
の
な
か
で
も
、
資
料
が
配
ら
れ
て
勉
強
、
勉
強
だ
っ
た
と
い
う
。
駅

共
同
購
人
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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か
ら
は
、
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
分
乗
し
、
神
社
の
境
内
に
あ
る
集
会
場
へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
午
後
一
時
、
農
民

た
ち
と
向
か
い
合
っ
て
話
し
合
い
が
始
ま
っ
た
。

ぎ
ゅ
う
詰
め
の
会
場
は
、
集
ま
っ
た
農
民
と
若
い
拇
親
た
ち
の
熱
気
で
、
む
せ
か
え
っ
て
い
た
。
が
、
両
者
の
考
え
に

は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
無
農
薬
、
無
化
学
肥
料
で
野
菜
を
つ
く
つ
て
く
れ
と
頼
む
主
婦
た
ち
。
「
そ
ん
な
こ
と
無

理
だ
よ
」
「
作
物
が
育
つ
か
ね
」
と
、
及
び
腰
の
農
民
た
ち
。
平
行
線
の
話
合
い
が
続
い
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、
生
産

者
の
一
人
は
こ
う
振
り
返
る
。
「
食
物
は
政
治
だ
、
と
き
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
農
産
物
の
増
加
と
日
本
の
大
企
業

と
の
関
係
だ
と
。
ゲ
ッ
と
き
た
ね
。
ア
カ
の
集
団
み
た
い
で
さ
、
お
れ
は
こ
ん
な
ア
カ
と
は
関
わ
り
た
く
ね
え
、
と
思
っ

(
9
)
 

た」。こ
れ
が
、

の
ち
に
枇
界
中
で

T
E
I
K
E
ー
と
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
提
携
産
直
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
提
携

産
直
と
は
、
生
産
者
と
消
費
者
が
直
接
話
し
合
い
、
協
力
し
合
っ
て
、
安
全
な
農
産
物
を
生
産
ー
消
費
し
て
い
く
互
助
の

シ
ス
テ
ム
だ
。
農
産
物
は
商
品
で
は
な
く
、
生
産
者
と
消
費
者
、
農
村
と
都
市
を
結
ぶ
、
分
か
ち
合
い
の
糧
で
あ
る
。
戸

田
委
代
た
ち
主
婦
グ
ル
ー
プ
は
、
「
安
全
な
食
べ
も
の
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
」
を
設
立
。
―
―
一
芳
村
の
生
産
者
グ
ル
ー
プ

(10) 

か
ら
、
安
全
な
農
産
物
の
共
同
購
入
を
は
じ
め
る
手
は
ず
を
整
え
る
。
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「
ホ
ン
モ
ノ
農
民
」
へ
の
お
願
い

「
つ
く
つ
て
く
れ
れ
ば
必
ず
買
い
ま
す
」
と
約
束
し
て
も
、
農
家
の
腰
は
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
。
農
業
は
一
年
ご
と

が
勝
負
だ
。
う
っ
か
り
引
き
受
け
て
、
主
婦
た
ち
に
「
や
め
た
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
収
入
は
ゼ
ロ
に
な
り
生
活
が
で
き
な

い
。
足
踏
み
す
る
農
家
を
、
何
と
か
説
得
し
よ
う
と
、
「
安
全
な
食
べ
も
の
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
」
は
、
農
家
に
有
利
な

(11) 

三
原
則
を
提
案
す
る
。

l
．
全
量
引
き
取
り

2
．
生
産
者
が
価
格
を
決
め
る

3
．
安
全
な
農
法
を
す
る
た
め
に
起
き
た
損
失
は
、
消
費
者
が
保
証
、
責
任
を
と
る

こ
の
申
し
出
に
は
、
生
産
者
の
負
担
を
減
ら
し
て
安
全
な
農
法
を
確
立
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
、
主
婦
た
ち
の
意
気
込
み

が
感
じ
ら
れ
る
。
消
費
者
の
人
会
金
は
二
戸
当
た
り
一
万
円
で
、
大
卒
の
初
任
給
が
六
万
弱
の
時
代
と
し
て
は
、
非
常
に

高
額
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
会
費
は
月
額
一

0
0
0
円
で
、
届
い
た
農
産
物
の
費
用
は
そ
の
つ
ど
、
加
算
さ
れ
る
。
金
銭

的
余
裕
の
あ
る
家
庭
で
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
参
加
で
き
な
い
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
だ
が
、
一
―
一
名
の
人
会
希
望
者
が
、

無
か
ら
の
出
発
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す
ぐ
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
。

当
時
、
農
薬
を
使
わ
な
い
栽
培
法
と
し
て
は
自
然
農
法
が
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
者
は
ご
く
少
数
で
、
農
法
を
確
立
し
て

い
た
の
は
世
界
救
世
教
の
創
始
者
、
岡
田
茂
吉
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
岡
田
茂
吉
は
、
一
九
五

0
年
代
か
ら
自
然
の
力
を
活

か
す
農
法
を
実
験
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
農
法
の
農
作
物
は
、
戦
界
救
枇
教
の
教
団
員
に
よ
っ
て
、
魂
と
体
の

浄
化
を

H
的
に
つ
く
ら
れ
、
会
貝
に
配
布
さ
れ
る
か
ぎ
ら
れ
た
食
べ
物
で
あ
っ
た
。

同
じ
こ
ろ
、
突
然
、
「
一
切
の
人
為
は
無
益
」
と
、
「
無
」
の
哲
学
に
開
眼
し
、
「
不
耕
起
」
の
自
然
農
法
の
探
求
に
入
っ

た
青
年
が
い
た
。
横
浜
税
関
の
植
物
検
杏
課
で
、
技
師
と
し
て
顕
微
鏡
を
の
ぞ
い
て
い
た
福
岡
正
信
で
あ
る
。
愛
媛
の
実

家
の
み
か
ん
畑
へ
戻
っ
て
、
何
も
し
な
い
農
法
を

H
指
す
が
、
み
か
ん
山
を
す
っ
か
り
枯
ら
し
て
、
変
人
扱
い
さ
れ
て
い

る
。
福
岡
正
信
は
『
わ
ら
一
本
の
革
命
』
が
英
語
を
は
じ
め
二
十
数
力
国
語
に
訳
さ
れ
た
の
で
、
外
国
で
の
評
価
が
高
い
。

し
か
し
日
本
で
は
生
涯
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。

さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
安
全
な
野
菜
づ
く
り
に
励
み
、
農
薬
公
害
に
悩
む
主
婦
や
、
農
民
を
医
療
の
現
場
で
助
け
て

ぎ
り
ょ
う

い
た
医
師
に
、
奈
良
県
五
条
市
の
柳
瀬
義
亮
が
い
る
。
柳
瀬
医
師
が
み
ず
か
ら
畑
に
立
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
軍
が
開
発
し

た
毒
ガ
ス
が
、
農
薬
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
愕
然
と
し
た
か
ら
だ
。
農
薬
禍
と
思
わ
れ
る
患
者
に
健
康
を
取

(14) 

り
戻
し
て
も
ら
う
に
は
、
安
全
な
農
法
で
野
菜
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
食
べ
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
氏
は
考
え
た
。
柳
瀬

義
亮
は
、
「
日
本
有
機
農
業
研
究
会
」
の
創
設
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
も
あ
る
。
「
日
本
有
機
農
業
研
究
会
」
は
、
一
九
七
一

年
の
末
、
安
全
な
農
業
の
確
立
と
推
進
を
目
的
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
「
有
機
」
と
い
う
言
葉
は
、
会
の
名
称
と
相
ま
っ
て

い
ち
ら
く

普
及
し
て
い
く
が
、
そ
れ
を
導
入
し
た
一
楽
照
雄
は
、
農
薬
や
化
学
肥
料
に
依
存
し
な
い
「
あ
る
べ
き
農
業
」
を
、
有
機
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「
放
任
農
法
」
か
ら
、
「
天
の
機
を
知
る
」
農
法
へ

農
薬
が
危
険
な
こ
と
は
、
一
二
芳
村
の
農
民
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。
東
京
の
主
婦
た
ち
が
定
期
購
入
を
し
て
く
れ
れ
ば
、

生
活
が
安
定
し
て
、
専
業
で
生
き
残
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
一
七
人
の
農
家
が
賛
同
し
て
、
安
全
農
法
へ
の
転
換
を
決

意
す
る
。
と
は
い
え
、
現
実
に
は
ど
う
や
れ
ば
い
い
の
か
、
誰
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
今
度
は
農
民
た
ち
が
、
朝
四

時
集
合
で
、
東
京
へ
や
っ
て
来
る
。
主
婦
た
ち
と
と
も
に
、
枇
界
救
世
教
自
然
農
法
普
及
会
の
指
導
者
、
露
木
裕
喜
夫
の

教
え
を
乞
う
た
め
で
あ
る
。
会
場
に
現
れ
た
露
木
は
、
技
術
指
導
を
待
っ
て
い
る
農
民
た
ち
に
、
自
然
の
法
を
説
き
、
そ

の
法
に
も
と
づ
い
た
人
間
の
生
き
方
を
説
い
た
。
農
民
た
ち
は
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
話
の
展
開
に
う
ろ
た
え
、
つ
い
て

い
け
な
い
の
で
は
と
意
気
消
沈
し
て
村
へ
帰
る
。
露
木
は
農
民
た
ち
の
シ
ョ
ッ
ク
を
十
分
承
知
し
て
い
た
。
農
民
た
ち
の

理
解
を
得
る
に
は
、
村
へ
赴
い
て
、
実
地
の
指
導
に
人
る
し
か
な
い
。
会
合
の
三
日
後
、
氏
は
三
芳
村
へ
出
か
け
て
、
土

の
実
験
を
し
て
み
せ
る
。
活
き
た
土
と
死
ん
だ
士
を
見
分
け
る
実
験
で
、
コ
ッ
プ
に
田
ん
ぽ
の
土
、
道
路
の
士
、
士
手
の

土
を
人
れ
て
水
を
加
え
、
そ
の
変
化
を
み
る
。
す
る
と
、
水
が
澄
む
の
は
土
手
の
土
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
士
手

の
士
は
自
然
の
力
そ
の
も
の
で
、
活
き
た
団
粒
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
そ
の
力
を
生
か
す
や
り
方
で
野
菜
を
育
て
る
の

が
自
然
農
法
だ
」
と
、
露
木
は
農
民
た
ち
を
諭
し
、
自
然
観
察
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
く
。

露
木
の
「
自
然
農
法
」
は
、
つ
く
る
作
物
に
一
番
好
ま
し
い
生
育
条
件
を
整
え
て
や
る
農
法
で
あ
る
。
稲
を
つ
く
る
な

ら
、
稲
の
身
に
な
っ
て
考
え
、
稲
の
言
業
を
聴
き
な
が
ら
、
実
り
を
助
け
る
。
作
物
を
つ
く
る
の
は
、
自
然
で
、
人
は
そ

5
)
 

(
l
 

農
業
と
呼
ん
で
い
る
。
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(16) 

の
手
伝
い
に
す
ぎ
な
い
。
農
民
た
ち
は
、
わ
か
る
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
露
木
の
「
ナ
ス
の
こ
と
は
ナ
ス
に
聞
け
」
に
、
手

探
り
で
応
じ
て
み
る
が
、
「
自
然
農
法
」
と
「
放
任
農
法
」
の
違
い
が
、
ど
う
に
も
わ
か
ら
な
い
。
土
手
に
大
根
の
種
を
播

い
て
み
た
り
、
作
物
に
水
を
や
ら
な
い
で
み
た
り
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
、
新
し
い
や
り
方
に
挑
ん
で
み
る
。
土
を

肥
や
す
の
に
、
菜
種
か
す
や
鶏
糞
を
試
し
て
み
る
者
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
量
の
加
減
が
解
ら
な
い
。
偶
然
に
う
ま
く

い
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
わ
け
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
枯
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
勘
が
つ
か
め
な
い
。
野

菜
が
育
た
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
都
会
の
主
婦
た
ち
に
は
何
も
届
け
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
苦
労
を
重
ね

な
が
ら
、
最
初
に
収
穫
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
の
は
、
露
木
が
種
播
き
か
ら
現
地
で
指
導
し
た
小
松
菜
だ
っ
た
。

支
え
る
た
め
に
、
食
べ
き
る

主
婦
グ
ル
ー
プ
の
約
束
は
、
全
量
引
き
取
り
で
あ
る
。
小
松
菜
は
、
一
月
下
旬
か
ら
師
週
届
き
、
量
が
ど
ん
ど
ん
増
え

て
、
つ
い
に
は
、
二
月
、
三
月
と
毎
週
一
人
一
五
把
も
受
け
取
る
は
め
に
な
っ
た
。
毎
日
毎
日
小
松
菜
を
食
べ
続
け
、
知

り
合
い
に
分
け
た
り
し
て
、
「
こ
こ
で
音
を
上
げ
て
は
女
が
す
た
る
と
が
ん
ば
っ
た
」
。
と
こ
ろ
が
、
小
松
菜
の
ラ
ッ
シ
ュ

が
終
わ
る
と
、
四
月
の
は
じ
め
か
ら
一
カ
月
半
、
今
度
は
何
も
届
か
な
い
。
五
月
半
ば
に
春
野
菜
が
し
ば
ら
く
届
く
が
、

夏
野
菜
は
全
滅
。
慣
行
農
法
か
ら
、
急
に
自
然
農
法
に
切
り
替
え
て
も
、
士
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
か
な
い
の
だ
。
一

(18) 

年
目
に
出
荷
し
た
生
産
者
は
一

0
人
だ
け
で
、
あ
き
ら
め
て
休
会
す
る
者
も
あ
っ
た
。

は
じ
め
の
う
ち
、
三
芳
野
菜
の
配
達
は
、
岡
田
米
雄
が
立
ち
上
げ
た
牛
乳
の
共
同
購
人
の
配
達
ル
ー
ト
に
便
乗
し
て
い

た
。
そ
れ
が
、
岡
田
の
不
透
明
な
経
理
を
引
き
金
に
と
ん
挫
す
る
。
「
安
全
な
も
の
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
」
は
、
そ
れ
を
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機
に
岡
田
の
傘
下
を
離
れ
、
野
菜
産
直
の
独
立
採
算
を
決
め
る
。
消
費
者
会
員
一
―

1
0
0
名
、
生
産
者
四
一
名
と
い
う
大

(19) 

所
帯
に
成
長
し
た
、
一
九
七
七
年
の
春
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ

N
P
O
法
も
な
く
、
会
の
運
営
は
、
ほ
と
ん
ど
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
が
支
え
て
い
た
。
田
無
市
に
事
務
所
を
開
設
し
、
民
主
的
運
営
と
透
明
な
経
理
を
旗
印
に
、
母
親
た
ち
は
自
分
た
ち

で
、
身
の
丈
に
あ
っ
た
組
織
を
一
っ
‘
―
つ
積
み
上
げ
て
つ
く
つ
て
い
く
。
女
所
帯
の
会
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
み
ん

な
が
会
を
支
え
、
動
か
し
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
会
員
の
意
見
を
汲
み
上
げ
る

話
し
合
い
の
場
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に
設
け
ら
れ
た
。
問
題
が
あ
れ
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
、
そ
れ
を
掘
り

下
げ
て
、
選
択
肢
の
あ
る
解
決
を
提
案
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
、
き
め
細
や
か
な
話
し
合
い
と
合
意
を
運
営
の

(20) 

基
本
に
据
え
た
、
班
親
た
ち
の
産
直
の
会
が
形
成
さ
れ
る
。
会
の
運
営
は
、
女
学
校
の
生
徒
会
を
思
わ
せ
る
。
配
達
「
ポ

ス
ト
」
は
、
地
区
ご
と
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
ま
と
ま
り
、
運
営
委
員
会
に
統
括
さ
れ
る
。
運
営
委
員
会
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
、

生
産
者
グ
ル
ー
プ
の
代
表
、
そ
れ
に
事
務
局
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
数
の
変
化
に
対
応
し
や
す
い
構
造
と
い

え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
牛
乳
の
共
同
購
人
の
配
達
組
織
か
ら
の
独
立
は
、
三
芳
村
の
生
産
者
に
―
つ
の
試
練
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
配
送
を
自
分
た
ち
の
手
で
や
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
。
ニ
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

東
京
へ
行
っ
た
こ
と
も
な
い
生
産
者
た
ち
が
、
高
速
道
路
を
通
っ
て
三
鷹
ま
で
往
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
人
で
組
ん

で
や
る
こ
の
配
送
を
、
み
ん
な
、
最
初
は
生
き
た
心
地
も
な
か
っ
た
と
振
り
返
る
。
ト
ラ
ッ
ク
を
待
つ
主
婦
た
ち
も
、
同

じ
思
い
だ
っ
た
。
ト
ラ
ッ
ク
の
姿
が
な
か
な
か
見
え
な
い
と
、
事
故
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
道
に
迷
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
気
が
か
り
で
、
表
に
立
っ
て
、
は
ら
は
ら
し
通
し
だ
っ
た
。
三
芳
の
農
民
は
、
慣
れ
な
い
運
転
を
引
き
受
け
て
、
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八
百
屋
の
な
い
町

無
か
ら
の
出
発
は
、
わ
た
し
に
も
党
え
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
堅
都
市
レ
ン
ヌ
。
パ
リ
か
ら
西
へ

T
G
V

（
新
幹
線
）
で
一
一
時
間
の
距
離
に
あ
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
は
酪
農
の
盛
ん
な
農
業
圏
で
、
レ
ン
ヌ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス

か
ら
、
牛
の
寝
そ
べ
る
牧
場
は
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
ん
な
田
舎
に
住
ん
で
い
な
が
ら
、
新
鮮
な
野
菜

が
手
に
入
ら
な
い
。
街
中
に
は
、
八
百
屋
ら
し
い
店
は
な
く
、
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば
、
見
栄
え
の
よ
く
な
い
、
あ
り
き
た

り
の
野
菜
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
。
土
曜
の
朝
市
は
、
海
の
幸
も
山
の
幸
も
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
大
盛
況
だ
が
、
こ
れ
を

提
携
か
ら

T
E
I
K
E
I
へ

(21) 

都
心
の
路
地
を
九
時
間
近
く
回
り
続
け
る
。
主
婦
た
ち
は
寒
さ
に
震
え
な
が
ら
外
で
待
ち
続
け
、
ト
ラ
ッ
ク
が
到
着
し
た

ら
、
今
度
は
ド
ン
と
降
ろ
さ
れ
る
泥
野
菜
の
仕
分
け
作
業
に
追
わ
れ
る
。
こ
の
産
と
消
の
や
り
と
り
が
、
週
一
回
の
恒
例

に
な
っ
て
、
三
多
摩
地
区
と
東
京
の
ポ
ス
ト
で
繰
り
返
さ
れ
て
、
提
携
産
直
の
先
駆
的
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
三
六
年
後
の
一
―

0
1
0
年
の
一
一
月
。
八
王
子
の
ポ
ス
ト
で
は
、
昔
と
変
わ
ら
な
い
光
景
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

た
。
到
着
し
た
三
芳
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
、
生
産
者
番
号
の
付
い
た
段
ボ
ー
ル
が
、
メ
ン
バ
）
の
手
渡
し
リ
レ
ー
で
ガ
レ
ー

ジ
に
並
べ
ら
れ
る
。
な
か
の
野
菜
を
配
り
分
け
る
主
婦
た
ち
の
髪
に
は
白
い
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
。
二
人
の
生
産
者
は

お
茶
を
ふ
る
ま
わ
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
一
服
。
「
家
は
一
一
人
き
り
だ
か
ら
、
野
菜
は
前
の
半
分
に
し
た
わ
」
と
、
い
う
メ
ン
バ

ー
。
懐
か
し
い
ぬ
く
も
り
が
、
年
を
重
ね
た
主
婦
た
ち
の
輪
の
な
か
に
切
な
く
漂
っ
て
い
た
。
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っ
た
。

逃
し
た
ら
大
変
。
が
っ
か
り
す
る
ほ
ど
貧
相
な
野
菜
し
か
手
に
人
ら
な
い
。
釈
然
と
し
な
い
で
い
た
疑
問
が
、
あ
る

B
怒

り
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
久
し
ぶ
り
の
パ
リ
で
、

と
き
だ
。
な
か
に
は
、

八
百
屋
の
店
先
に
、
と
り
ど
り
の
春
野
菜
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
た

レ
ン
ヌ
で
は
お

H
に
か
か
っ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
野
菜
ま
で
あ
っ
た
。
市
場
な
ら
と
も
か
く
、

あ
り
ふ
れ
た
街
角
の
八
百
屋
で
も
、
パ
リ
な
ら
旬
の
野
菜
が
買
え
る
。
友
だ
ち
が
い
っ
た
。
「
当
た
り
前
よ
。
パ
リ
に
は
地

方
か
ら
旬
の
一
級
品
が
次
々
に
集
ま
っ
て
く
る
の
。
レ
ン
ヌ
に
は
、
売
れ
残
っ
た
二
級
品
の
出
戻
り
が
並
ぶ
ん
で
し
ょ
」
。

9

几
談
じ
ゃ
な
い
。
な
ら
ば
地
元
で
、
野
菜
の
産
匝
農
家
を
探
そ
う
。
そ
う
思
っ
て
、
奮
起
し
た
の
は
二

0
0
1
―
一
年
の
春
だ

連
帯
の
有
機
野
菜

安
全
で
新
鮮
な
野
菜
を
、
地
元
で
定
期
的
に
手
に
入
れ
る
方
法
は
な
い
の
か
。
ア
ン
テ
ナ
を
巡
ら
せ
て
い
る
と
、
「
国

際
連
帯
週
間
」
の
催
し
で
、
「
ブ
ル
ユ
農
園
」
の
パ
ニ
エ
（
買
い
物
か
ご
）
に
出
会
っ
た
。
有
機
農
法
で
つ
く
っ
た
野
菜
が

五
、
六
種
入
っ
た
パ
ニ
エ
で
、
メ
ン
バ
ー
消
費
者
は
、
そ
れ
を
週
に
一
度
、
決
ま
っ
た
場
所
へ
取
り
に
行
く
。
「
ブ
ル
ユ
農

園
」
は
、
長
期
の
失
業
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
疎
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
の
社
会
復
帰
を
助
け
る
た
め
の

N
P

0
で
、
有
機
農
法
で
野
菜
を
つ
く
る
教
育
農
園
を
手
掛
け
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
に
点
在
す
る
連
帯
組
織
の
一
環
で
、

レ
ン
ヌ
市
で
は
、
一
九
九
―
一
年
に
、
市
か
ら
一
―
-
•
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
を
借
り
受
け
て
は
じ
ま
っ
た
。
農
業
技
術
者
が

指
導
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
有
機
農
業
は
支
援
の
手
段
で
、
農
法
を
教
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
農
園
の
経
営
に
は
、

国
の
援
助
が
あ
り
、
有
機
野
菜
へ
の
潜
在
的
需
要
は
十
分
に
あ
る
の
で
、
い
か
に
売
る
か
は
、
こ
こ
で
は
二
の
次
で
あ
る
。
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野
菜
づ
く
り
を
教
え
る
の
は
、
園
の
研
修
生
た
ち
に
、
作
物
の
成
長
を
通
し
て
、
時
の
流
れ
の
感
覚
を
取
り
戻
さ
せ
る

た
め
だ
。
彼
ら
は
、
朝
、
決
ま
っ
た
時
間
に
起
き
る
習
慣
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
朝
と
夜
、
そ
し
て
四
季
の
移
り
変

わ
り
の
感
覚
を
、
野
菜
づ
く
り
が
自
然
に
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
有
機
農
業
は
、
手
を
か
け
て
、
じ
っ
く
り
野
菜
を
育

て
る
農
業
だ
。
自
然
の
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
、
成
長
を
見
守
る
の
は
、
研
修
生
に
あ
っ
た
栽
培
だ
と
指
導
者
が
い
う
。
「
ブ

ル
ユ
農
園
」
で
は
、
毎
週
二
五

0
の
パ
ニ
エ
を
配
っ
て
い
る
。
研
修
生
は
、
期
間
が
終
わ
る
と
、
仕
事
を
探
し
て
去
っ
て

い
く
が
、
有
機
農
業
を
は
じ
め
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
「
有
機
野
菜
の
パ
ニ
エ
」
は
、
け
っ
し
て
高
く

は
な
か
っ
た
し
、
支
援
者
の
一
人
に
名
を
連
ね
て
も
よ
か
っ
た
。
で
も
、
「
ブ
ル
ユ
農
園
」
の
野
菜
に
は
、
作
り
手
の
顔
が

み
え
な
い
。
野
菜
の
向
こ
う
に
、
つ
く
っ
た
農
家
の
自
慢
げ
な
顔
と
、
心
意
気
が
み
た
い
と
思
っ
た
。

有
機
農
家
の
契
約
販
売

有
機
野
菜
の
定
期
契
約
販
売
を
や
っ
て
い
る
生
産
者
が
い
る
と
、
朝
市
に
出
て
い
る
り
ん
ご
農
家
が
教
え
て
く
れ
た
。

「
も
う
い
っ
ぱ
い
ら
し
い
よ
」
と
は
言
わ
れ
た
が
、
と
に
か
く
会
い
に
行
っ
て
み
た
。
ジ
ャ
ン
11

ポ
ー
ル
は
、
レ
ン
ヌ
市
の

近
郊
で
、
親
か
ら
継
い
だ
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
に
野
菜
を
つ
く
つ
て
い
る
。
友
人
と
三
人
で
、
有
機
野
菜
を
ケ
ー
ス
に

入
れ
た
定
期
契
約
販
売
を
や
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
慣
行
栽
培
で
、
七
年
周
期
の
輪
作
を
し
て
い
た
。
農
薬
を
減
ら
し

た
り
、
肥
料
に
工
夫
を
し
た
り
し
て
五
年
や
っ
た
が
、
市
場
に
出
せ
ば
み
ん
な
同
じ
に
扱
わ
れ
て
、
が
っ
か
り
し
て
い
た
。

お
ま
け
に
、
経
営
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
増
や
し
て
収
量
を
上
げ
る
か
、
品
質
で
勝
負
す
る

か
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
思
い
切
っ
て
、
友
人
の
勧
め
る
有
機
に
切
り
替
え
た
。
や
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
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ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
は
、
六

0
年
代
か
ら
養
鶏
や
養
豚
の
集
約
農
業
が
推
奨
さ
れ
、
そ
れ
が
結
果
的
に
深
刻
な
水
質
汚
染
を

生
み
出
し
て
い
る
農
業
圏
だ
。
「
生
産
者
と
消
費
者
が
手
を
結
ぶ
提
携
産
直
な
ら
、
安
全
な
農
業
を
推
進
し
な
が
ら
、
地

域
の
経
済
の
活
性
化
が
で
き
る
。
野
菜
は
住
民
の

H
々
の
暮
ら
し
に
不
可
欠
だ
。
過
疎
の
村
に
若
い
新
規
就
農
者
を
呼
び

戻
せ
る
だ
ろ
う
」
。
そ
ん
な
構
想
を
ま
わ
り
に
話
し
は
じ
め
た
ら
、
日
本
の
提
携
運
動
を
知
っ
て
い
る
人
も
い
て
、
興
味

な
け
れ
ば
つ
く
る

の
は
、
定
期
契
約
販
売
を
一
緒
に
や
っ
て
い
る
友
人
の
一
人
だ
。
転
換
者
に
対
す
る
政
府
の
補
助
金
が
出
て
い
る
と
き
だ

っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
踏
み
切
れ
た
が
、
ま
わ
り
の
偏
見
は
強
く
て
、
転
換
を
危
ぶ
む
声
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
ジ
ャ

ン
11

ポ
ー
ル
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
ブ
ル
ユ
農
園
」
か
ら
販
路
を
受
け
継
い
で
、
四
カ
月
の
契
約
先
払
い
で
、
週
一
回
、
六
種

類
の
有
機
野
菜
が
入
っ
た
ケ
ー
ス
を
一
八

0
、
レ
ン
ヌ
市
内
の
三
カ
所
の
ポ
ス
ト
に
配
達
し
て
い
る
。
ポ
ス
ト
に
取
り
に

来
る
消
費
者
と
の
交
流
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
宅
配
は
経
費
が
か
か
り
、
人
手
も
な
い
の
で
で
き
な
い
が
、
生
産
の
三
分

の
一
は
こ
の
契
約
直
売
で
、
順
調
に
伸
び
て
い
る
と
い
う
。
ポ
ス
ト
を
引
き
受
け
て
い
る
人
が
い
い
と
言
っ
た
ら
、
わ
が

家
も
仲
間
に
加
え
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
近
所
に
、
一
五
ケ
ー
ス
を
預
か
る
家
が
あ
る
。
そ
の
晩
、

さ
っ
そ
く
電
話
を
し
た
が
、
「
も
う
い
つ
ば
い
」
と
、
あ
っ
さ
り
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
家
主
に
し
て
み
れ
ば
、
ケ
ー
ス
が

増
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
面
倒
が
増
え
る
。
取
り
に
来
る
の
を
忘
れ
る
人
が
い
た
り
、
雨
が
降
っ
て
く
れ
ば
、
ガ
レ
ー
ジ
の

な
か
に
人
れ
た
り
で
、
一
五
ケ
ー
ス
の
管
理
は
大
変
だ
と
い
う
。
自
分
が
有
機
野
菜
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
ポ
ス
ト
を

引
き
受
け
た
人
で
、
有
機
の
生
産
農
家
を
支
え
る
と
い
う
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
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わ
た
し
の
グ
ル
ー
プ
は
レ
ン
ヌ
市
内
な
の
で
生
産
者
が
い
な
い
。
消
費
者
も
不
足
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
士
曜
日
の
マ

ル
シ
ェ
（
朝
市
）
に
行
っ
て
、
仲
間
探
し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
リ
ス
広
場
の
マ
ル
シ
ェ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
有
数

お
か

と
い
わ
れ
る
大
き
な
朝
市
だ
。
海
か
ら
も
陸
か
ら
も
新
鮮
な
朝
採
れ
が
山
ほ
ど
集
ま
っ
て
く
る
。
マ
ル
シ
ェ
は
、
週
に
一

度
の
市
民
の
交
流
広
場
で
、
音
楽
も
あ
れ
ば
大
道
芸
も
あ
っ
て
、
家
族
連
れ
で
来
て
楽
し
め
る
。
そ
こ
に
陣
を
は
っ
て
、

「
い
っ
し
ょ
に
、
野
菜
の
産
直
グ
ル
ー
プ
を
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
ビ
ラ
配
り
を
は
じ
め
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
ま
わ

に
し
た
。

を
も
っ
て
く
れ
る
仲
間
が
で
き
た
。
「
提
携
は
日
本
で
は
で
き
て
も
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
人
の
気
質
に
は
あ
わ
な
い
」
と
、

い
う
意
見
が
あ
れ
ば
、
「
レ
ン
ヌ
市
の
近
郊
に
野
菜
栽
培
が
少
な
い
の
は
、
生
産
者
が
酪
農
し
か
考
え
て
こ
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
い
い
提
言
が
出
せ
れ
ば
、
少
し
は
川
の
汚
染
を
減
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
意
見
も
出
る
。
「
な
ら
ば
、
み

ん
な
で
考
え
よ
う
」
と
、
話
が
ま
と
ま
っ
て
、
「
環
境
保
全
型
農
産
物
の
産
直
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
」
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

(22) 

ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

産
直
を
や
っ
て
み
た
い
人
は
い
っ
た
い
ど
れ
ぐ
ら
い
い
る
の
か
。
何
度
か
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
手
元
に
一
五

0
名
近
く

の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
人
た
ち
に
声
を
掛
け
て
、
集
会
を
開
く
こ
と
に
し
た
。
場
所
は
、
レ
ン
ヌ

市
か
ら
二

0
キ
ロ
の
距
離
に
あ
る
り
ん
ご
農
家
の
中
庭
で
、
参
加
者
の
目
標
は
六

0
名
。
ふ
た
を
開
け
た
ら
七

0
名
を
超

え
る
参
加
者
が
あ
っ
た
。
お
た
が
い
に
初
顔
合
わ
せ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
根
回
し
の
習
慣
が
な
い
。
集
会
が
何
か
を

生
み
出
す
か
否
か
は
、
集
ま
っ
て
、
議
論
を
深
め
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
納
得
し
な
け
れ
ば
動
か
な
い
人
た
ち
だ
。

と
こ
と
ん
話
し
合
っ
て
み
る
し
か
な
い
。
参
加
者
は
、
住
ん
で
い
る
地
域
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て
、
や
り
方
を
考
え
る
こ
と
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A
M
A
P
第
一
号
の
誕
生

(23) 

そ
の
こ
ろ
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
農
民
主
導
の
産
虹
運
動
が
、
芽
を
吹
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
が

A
M
A
P
（
農
民
農

(24) 

業
を
支
え
る
会
）
だ
。
日
本
の
提
携
と
ア
メ
リ
カ
の

C
S
A
を
ヒ
ン
ト
に
、
二

0
0
一
年
の
五
月
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー

バ
ー
ニ
ュ
に
第
一
号
が
誕
生
し
て
い
る
。
以
来
九
年
、

四

広

が

る
A
M
A
P

と
は
違
っ
た
農
法
で
生
産
に
取
り
組
む
農
家
は
、

り
に
お
し
ゃ
べ
り
好
き
が
寄
っ
て
来
た
。
次
々
に
質
問
が
飛
ん
で
き
て
、
そ
こ
に
対
話
が
は
じ
ま
る
。
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

な
経
済
に
つ
い
て
持
論
を
展
開
す
る
人
あ
り
、
日
本
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
聞
い
て
く
る
人
あ
り
。
話
し
込
ん
で
動
か
な

い
夫
を
お
い
て
、
一
人
で
買
い
物
を
続
け
る
妻
も
い
る
。
会
話
は
幾
重
に
も
広
が
っ
た
が
、
三
回
繰
り
出
し
て
も
、
消
費

者
メ
ン
バ
ー
は
、
ほ
と
ん
ど
増
え
な
か
っ
た
。
マ
ル
シ
ェ
に
来
る
人
に
と
っ
て
、
自
分
の
目
で
見
て
、
気
に
入
っ
た
も
の

を
買
う
楽
し
み
は
何
物
に
も
替
え
が
た
い
。
選
べ
な
い
自
由
へ
の
抵
抗
は
強
か
っ
た
。
で
も
、
生
産
者
の
ほ
う
に
は
、
手

ご
た
え
が
あ
っ
た
。

T
E
I
K
E
I
の
「
分
か
ち
合
う
」
や
り
方
に
興
味
が
あ
る
と
、
有
機
の
生
産
者
が
い
っ
た
。
慣
行

一
匹
狼
が
多
い
。
独
立
独
歩
、
困
っ
て
も
滅
多
な
こ
と
で
、
弱
音
は
吐

か
な
い
し
、
ま
わ
り
に
折
れ
る
こ
と
も
な
い
。
群
れ
に
な
る
習
慣
の
な
い
人
た
ち
だ
。
で
も
、
群
れ
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る

こ
と
が
あ
る
の
を
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
提
携
産
直
は
は
じ
ま
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
生
産
者
に
照
準
を
あ

て
て
、
彼
ら
と
じ
っ
く
り
対
話
を
す
る
方
向
へ
舵
を
切
り
直
し
た
。

A
M
A
P
の
数
は
、

フ
ラ
ン
ス
全
上
で
、

二―
0
0
以
上
と
い
わ
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表 1 「提携 10カ条」と「AMAP憲章」の比較

提携（日本） AMAPアマップ（フランス）

規 「提携 10カ条」 「AMAP憲章」
-AMAP創設者 18カ条

範 ーー百姓農業 10カ条

1978年 10月、第 4回全国有機農業大会で 2003年 5月、生産者ヴュイヨン夫妻の主， 発表 導で制定
一楽照雄（日本有機農業研究会の創設者の
一人）と、有機農産物の産直グループのリ
ーダーたちの合議

塁
有機農業運動を促進し、人類が平和に共存 AMAPを名乗るグループの正当性を保証
していく途を模索するための、指針を示す すること

の こと （新設の AMAPは、創始者団体、アリアン
目 スプロヴァンスの承認を受け、 AMAP連
的

合に加入し、「憲章」を守る義務を負う）

提携 10カ条 百姓農業 10カ条

1 生産者と消費者の提携の本質は、物の 1. できるだけ多くの営農者が、農業に従
売り買い関係ではなく、人と人との友好的 事し、農業で生きていけるよう、生産規模

付き合い関係である。すなわち両者は対等 を分配・調整する

の立場で、互いに相手を理解し、相助け合
う関係である。それは、生産者、消費者と 2 ヨーロッパの他の地域や、世界の農民

しての生活の見直しに基づかねばならない。 と連帯する

提携は、本質的には贈与的な性質の相 3. 自然を大切にする

互扶助の行為
ー一相手は取引の相手ではなく、苦楽を共 4 豊かな資源を活用し、希少な資源は無
にする家族の延長 駄にしない

—自己中心の習性から脱却し、金銭では
量れない価値を再認 5 農産物の買い付け、生産、加工、そし

ー一農家は全面的自給自足を目指し、非農 て販売にあたっては、透明性を重んじる
家は食膳から加工食品を追放すること

塁
6 安全で、味のよい農産物をつくる

2. 生産者は消費者と相談し、その土地で 7 農場の運営を、できるだけ自力ででき
の 可能な限りは消費者の希望する物を、希望 るよう心がける

靡するだけ生産する計画をたてる。

8 農村の他の活動分野の人たちとも、パ
3 消費者はその希望に基づいて生産され ートナーシップを心がける

た物は、その全量を引き取り、食生活をで

きるだけ全面的にこれに依存させる。 9 農場の飼養動物の種類や、栽培農産物
の種類の多様性を保つ

4 価格の取り決めについては、生産者は

生産物の全量が引き取られること、選別や 10 長期的展望と、広い視野にたって、も
荷造、包装の労力と経費が節約される等の のを考える

ことを、消費者は新鮮にして安全であり美

味な物が得られる等のことを十分に考慮し AMAP創始者 18カ条

なければならない。 AMAPは、次のことを約束する。

—価格は品物の代金というよりも、行為
に対する謝礼。生産者と消費者の双方が納 l 生産者は「百姓農業］0カ条」に準拠

得できるものであれば、決め方は自由
—市場には縛られず、変動のない価格 2 栽培作物や飼養動物の種類に適した手

作り生産

5. 生産者と消費者とが提携を持続発展さ
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せるには、相互の理解を深め、友情を厚く 3. 生物の多様性、肥沃な上壌、化学合成
することが肝要であり、そのためには双方 肥料、農薬の不使用、無駄のない水の管理
のメンバーの各自が相接触する機会を多く など、自然と環境と生きものに配慮のある

しなければならない。 生産

ー農家訪問援農

6. 運搬については原則として第三者に依

4. 環境に優しく、安全で、味のよい、高
品質な作物

頼することなく、生産者グループまたは消 I5. 地域の農民農業支援
費者グ）レープの手によって、消費者グルー

プの拠点まで運ぶことが望ましい。 6. 連帯取引と農業の持続的発展の維持の
ために動く、地域のあらゆる活動家たちと

ー一運搬のつど、生産者と消費者が顔をあ Iの積極的連携、連帯
わせるのは、親近感と責任感を強めるのに

計り知れない効果

7. 生産者、消費者ともそのグループ内に

7. 農場の凩用者に対して、臨時雇いも含
めて、社会的規範を尊重

おいては、多数の者が少数のリーダーに依 8. 農産物の買い付け、生産、加工、そし
存することを戒め、できるだけ全員が責任 て販売における、透明性の重視
を分担して民主的に運営するようにに努め

なければならない。ただし、メンバー個々 9. 生産者が、自分で選択できるようにな
の家庭事情をよく汲み取り、相互扶助的な り、ひとり立ちできるようになるまでの援
配慮をすることが肝要である。 護

8. 生産者および消費者の各グループは、 10. 流通距離が最短で、顔の見える関係が
グループ内の学習活動を重視し、単に安全 保てる、生産者と消費者の近さ
食糧を提供、獲得するだけのものに終わら

しめないことが肝要である。 ］］．一つの AMAPは一人の生産者と地域

の消費者グループで構成
9. グループの人数が多かったり、地域が

広くては上の各項の実行が困難なので、グ 12.季節ごとに生産者と消費者は契約を交
ループ作りには、地域の広さとメンバー数 わし、それを尊載
を適正にとどめて、グループを増やし互い

に連携するのが、望ましい。 13.生産者と消費者の間に仲介はなく、消

費者メンバーの承諾なしに買った農産物の
10. 生産者および消費者ともに、多くの場 転売なし
合、以上のような理想的な条件で発足する

ことは困難であるので、現状は不十分な状 14. 季節ごとに両者で公正な値段を設定
態であっても、見込みある相手を選び、発

足後逐次相ともに前進向上するよう努力し 15. 農産物についての情報を消費者に十分
続けることが肝要である。 伝達

註：ーーで示した付記は、一楽のコメント 16. 生産の不測の事態には、消費者は生産
で、理解に役立つと思われる部分を要約。 者に連帯

17. できるだけ多くの消費者会員への役割
分担により、 AMAP活動への積極的参加

の促進

18. 農民農業の特長について、会員の理解

昂進

参照文献）「有機農業の提唱」 H本有機農業研究会 有機農業運動資料Nl 1989年 (http://

www.allianceprovence.org) 
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の
根
幹
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

れ
て
い
る
。

A
M
A
P
は
、
小
規
模
な
家
族
経
営
の
農
業
を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
い
う
農
家
が
、
消
費
者
の
理
解
と
支

援
を
乞
う
契
約
販
売
シ
ス
テ
ム
だ
。
少
数
多
品
目
の
有
機
農
家
で
も
、
農
産
物
を
市
場
を
介
さ
ず
に
、
よ
り
有
利
な
条
件

で
売
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
、
農
民
の
側
か
ら
近
年
お
こ
っ
て
き
た
の
に
は
わ
け
が
あ
る
。
消
費
者
を
味

方
に
付
け
て
、
昔
か
ら
の
小
規
模
な
家
族
農
業
を
守
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
農
業
人
口
は
さ
ら
に
減
少
し
て
、
大
型
機

械
化
の
集
約
農
業
し
か
生
き
残
れ
な
く
な
る
か
ら
だ
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
二

0
0
七
年
の
あ
い

(25) 

だ
に
農
業
を
生
業
と
す
る
家
族
は
、
六
分
の
一
以
下
に
ま
で
減
っ
て
い
る
。
有
機
農
産
物
は
い
ま
で
こ
そ
、
価
値
が
認
め

ら
れ
、
需
要
が
伸
び
て
い
る
が
、
道
を
切
り
拓
い
て
き
た
ペ
テ
ラ
ン
た
ち
は
、
物
質
的
豊
か
さ
と
は
縁
の
な
い
世
界
で
苦

闘
し
て
き
た
つ
わ
も
の
で
、
経
営
規
模
の
小
さ
い
農
家
が
多
い
。
都
市
近
郊
や
、
海
辺
の
リ
ゾ
ー
ト
地
周
辺
の
農
家
は
、

開
発
の
波
に
呑
ま
れ
そ
う
に
な
る
た
び
に
、
市
民
と
連
帯
し
て
開
発
阻
止
運
動
を
展
開
し
て
き
た
。

A
M
A
P
を
創
設
し

た
ヴ
ィ
ヨ
ン
夫
妻
の
場
合
も
、
農
場
の
あ
る
場
所
が
市
電
を
通
す
計
画
に
取
り
込
ま
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
て
、
市

民
と
の
連
帯
を
望
ん
で
い
た
。

A
M
A
P
の
特
長

(26) 

A
M
A
P
に
は
一
八
項
目
の
「

A
M
A
P
憲
章
」
と
、
「
提
携
一
〇
カ
条
」
の
よ
う
に
、
「
百
姓
農
業
一

0
カ
条
」
が
制

定
さ
れ
て
い
る
。

A
M
A
P
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

T
E
I
K
E
I
と
い
う
言
葉
も
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

A
M
A
P
も

T
E
I
K
E
I
も
、
安
全
な
食
と
農
業
を
推
進
す
る
、
市
民
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
発
想
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写真 1 「ひろこのパニエ」を立ち上げる

ための相談会、農家の中庭で

で
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
産
と
消
の
組
み
方
が
違
う
。

た
ち
が
原
則
で
あ
る
。

A
M
A
P
は、

A
M
A
P
の
場
合
は
、

日
本
の
提
携
の
よ
う
な
生
産
者
グ
ル
ー
プ
と
消
費
者
グ
ル

ー
プ
と
い
う
構
成
は
、
存
在
し
な
い
。

冗
り
手
と
買
い
手
が
交
わ
す
牒
産
物
の
売
買
契
約
で
、
売
り
手
は
売
り
た
い
も
の
を
さ
ば
く
相
手
を
求
め
、

買
い
手
は
欲
し
い
も
の
を
提
供
し
て
く
れ
る
売
り
手
を
み
つ
け
て
、
手
を
結
ぶ
。
消
費
者
メ
ン
バ
ー
は
、
受
け
取
る
農
産

物
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
契
約
を
更
新
し
な
い
。
生
産
者
と
消
費
者
の
あ
い
だ
の
も
め
ご
と
は
、
金
銭
的
解
決
が
可
能

A
M
A
P
は
、
季
節
ご
と
の
販
売
契
約
や
、
単
品
契
約
が
で
き
る
。
農
家
が
守
る
原
則
は
、
生
産
履
歴
を
公
開
し
、
無

農
薬
、
無
化
学
肥
料
で
、
自
然
環
境
と
生
き
物
に
配
慮
の
あ
る
生
産
を
心
が
け

る
こ
と
。
消
費
者
は
、
安
全
で
、
味
の
よ
い
農
産
物
を
生
産
者
か
ら
直
接
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
者
は
、
生
産
者
と
し
て
自
立
し
て
い
て
、
消
役

者
に
よ
り
か
か
る
こ
と
は
な
い
。
産
と
消
の
結
び
つ
き
は
、
価
値
観
を
共
有
す

る
連
帯
で
あ
り
、
甘
え
合
わ
な
い
共
存
で
あ
る
。
消
費
者
グ
ル

ー
プ
の
わ
が
ま

ま
に
悩
ま
さ
れ
る
の
は
生
産
者
だ
が
、
「
そ
ん
な
条
件
で
は
、
生
産
が
追
い
つ

か
な
い
」
と
、
消
牲
者
を
諭
す
の
も
生
産
者
で
あ
る
。
援
農
は
、
畑
遊
び
で
は

な
く
、

一
日
た
っ
ぷ
り
の
野
良
仕
事
だ
。
手
伝
い
に
行
く
ほ
う
も
、
そ
れ
を
承

知
で
出
か
け
て
行
く
か
ら
、
文
句
は
出
な
い
。

一
人
の
生
産
者
と
消
費
者
の
グ
ル

ー
プ
と
い
う
か
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い
ま
、

写真 2 ひろこのバニエ

広
が
る
産
直
運
動

ヴ
ィ
ヨ
ン
夫
妻
が
、
A
M
A
P
を
商
標
登
録
し
た
の
で
、

A
M
A
P
は
産
直
の

代
名
詞
に
な
っ
て
普
及
し
て
い
る
。
夫
妻
は
、
A
M
A
P
を
国
内
の
連
合
組
織
に

育
て
た
い
と
考
え
た
。
け
れ
ど
、

A
M
A
P
連
合
に
は
加
盟
せ
ず
、
独
自
の
方
法

で
産
直
に
取
り
組
ん
で
い
る
グ
ル

ー
プ
も
多
い
。
二

0
0
六
年
の
末
、
わ
た
し
た

ち
が
レ
ン
ヌ
市
に
立
ち
上
げ
た

「
ひ
ろ
こ
の
パ
ニ
エ
」
も
、

A
M
A
P
と
は
違
っ

て
、
生
産
者
も
消
役
者
も
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
、
日
本
の
提
携
産
直
に
近
い
か
た
ち

で
や
っ
て
い
る
。
一

年
後
に
は
、
「
ひ
ろ
こ
の
パ
ニ
エ
」
の
メ
ン
バ

ー
が
独
立
し

て
、
さ
ら
に
――一
カ
所
で
同
じ
構
成
の
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
て
、
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ

で
産
直
運
動
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。

か
な
め

フ
ラ
ン
ス
に
台
頭
し
て
い
る
の
は
、
産
直
を
要
に
産
と
消
を
結
び
つ
け
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
深
め
よ
う
と

い
う
、
市
民
運
動
の
う
ね
り
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
有
機
農
産
物
が
欲
し
い
な
ら
、
マ
ル
シ
ェ
で
も
、
ス
ー
パ
ー
で

も
手
に
入
る
。
そ
れ
を
、
あ
え
て
産
直
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
面
倒
を
承
知
で
か
か
わ
る
の
は
、
意
識
的
行
為
で
あ
る
。

人
は

「
わ
た
し
」
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の

一
員
で
あ
り
、
人
類
と
い
う
種
に
属
す
る
生
物
で
あ
る
。
そ
の
自
覚

が
あ
る
か
ら
、
産
直
運
動
に
加
わ
る
の
だ
。

A
M
A
P
と

T
E
I
K
E
I
の
違
い
に
は
、
人
の
輪
づ
く
り
の
文
化
的
背
景
が
あ
る
。
日
本
人
が
、
根
回
し
を
し
て
ま

(27
)
 

で
合
意
づ
く
り
に
精
力
を
傾
け
る
の
は
、
「
日
本
で
は
個
人
は
原
則
と
し
て
集
団
に
守
ら
れ
て
存
在
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
集
団
は
す
ぐ
で
き
る
。
け
れ
ど
、
集
団
が
力
と
な
る
に
は
、
そ
れ
を
動
か
す
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
だ
。
共
通
の
目

的
や
理
念
が
仲
間
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
あ
い
だ
は
ま
だ
し
も
、
年
を
経
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
人

の
輪
が
し
が
ら
み
に
変
わ
っ
て
い
く
。

日
本
人
の
協
同
が
、
和
の
思
想
に
培
わ
れ
て
き
た
の
な
ら
、
そ
れ
を
礎
に
、
都
市
と
農
村
を
し
な
や
か
に
結
ぶ
す
べ
が

あ
っ
て
い
い
は
ず
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
支
え
る
の
は
自
分
た
ち
だ
と
い
う
市
民
意
識
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
問
題

を
は
ら
ん
で
も
、
歩
み
は
と
ま
る
こ
と
な
く
前
進
す
る
。
問
題
が
あ
る
か
ら
、
人
は
知
恵
を
絞
り
、
力
を
出
し
合
っ
て
解

決
に
向
か
う
。
そ
れ
が
生
き
て
在
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
の
尊
厳
を
ふ
ま
え
た
暮
ら
し
で
は
な
い
か
。
持
続
的
発
展
性
の

あ
る
調
和
は
、
我
慢
の
う
え
に
成
り
立
つ
明
日
の
み
え
な
い
調
和
で
は
な
い
。
議
論
を
尽
く
し
、
理
想
に
向
か
っ
て
つ
ね

に
努
力
し
て
い
く
過
程
の
な
か
に
こ
そ
産
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
l
)

石
黒
昌
孝
「
そ
れ
で
も
食
べ
ま
す
か
』
か
も
が
わ
出
版
、
二

0
0
1
―年。

(
2
)

一
九
七
四
年
一

0
月
一
四

H
か
ら
一
九
七
五
年
六
月
―
―

-
0
日
ま
で
『
朝

H
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
小
説
。
有
吉

佐
和
子
は
、
有
機
農
業
運
動
の
草
分
け
で
あ
る
、
山
形
県
高
畠
町
の
リ
ン
ゴ
農
家
で
農
民
詩
人
の
星
寛
治
や
、
埼
玉
県
小
川
町
の
有
機
農
家
、

金
子
美
登
ら
の
も
と
を
訪
れ
、
現
地
調
在
と
多
く
の
資
料
を
も
と
に
、
環
境
汚
染
と
食
品
添
加
物
の
危
険
を
新
聞
小
説
の
か
た
ち
で
取
り
上

げ
た
。

(
3
)

コ
ン
ビ
ニ
の
和
風
幕
の
内
弁
当
の
食
材
輸
送
の
距
離
は
一
六
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
地
球
を
四
周
し
た
長
さ
に
あ
た
る
。
千
薬
保
監
修

『
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
16
万
キ
ロ
の
旅
』
、
太
郎
次
郎
社
エ
デ
イ
タ
ス
、
二

0
0
五
年
。

(
4
)

コ
メ
に
偏
っ
た
食
生
活
が
問
題
視
さ
れ
、
白
米
は
頭
の
は
た
ら
き
を
鈍
く
す
る
と
い
う
学
説
も
登
場
。
岸
康
彦
『
食
と
農
の
戦
後
史
』

335 13. TEIKEIから AMAPヘ



H
本
経
済
新
聞
社
、
二

0
0
五
年
、
二
章
I

-

―°

(
5
)

食
品
の
偽
装
や
不
当
表
示
を
追
放
す
る
た
め
の
運
動
が
、
主
婦
を
中
心
と
す
る
消
費
者
の
あ
い
だ
に
広
ま
り
、

費
者
連
盟
が
成
立
。

(
6
)

日
本
有
機
農
業
研
究
会
機
関
誌
『
土
と
健
康
」
二
四
四
号
、
一
九
九
―
一
年
。

(
7
)

一
九
五
五
年
、
森
永
乳
業
の
ヒ
素
入
り
粉
ミ
ル
ク
を
飲
ん
だ
乳
幼
児
一
三

0
名
が
死
亡
。
二

0
0
八
年
来
、
中
国
で
メ
ラ
ミ
ン
入
り
の

粉
ミ
ル
ク
が
出
回
り
、
乳
幼
児
が
膀
脱
結
石
や
腎
不
全
を
発
症
す
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。

(
8
)

「
安
全
な
食
べ
物
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
」
の
立
ち
上
げ
か
ら
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
た
戸
谷
委
代
の
言
。
著
書
に
、
『
私
の
農
村
日

記
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）
、
『
農
民
志
願
』
（
現
代
評
論
社
、
一
九
六
九
年
）
、
『
食
品
公
害
時
代
を
ど
う
生
き
る
か
』
（
啓
明
書
房
、
一

九
七
三
年
）
な
ど
。

(
9
)
ダ
リ
ル
・
モ
エ
ン
「
日
本
有
機
農
業
運
動
ー
~
そ
の
先
進
的
役
割
」
『H
本
の
科
学
者
』
三
一
巻
五
月
号
、
一
九
九
六
年
、
三
三
ー
一
二
七

頁。
(10)

一
九
七
四
年
の
初
頭
、
み
か
ん
な
ど
か
ら
産
直
が
は
じ
ま
る
。
参
照
、
安
全
な
食
べ
物
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
『
村
と
都
市
を
結
ぶ
三

芳
野
菜
』
、
ボ
ロ
ン
テ
‘
―

1
0
0
五
年
。

(11)

『
日
本
有
機
農
業
研
究
会
三
芳
大
会
記
念
誌
』
二

0
0
六
年
。

(12)

安
全
な
食
べ
物
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
、
前
掲
書
、
第
一
章
。

(13)

福
岡
正
信
『
わ
ら
一
本
の
革
命
」
春
秋
社
、
二

0
0
四
年
。
初
版
は
一
九
七
五
年
、
柏
樹
社
。

(14)

神
戸
青
年
学
生
セ
ン
タ
ー
『
医
と
食
と
健
康
』
騎
馳
舎
、
一
九
八
三
年
。

(15)

（
財
）
協
同
組
合
経
営
研
究
所
『
暗
夜
に
種
を
播
く
ご
と
く
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二

0
0
九
年
、
二
七
三
頁
。

(16)

露
木
裕
喜
夫
『
自
然
に
聴
く
』
露
木
裕
喜
夫
遺
稿
集
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
。

(17)

安
全
な
食
べ
物
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
会
、
前
掲
書
、
五
六
頁
。

一
九
七
四
年
、

H
本
消
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一
九
八
五
年
。

(18)

同
上
。

(19)

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(
-
九
九
八
年
一
二
月
成
立
）
。

(20)

問
題
の
改
善
方
法
に
、
女
性
な
ら
で
は
の
発
想
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
同
じ
も
の
ば
か
り
続
く
と
食
べ
き
れ
な
い
」
と
、
生
産
者
に
苦

情
を
言
う
前
に
、
保
存
食
係
り
を
新
設
し
て
漬
け
も
の
の
講
習
会
を
開
い
た
り
、
料
理
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
、
全
量
消
費
の
工
夫

を
促
す
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

(21)

安
全
な
食
べ
物
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
会
、
前
掲
書
、
一
―
七
頁
。

(22)

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
振
興
研
究
基
金
を
得
て
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
四

0
名
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
、
市
民
活
動
家
、
農
民
の

協
力
を
得
て
取
り
組
ん
だ
、
四
年
半
の
日
仏
比
較
共
同
研
究
。
地
域
の
農
産
物
の
産
直
に
よ
る
都
市
と
農
村
の
交
流
の
あ
り
方
と
可
能
性
を
、

実
例
を
も
と
に
比
較
分
析
。
成
果
は
レ
ン
ヌ
大
学
出
版
局
か
ら
二
冊
の
本
に
な
っ
て
い
る
。

(
2
3
)
A
M
A
P
に
つ
い
て
は
、

Claire
L
A
 M
I
N
E
.
 L
e
s
 A
M
A
P
`
P
a
r
i
s
:
 Y
v
e
s
 Michel, 2
0
0
8
を
参
照
。

(24)

地
域
支
援
型
農
業
。

(25)

フ
ラ
ン
ス
の
国
勢
調
壺
調
べ
。

(26)

一
九
七
八
年
に
日
本
有
機
農
業
研
究
会
の
総
会
で
一
楽
照
雄
が
提
言
し
て
採
択
さ
れ
た
「
生
産
者
と
消
費
者
の
提
携
の
方
法
」
。
以
来
、

こ
の
一
〇
カ
条
が
提
携
運
動
の
基
本
理
念
と
な
る
。
日
本
有
機
農
業
研
究
会
の
H
P
(
h
t
t
p
:
/＼
w
w
w
.
j
o
a
a
.
n
e
t
¥
m
o
k
u
h
y
o
u
¥
t
e
i
k
e
i
.
h
t
m
l
)

参
照
。

(27)

土
居
健
郎
「
表
と
裏
』
弘
文
堂
、

337 13 TEIKEIから AMAPヘ



コラム⑱l 
子どもたちの食卓

子
ど
も
の
こ
ろ
大
好
き
だ
っ
た
駄
菓
子
は
、
い
ま
も

舌
の
ど
こ
か
に
妙
な
味
を
残
し
て
い
る
。
甘
酸

っ
ぱ
い

ス
モ
モ
は
、
食
べ
る
と
、
口
の
な
か
が
真

っ
赤
に
染
ま

っ
た
。
あ
の
こ
ろ
、
添
加
物
や
色
素
に
発
ガ
ン
性
が
あ

る
な
ん
て
、
誰
が
思

っ
た
だ
ろ
う
か
。

二
0
0
九
年
の
夏
、
日
本
で
も
公
開
さ
れ
て
話
題
に

な

っ
た
映
画
に

「未
来
の
食
卓
」
が
あ
る
。
南
フ
ラ
ン

ス
の
バ
ル
ジ
ャ
ッ
ク
村
の
小
学
校
が
、
給
食
を
有
機
に

切
り
か
え
て
い
く
様
子
を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
で
あ
る
。
そ
れ
を
撮

っ
た
ジ
ョ
ー
監
督
は
、

二
〇

0
四
年
に
結
腸
ガ
ン
を
患

っ
て
い
る
。
手
術
は
成
功
し

健
康
を
回
復
し
た
も
の
の
、
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
、
メ

タ
ボ
体
型
で
も
な
い
自
分
が
な
ぜ
ガ
ン
に
侵
さ
れ
た
の

か
。
そ
の
疑
問
が
、
監
督
の
目
を
食
と
環
境
に
向
け
さ

せ
た
。

バ
ル
ジ
ャ

ッ
ク
は
、
ブ
ド
ウ
畑
の
広
が
る
美
し
い
農

村
だ
。
し
か
し
、
七

0
年
代
に
は
じ
ま

っ
た
農
業
の
集

約
化
で
、
農
薬
や
化
学
肥
料
の
投
入
が
増
え
、
農
民
に

健
康
を
害
す
る
者
が
出
た
り
、
水
質
汚
染
が
問
題
に
な

っ
た
り
し
て
い
た
。
慣
行
栽
培
の
ブ
ド
ウ
農
家
に
ガ
ン

患
者
が
増
え
、
小
学
校
の
生
徒
に
も
ガ
ン
患
者
が
現
れ

た
。
そ
ん
な
な
か
、
子
ど
も
た
ち
の
食
と
環
境
を
守
ろ

う
と
、
栄
養
士
が
動
き
、
村
長
た
ち
が
立
ち
上
が
る
。

学
校
園
で
野
菜
づ
く
り
が
は
じ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
は

自
分
の
手
で
育
て
た
野
菜
を
味
わ
い
、
自
然
と
の
共
生

を
体
感
す
る
。
そ
し
て
、
有
機
野
菜
の
給
食
を
喜
ん
で

食
べ
る
よ
う
に
な
る
。

映
画
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
有
機
食
品
へ
の
関
心
を
高

め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
バ
ル
ジ
ャ
ッ
ク
村
で
も
三

軒
の
慣
行
農
家
が
有
機
に
転
換
を
決
め
て
い
る
。
し
か

し
、
現
実
は
ま
だ
、
子
ど
も
た
ち
の
食
の
安
全
を
守
る

¢疇

幼稚園年長組の調理実習
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と
い
う
理
想
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
―

1
0

I
 

0
年
の
夏
、

フ
ラ
ン
ス
の
健
康
と
環
境
を
考
え
る

N
P
O
が
連
携
し

て
行
っ
た
「
一

0
歳
児
の
食
生
活
想
定
調
査
」
の
結
果

(
］
)
 

は
深
刻
で
あ
る
。
パ
リ
地
域
の
ス
ー
パ
ー
で
、
栄
養
バ

で

2
)

ラ
ン
ス
を
考
え
て
買
っ
た
ふ
つ
う
の
食
品
で
子
ど
も
の

食
事
を
用
意
す
る
と
、
一
日
当
た
り
‘
―
二
八
種
も
の

残
留
化
学
物
質
を
口
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
殺

虫
剤
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
、
重
金
属
、
色
素
、
保
存
料
な

ど
が
主
な
残
留
物
質
だ
が
、
輸
人
品
の
缶
詰
め
や
米
の

な
か
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
残
留
添

加
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
環
境
省
は
二

0

一
八
年
ま
で
に
、
農
薬

の
使
用
を
半
分
に
減
ら
す
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
た
。
面

積
当
た
り
の
農
薬
投
下
率
で
は
、
世
界
一
と
い
わ
れ
る

日
本
で
あ
る
。
二

0
0
六
年
―
二
月
に
有
機
農
業
推
進

法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
台
所
の
野
菜
に
目
に
み
え
る
変

化
を
感
じ
な
い
一
方
で
、
書
店
の
健
康
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

平
積
み
さ
れ
る
ガ
ン
関
連
の
本
が
増
え
て
い
く
。
実
家

に
野
菜
を
届
け
て
く
れ
て
い
た
農
家
の
お
じ
さ
ん
が
、

結
腸
ガ
ン
で
人
院
し
た
と
、
母
が
電
話
で
知
ら
せ
て
き

た
。
「
農
薬
禍
で
は
？
」
と
気
を
も
む
わ
た
し
に
、
「
手

術
を
し
た
か
ら
大
丈
夫
で
し
ょ
」
と
、
あ
っ
さ
り
言
っ

て
の
け
る
母
。
友
人
、
知
人
に
ガ
ン
の
人
が
増
え
て
、

心
に
耐
性
が
で
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ガ
ン
は
、
日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
死
亡
率
第
一
位

の
病
気
だ
。
「
ガ
ン
は
怖
く
な
い
、
克
服
で
き
る
」
と

い
う
専
門
家
や
体
験
者
の
言
葉
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
。

だ
が
、
な
ぜ
ガ
ン
が
急
増
し
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
子
ど

も
が
ガ
ン
に
か
か
る
の
か
。
そ
の
問
い
か
け
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
●
食
の
安
全
と
環
境
保
全
は
、
そ
こ
に
住

む
市
民
総
体
の
問
題
で
あ
る
。
ま
わ
り
の
人
を
思
い
や

り
、
自
然
や
資
源
を
大
切
に
し
、
少
し
で
も
住
み
よ
い

社
会
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
努
力
は
、
み
ん
な
の

責
務
だ
。
エ
ゴ
な
健
康
管
理
だ
け
で
は
、
緑
な
す
大
地

を
次
世
代
に
残
せ
な
い
。
新
し
い
命
の
誕
生
と
新
芽
の

萌
え
る
春
を
、
心
か
ら
喜
べ
る
市
民
社
会
の
一
員
で
あ

り
た
い
と
顧
う
。

(
1
)

二
0
1
0
年
―
二
月
二
日
付
け
の
「
ル
・
モ
ン
ド

紙」

(
2
)

有
機
食
品
は
対
象
外
。（

ア
ン
ベ
ー
ル
ー
雨
宮
裕
子
）
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船
で
渡
る
田
ん
ぼ

写
真
ー
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
琵
琶
湖
の
東
岸
、
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
「
西
の
湖
」
沿
岸
の
光
景
で
あ
る
。
島
の
よ

う
な
部
分
の
多
く
は
ヨ
シ
帯
で
あ
る
が
、
中
央
付
近
に
浮
か
ぶ
島
だ
け
ほ
か
と
違
っ
た
一
面
を
も
っ
て
い
る
。

「
権
座
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
島
は
、
現
在
も
水
田
と
し
て
実
際
に
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。
春
に
は
田
植
え
が
行

わ
れ
、
秋
に
は
島
が
黄
金
色
の
稲
穂
に
染
め
ら
れ
る
。
こ
の
権
座
、
写
真
で
は
陸
続
き
に
み
え
る
が
、
実
際
は
橋
の
架
か

ら
な
い
孤
島
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と
は
田
ん
ぼ
を
耕
す
た
め
に
、
現
在
も
船
に
農
具
を
積
ん
で
渡
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
三
隻
の
船
を
横
に
並
べ
て
つ
な
げ
、
春
に
は
重
い
田
植
機
を
、
秋
に
は
収
穫
し
た
籾
を
乗
せ
て
湖
上
を
運

4
・

ー

湖
に
浮
か
ん
だ
川
ん
ほ

食
と
農
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

矢
野
晋
五
口
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写真 1 湖に浮かぶ田んぼ「権座」

（中央の島、手前部分。近江八幡IPHPより）

か
つ
て
、
琵
琶
湖
沿
岸
で
は
権
座
と
同
様
に
、
浮
き
島
状
の
水
田
が
数
多
く
存
在
し
た
。
人
び
と
は
集
落
に
あ
る
船
着

き
場
か
ら
「
田
舟
」
と
い
う
耕
作
用
の
船
で
耕
地
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
、
権
座

を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

ど
を
、 こ

う
し
た
浮
き
島
の
多
く
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
湖
底
の
泥
や
水
草
な

ヨ
シ
帯
へ
と
営
々
と
積
み
上
げ
、
陸
地
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
途
中
、
大
水
な
ど
で
島
が
流
さ
れ
た
り
、
積
ん
だ

ぶ
。

土
が
流
出
し
て
も
、
再
び
根
気
よ
く
陸
地
へ
と
改
変
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程

で
、
船
で
石
を

一
っ
ー
つ
運
ん
で
周
囲
に
沈
め
、
石
垣
を
積
み
あ
げ
て
、
島
状

の
田
ん
ぼ
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

権
座
も
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
な
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
か
、

正
確
な
年
代
は
わ
か
ら
な
い
。
地
元
の
人
は

「何
百
年
も
」
経
っ
て
い
る
の
で

は
と
い
う
。

本
章
で
は、

湖
岸
で
営
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
権
座
」
を
舞
台
に
、
時

代
の
流
れ
の
な
か
で
地
域
資
源
と
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し、

品価
値
ク
を
組
み
替
え
て
い
っ
た
の
か
、
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
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運
ん
だ
と
い
う
。

た
」
と
い
う
。

み
て
ゆ
き
た
い
。 水

辺
の
農
と
暮
ら
し

伝
統
的
な
農
と
環
境
利
用

し
ら
お
う

(
l
)

権
座
を
擁
す
る
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
白
王
町
は
、
世
帯
数
七
一
、
人
口
二
四
一
人
の
集
落
で
あ
る
。

政
村
「
島
村
」
の
一
集
落
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
後
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
八
幡
町
と
合
併
、

江
八
幡
市
と
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
明
治
行

一
九
五
四
年
に
近

な
い
こ

(
2
)

白
王
町
は
西
の
湖
と
い
う
琵
琶
湖
に
つ
な
が
っ
た
内
湖
に
面
し
て
い
る
。
地
先
に
浮
か
ぶ
権
座
の
面
積
は
約
ニ
・
五
へ

ク
タ
ー
ル
、
ほ
ほ
全
域
が
耕
地
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
滋
賀
県
が
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
所
有
し
、
残
り
は
一
―
一
戸
程
の
農

家
の
所
有
地
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
一
軒
で
あ
る

A
さ
ん
（
昭
和
四
年
生
ま
れ
）
の
話
か
ら
、
か
つ
て
の
権
座
の
姿
を

昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
、
権
座
に
あ
る

A
さ
ん
の
田
ん
ぼ
で
は
、
コ
メ
に
加
え
裏
作
で
麦
と
菜
種
を
つ
く
つ
て
い
た
。

ち
に
第
一
一
次
世
界
大
戦
中
の
供
出
割
当
で
「
一
等
田
」
の
評
価
を
受
け
る
良
田
で
「
コ
メ
は
（
一
反
当
た
り
）

の

1
0
俵
と
れ

地
味
こ
そ
良
か
っ
た
が
孤
島
で
あ
る
権
座
の
農
耕
に
は
苦
労
が
と
も
な
っ
た
。
と
り
わ
け
収
穫
物
や
農
具
の
搬
人
出
は

困
難
だ
っ
た
。
収
穫
し
た
米
の
ほ
か
、
耕
転
用
の
牛
も
船
に
乗
せ
て
運
ん
だ
。
牛
は
重
い
の
で
、
田
舟
を
二
隻
連
結
し
て

第m部 食と農の新しい局面 342 



水
利
に
も
苦
労
し
た
。
か
つ
て
は
炎
天
下
、
人
力
の
水
車
を
足
で
こ
い
で
揚
水
し
て
い
た
。
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
に
な

っ
て
、
石
油
発
動
機
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
労
力
こ
そ
軽
減
さ
れ
た
が
、
島
ゆ
え
の
運
搬
の
労
力
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
権
座
の
耕
地
と
周
辺
の
水
域
も
含
め
た
一
帯
は
、
白
王
の
人
び
と
に
と
っ
て
大
切
な
生
産
の
場
で
あ
っ
た
。

権
座
の
沿
岸
は
、
肥
料
の
採
取
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
毎
年
、
八
月
一

H
に
な
る
と
「
ド
ロ
モ
」
と
呼
ぶ
水
草

採
取
が
解
禁
と
な
り
、
田
舟
に
乗
り
込
ん
で
競
っ
て
採
取
し
た
。
ま
た
、
端
午
の
節
句
の
こ
ろ
に
は
付
近
の
ヨ
シ
帯
で
、

む
し
ろ

(
3
)

ヨ
シ
の
若
芽
を
刈
り
、
田
に
入
れ
肥
料
と
し
た
。
こ
の
ほ
か
ヨ
シ
は
筵
を
編
む
な
ど
罠
業
資
材
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。

白
王
で
は
、
ヨ
シ
を
す
だ
れ
な
ど
に
加
工
し
て
販
売
す
る
農
家
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
湖
底
や
湖
岸
の
消
掃
と
い

う
面
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
西
の
湖
の
環
境
保
持
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。

権
座
付
近
は
、
よ
い
樵
場
で
も
あ
っ
た
。
多
く
の
農
家
が
冬
期
の
副
業
と
し
て
行
っ
て
い
た
の
が
、
貝
の
採
取
で
あ
っ

た
。
「
貝
曳
き
」
と
い
う
曳
き
網
で
、
カ
ラ
ス
、
イ
ケ
チ
ョ
ウ
、
モ
モ
ガ
イ
な
ど
を
採
取
し
、
対
岸
の
安
土
町
な
ど
の
仲
買

業
者
に
売
っ
た
。
一
軒
で
三
人
出
て
漁
を
行
っ
た
ら
、
「
相
当
な
収
入
だ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、
エ
リ
（
琵
琶
湖
独

特
の
定
置
網
）
を
設
置
し
た
り
、
ト
ア
ミ
・
コ
イ
ト
ア
ミ
（
刺
網
）
で
魚
を
採
る
家
も
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
島
で
あ
る
権
座
で
の
農
作
業
は
困
難
を
と
も
な
う
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
周
辺
水
域
も
含
め
、

地
域
一
帯
の
資
源
を
活
か
し
な
が
ら
の
生
業
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

農
業
玉
産
業
化
ク
の
波
間
で

琵
琶
湖
固
辺
に
点
在
し
て
い
た
内
湖
は
近
代
以
降
、
農
地
拡
大
の
た
め
次
第
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
枇
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「
先
祖
の
土
地
を
守
る
」
使
命
感
で
耕
作

農
作
業
の
効
率
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
集
落
の
生
業
構
造
も
一
変
し
た
。
図
ー
に
示
し
た
よ
う
に
、

で
農
家
数
五
四
戸
、
う
ち
専
業
農
家
数
―
―
戸
で
あ
っ
た
が
、
一

0
年
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
九
戸
、

一
九
六

0
年
時
点

二
戸
へ
と
急
減
し
た
。

だ

い

な

か

こ

界
大
戦
に
よ
る
食
糧
事
情
の
悪
化
を
契
機
に
そ
の
動
き
が
加
速
し
た
。
白
王
町
の
東
側
に
あ
っ
た
大
中
の
湖
で
は
戦
後
ま

も
な
く
干
拓
が
は
じ
ま
り
、
一
九
六
八
年
に
す
べ
て
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
―
―
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
の
ぽ
る
広
大
な
耕
地

と
な
っ
た
。
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
、
県
の
計
画
で
は
、
権
座
も
陸
続
き
に
な
る
予
定
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実

際
に
事
業
が
進
む
な
か
で
、
そ
の
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

ヘ
ぴ
す
な

加
え
て
、
権
座
が
消
失
し
か
ね
な
い
計
画
も
持
ち
上
が
っ
た
。
西
の
湖
に
注
ぐ
蛇
砂
川
か
ら
の
水
を
す
み
や
か
に
琵
琶

湖
へ
流
す
た
め
に
新
た
に
河
道
を
つ
く
る
計
画
だ
っ
た
。
権
座
の
西
側
約
三
分
の
一
が
流
路
に
か
か
る
計
画
で
、
当
該
の

土
地
は
国
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
計
画
は
、
水
域
を
分
断
し
ヨ
シ
帯
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
た

め
、
工
事
に
入
れ
な
い
ま
ま
地
元
と
の
調
整
が
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
国
有
地
部
分
は
荒
れ
た
ま
ま
放
骰
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

権
座
が
開
発
の
波
に
も
ま
れ
る
な
か
、
白
王
町
の
水
田
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
た
。
一
九
六

0
年
代
以
降
、
干

拓
や
基
盤
整
備
が
進
み
、
水
田
は
農
業
機
械
に
好
適
な
広
い
区
画
に
改
変
さ
れ
た
。
用
排
水
路
も
整
備
さ
れ
、
水
を
め
ぐ

る
苦
労
は
過
去
の
話
と
な
っ
た
。
同
時
に
水
辺
の
利
用
も
化
学
肥
料
の
普
及
、
内
湖
の
埋
立
て
に
よ
る
水
質
の
悪
化
な
ど

で
消
長
し
、
漁
家
も
農
業
専
業
や
通
勤
兼
業
に
転
じ
た
。
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111所） 牒栗センサス集沿カードをもとに管者作成。

を
守
る
と
い
う
使
命
感
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ほ
ぽ
全
戸
が
第
二
種
兼
業
農
家
へ
と
移
行
し
た
。
若
い
家
成
員
は
集
落
の
外
部
へ
通
勤
す
る
よ
う
に
な
り
、
高

齢
者
世
代
が
地
域
の
農
業
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
王
町
は
、
機
械
化
さ
れ
た
水
田
耕
作
と
通
勤
兼
業
が
主
流
の
都

市
近
郊
農
村
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。

こ
う
し
た
時
代
の
波
を
ま
と
も
に
受
け
た
の
が
権
座
だ

っ
た
。
陸
と
隔
絶
さ
れ
た
権
座
で
農
作
業
を
行
う
に
は
、
そ
の

つ
ど
、
重
い
農
業
機
械
を
船
で
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
隻
の
船
を
連
結
し
て
板
を
敷
き
、
バ
ラ
ン
ス
に
注
意
し
な

が
ら
機
械
を
乗
せ
て
、
慎
重
に
こ
ぎ
出
す
。
こ
の
労
力
は
多
大
で
、
何
よ
り

危
険
が
と
も
な

っ
た
。
A
さ
ん
に
よ
る
と
「
根
性
が
い
る
、
危
険
」
な
作
業

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
権
座
の
水
田
の
耕
作
を
休
止
す
る
農
家
が
出
は
じ
め
、

わ
ず
か
三
戸
の
農
家
だ
け
が
か
ろ
う
じ
て
耕
作
を
続
け
る
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
の

二
P、

A
さ
ん
は
、

「先
祖
の
土
地
を
荒
ら
さ
な
い
よ
う
に
つ

く

っ
て
い
た
。
（市
内
に
通
勤
す
る
）
息
子
が
や
っ
て
く
れ
た
の
で
続
け
て
き

た
」
と
述
懐
す
る
。
も
は
や
耕
作
の
目
的
は
生
産
で
は
な
く
、
先
祖
の
土
地

一
時
は
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表 1 景観保全に向けた動向

2004年

2005 

2006 

2008 

2009 

景観法制定

近江八幡市風景づくり条例策定

景観法にもとづく風景計画決定（水郷風景計画）

重要文化的漿観「近江八幡の水郷」選定

景観農業振興地域整備計画策定（近江八幡市）

西の湖がラムサール条約に拡大登録

「にほんの里ー00選」選定（白王町と円山町）

文
化
景
観
と
し
て
の
価
値
発
見

景
観
を
め
ぐ
る
政
策

通
勤
兼
業
が
主
流
と
な
り
、
米
の
減
反
政
策
も
続
く
農
業
環
境
に
あ
っ
て
、
権
座
の
耕
地

は
も
は
や
生
産
農
地
と
し
て
そ
の
価
値
を
失
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
風
向

き
が
急
速
に
変
わ
っ
て
き
た
。
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
景
観
を
地
域
資
源
と
し
て
見
直

し
た
政
策
転
換
で
あ
っ
た
（
表
1
参
照
）
。

最
初
の
契
機
が
、
二

0
0
四
年
の
「
既
観
法
」
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
市
町
村
を
景

観
行
政
団
体
と
し
て
位
置
づ
け
、
各
団
体
が
景
観
計
画
を
策
定
し
、
景
観
地
区
や
景
観
計
画

地
区
を
定
め
、
景
観
保
持
の
た
め
の
規
制
な
ど
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
改
正
で
あ

こ
れ
を
受
け
て
翌
二

0
0
五
年
、
近
江
八
幡
市
は
風
景
づ
く
り
条
例
を
策
定
、
景
観
法
に

も
と
づ
く
風
景
計
画
を
決
定
し
た
。
全
国
的
に
も
早
い
決
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
水
郷
風
景

計
画
」
で
は
白
王
町
の
ほ
か
隣
接
す
る
円
山
町
、
琵
琶
湖
岸
の
集
落
な
ど
約
一
六

0
0
ヘ
ク

タ
ー
ル
が
指
定
さ
れ
た
。
計
画
地
域
は
お
お
む
ね
四
つ
に
区
分
さ
れ
、
白
王
・
円
山
・
北
之

庄
岩
崎
は
「
水
と
緑
豊
か
な
自
然
と
人
々
の
営
み
の
融
合
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
歴
史
あ
る
文

っ
た
。
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化
的
な
風
景
」
が
特
徴
の
地
域
と
位
骰
づ
け
ら
れ
た
。

―1
0
0
六
年
に
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
重
要
文
化
的
景
観
」
の
全
国
第
一
号
と
し
て
「
近
江
八
幡
の
水
郷
」
が
選

定
さ
れ
た
。
「
重
要
文
化
的
景
観
」
は
、
前
年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
建
造

物
に
重
点
を
お
い
て
い
た
政
策
を
進
展
さ
せ
、
地
域
に
住
む
人
び
と
が
つ
く
り
あ
げ
、
守
っ
て
き
た
景
観
を
文
化
的
景
観

と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
政
策
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
年
、
近
江
八
幡
市
は
農
業
振
興
の
立
場
か
ら
景
観
農
業
振
典
地
域
整
備
計
画
の
作
成
を
は
じ
め
た
。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
で
、
白
王
町
で
も
数
回
に
わ
た
り
市
と
農
業
者
と
の
座
談
会
が
重
ね
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
行
政
側
の
は
た
ら
き
か
け

を
受
け
て
、
地
元
白
王
町
の
農
業
者
は
、
み
ず
か
ら
の
集
落
、
農
地
の
新
た
な
価
値
を
認
識
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

権
座
の
云
再
発
見
ク
と
水
郷
コ
ン
サ
ー
ト

そ
の
こ
ろ
、
白
王
町
に
―
つ
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
が
も
ち
か
け
ら
れ
た
。
「
座
と
市
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ニ

0
0

お

う

み

六
権
座
水
郷
コ
ン
サ
ー
ト
」
で
あ
る
。
企
画
し
た
の
は
、
県
の
淡
海
文
化
振
典
財
団
に
よ
る
地
域
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
養

成
熟
「
お
う
み
未
来
塾
」
の
七
期
生
に
よ
る
地
域
課
題
研
究
グ
ル
ー
プ
「
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら

K
Oー

M
A
」
で
あ
っ
た
。

白
王
町
を
含
む
近
江
八
幡
市
島
学
区
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
「
農
を
ベ
ー
ス
と
し
た
持
続
可
能
な
地
域
再
生
の
た
め
の
人
が

集
ま
る
場
づ
く
り
」
、
「
ひ
と
•
も
の
•
こ
と
が
集
ま
り
に
ぎ
わ
う
「
座
と
市
」
」
を
つ
く
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
。
メ

ン
バ
ー
は
活
動
を
通
じ
、
水
郷
の
伝
統
的
生
活
を
象
徴
す
る
場
と
し
て
権
座
に
着
目
。
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
を
打
診
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
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表2 権座をめぐる活動の動向

2006年

2008 

2009 

2010 

「廂と市づくりプロジェクトニ00六権座水郷コンサート」開催

権座に魚道設置。酒米「渡船j初植えつけ

「権座・水郷を守り育てる会」サポーター募集開始。「農の収穫感

謝祭」開催

「権座・水郷を守り育てる会」第 1回交流会開催

純米吟醸洒「権座」お披露II

田植え体験開備

滋賀県「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」滋賀県知事賞

「にほんの里ー00選」選定（白モ町と円山町）

「豊かなむらづくり全国表彰事業」農林水産大臣賞

お
り
し
も
白
王
で
は
景
観
を
集
落
の
資
源
と
し
て
再
評
価
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て

い
た
た
め
、
白
王
町
が
協
力
、
白
玉
町
営
農
組
合
が
後
援
と
い
う
か
た
ち
で
協
力
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
早
速
、
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
県
の
文
化
活
動
開
催
補
助

事
業
に
公
募
し
、
―

1
0
0
六
年
―
一
月
に
実
現
し
た
。

コ
ン
サ
ー
ト
は
プ
ロ
と
地
元
の
子
ど
も
た
ち
を
交
え
た
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ

た
。
地
元
島
小
学
校
の
三
•
四
年
生
が
プ
ロ
の
指
導
の
も
と
で
木
管
五
重
奏
を
演
奏

し
、
講
談
師
と
幼
稚
園
児
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
講
談
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

白
王
町
と
営
農
組
合
は
、
「
物
産
バ
ザ
ー
ル
」
の
屋
台
で
参
加
し
た
。
権
座
で
と

れ
た
新
米
の
ご
飯
、
豚
汁
、
地
元
で
採
れ
た
野
菜
や
湖
魚
も
販
売
し
、
餅
つ
き
も
行

ま
た
、

N
P
O
法
人
の
企
画
に
地
元
の
農
業
者
も
加
わ
り
、
縄
な
い
の
実
演
、
田

舟
の
艘
こ
ぎ
体
験
、
漁
体
験
、
ヨ
シ
加
工
体
験
な
ど
の
「
体
感
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

も
行
っ
た
。

参
加
者
は
当
初
の
予
想
を
大
き
く
上
回
る
八

0
0
人
に
の
ぽ
っ
た
。
こ
の
集
客
は

地
元
に
と
っ
て
大
き
な
後
押
し
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
行
政
の
担
当
者
か
ら
白
王
の

景
観
の
価
値
を
聞
か
さ
れ
て
は
い
た
が
、
一
般
の
消
費
者
が
権
座
に
注
目
し
て
い
る

こ
と
に
驚
き
、
実
感
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
み
ず
か
ら
の
地
域
資
源
を
再
認
識

っ
た
。
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し
、
集
落
と
集
落
営
農
組
合
が
新
た
な
取
り
組
み
の
模
索
を
は
じ
め
る
こ
と
と
な
る
。

N
P
o
．
消
費
者
と
の
連
携

そ
の
矢
先
、
農
林
水
産
省
の
新
た
な
施
策
が
は
じ
ま
っ
た
。
二

0
0
七
年
度
の
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」

で
あ
る
。
滋
賀
県
で
は
「
世
代
を
つ
な
ぐ
農
村
ま
る
ご
と
保
全
向
上
対
策
」
と
い
う
名
称
で
、
地
域
の
資
源
や
農
村
環
境

の
保
全
活
動
に
、
農
業
者
と
地
域
住
民
、
農
業
組
織
に
加
え
、

N
P
O
や
都
市
住
民
の
参
画
を
求
め
て
い
た
。
白
王
町
で

に
お

は
集
落
と
営
農
組
合
が
中
心
と
な
っ
て
「
白
王
町
鳩
の
会
」
と
い
う
受
け
lll
を
組
織
し
、
こ
れ
に
対
応
し
た
。

N
P
O
と
の
連
携
は
、
魚
類
保
護
の

N
P
O
法
人
「
旅
す
る
お
さ
か
な
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
の
活
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ニ

0
0
八
年
四
月
、
白
王
町
と
協
力
し
て
西
の
湖
か
ら
権
座
の
水
田
へ
魚
が
遡
上
す
る
た
め
の
魚
道
を
設
置
し
た
。
以
前
よ

り
滋
賀
県
は
、
魚
が
遡
上
し
て
産
卵
を
行
う
環
境
保
全
型
水
田
を
「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」
と
名
付
け
、
生
産
さ
れ
た
コ

メ
は
県
の
登
録
商
標
で
あ
る
「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
米
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
た
。
こ
の
連
携
は
、
「
農
地
・
水
・

環
境
保
全
向
上
対
策
」
と
県
の
農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
化
事
業
を
同
時
に
活
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
都
市
住
民
と
の
連
携
と
し
て
は
、
―

1
0
0
八
年
五
月
に
「
田
植
え
体
験
」
を
開
催
。
地
元
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

や
既
述
の

N
P
O
法
人
な
ど
を
通
じ
て
都
市
部
の
住
民
を
集
め
た
。
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「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」
の
発
足

さ
ら
に
都
市
住
民
と
の
交
流
を
広
げ
る
た
め
に
、
同
年
一

0
月
、
「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」
が
発
足
す
る
。
白

王
町
・
営
農
組
合
が
こ
れ
ま
で
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
き
た
団
体
や
都
市
住
民
に
呼
び
か
け
て
組
織
し
た
。
―
一
月
に
は
、

「
農
の
収
穫
感
謝
祭
i
n
G
O
N
N
A
」
と
銘
打
っ
た
、
一
般
市
民
を
集
め
て
の
収
穫
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
。
そ
の
後
も
田
植

え
、
水
田
へ
の
フ
ナ
の
放
流
、
権
座
を
囲
む
石
垣
の
補
修
、
稲
刈
り
な
ど
、
消
費
者
と
一
体
に
な
っ
た
活
動
が
継
続
し
て

い
る
。活

動
を
通
じ
て
権
座
に
お
け
る
農
の
営
み
は
、
一
般
の
消
費
者
を
農
地
保
全
の
当
事
者
と
し
て
位
摂
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。
従
来
、
農
地
は
農
業
集
落
が
保
持
し
て
き
た
生
産
資
源
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
価
値
は
時
代
と
と
も
に

低
下
し
、
か
わ
っ
て
環
境
資
源
と
し
て
の
価
値
が
再
認
識
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
環
境
資
源
の
享
受
者
で
あ
る
一
般
の

消
費
者
に
も
、
維
持
管
理
の
一
猟
を
担
っ
て
も
ら
う
た
め
の
仕
組
み
を
「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」
が
主
導
し
構

築
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

一
般
消
費
者
が
た
だ
維
持
管
理
を
分
担
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
活
動
の
核
と
な
っ
た
の
が
「
渡

船
」
と
い
う
酒
米
で
つ
く
ら
れ
た
清
酒
で
あ
っ
た
。

(6) 

渡
船
は
、
古
く
滋
賀
県
で
選
抜
さ
れ
た
酒
米
の
優
良
品
種
で
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
と

四
守
る
会
の
結
成
と
権
座
渡
船
。
フ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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写真 2 2008年開催の 「農の収穫感謝祭 inGONZA」（左 ．餅つき 石 ・和船体験）

こ
ろ
が
、
丈
が
高
く
病
虫
害
に
弱
い
た
め
、
農
業
産
業
化
の
な
か
で
淘
汰
さ
れ
た
。

そ
の
種
籾
が
県
農
業
試
験
場
で
発
見
さ
れ
、

二
0
0
四
年
か
ら
県
が
増
殖
を
開
始

し
て
い
た
。

二
0
0
八
年
、
権
座
で
行
わ
れ
た
「
田
植
え
体
験
」
イ
ベ
ン
ト
の
際
、
参
加
し

て
い
た
県
職
員
が
こ
の
品
種
の
こ
と
を
白
王
の
農
業
者
に
話
し
た
。
そ
の
場
で
、

「
船
で
渡
る
田
ん
ぽ
に

「
渡
船
」
と
い
う
品
種
は
え
え
」
と
盛
り
上
が
り
、
す
ぐ
に

苗
を
入
手
し
権
座
の
水
田
に
植
え
た
。

そ
の
秋
に
は
三
六
俵
を
収
穫
、
近
隣
の
酒
蔵
メ
ー
カ
ー
に
納
入
し
た
。
当
初
、

メ
ー
カ
ー
か
ら
は

「
酒
造
り
は
儲
け
が
出
な
い
」
の
で
「
利
益
目
的
な
ら
や
め
た

ほ
う
が
い
い
」
と
念
を
押
さ
れ
た
と
い
う
。
話
し
合
い
の
末
、
メ
ー
カ
ー
は
「
儲

け
る
の
で
は
な
く
、
権
座
を
守
る
活
動
と
し
て
」
で
あ
れ
ば
つ
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
商
品
化
に
こ
ぎ
着
け
た
。
酒
の
ラ
ベ
ル
に
は
、
西
の
湖
の
ヨ
シ
を
混
ぜ

た
和
紙
を
使
い
、
地
域
の
福
祉
作
業
施
設
で
手
漉
き
し
て
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
デ
ザ
イ
ン
は
、
造
形
作
家
が
西
の
湖
産
の
「
ヨ
シ
筆
」
で
描
い
た
。
二
0
-

0
年
か
ら
は
、
権
座
の
水
田
全
域
で
渡
船
を
栽
培
し
は
じ
め
て
い
る
。

消
酒
「
権
座
」
は
活
動
を
理
解
し
た

「
権
座

・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」
会
員

の
酒
販
店
で
販
売
が
は
じ
ま
っ
た
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
す
ぐ
に
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酒
の
評
判
も
あ
っ
て
、
「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」
の
会
貝
は
二

0
1
0
年
春
の
段
階
で
一
六

0
人
を
数
え
て

い
る
。
会
員
層
も
景
観
・
環
境
に
関
心
を
も
つ
人
、
琵
琶
湖
の
魚
に
関
心
を
も
つ
人
、
清
酒
の
愛
好
家
な
ど
裾
野
が
広
が

っ
て
い
る
。

補
助
制
度
の
積
極
的
な
利
用

さ
ら
に
、
渡
船
を
精
米
し
酒
を
仕
込
ん
だ
際
に
出
る
副
産
物
利
用
の
模
索
も
は
じ
ま
っ
た
。
糠
・
米
粉
・
酒
粕
を
利
用

し
、
地
元
特
産
品
の
北
ノ
庄
か
ぶ
（
北
ノ
庄
菜
）
、
黒
豆
、
近
江
牛
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
粕
漬
な
ど
の
新
商
品
を
開
発
し

、つ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
水
郷
資
源
の
地
域
内
完
全
有
効
活
用
（
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
を
め
ざ
す
」
と
し

こ
う
し
た
活
動
に
は
、
各
種
補
助
制
度
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
。
副
産
物
利
用
の
活
動
は
、
滋
賀
県
産
業
支
援
プ

ラ
ザ
に
よ
る
「
し
が
新
事
業
応
援
フ
ァ
ン
ド
」
に
応
募
し
四
五
万
円
の
助
成
金
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
個
別
な
活

動
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
北
ノ
庄
か
ぶ
は
、
二

0
0
九
年
度
に
県
農
政
水
産
部
が
「
重
点
素
材
」
と
し
て
生
産
を
推

進
し
、
近
江
八
幡
市
も
「
水
郷
野
菜
」
と
し
て
認
定
、
「
産
地
生
産
拡
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業
」
に
よ
っ
て
二

0
0
八

年
度
か
ら
栽
培
奨
励
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
二

0
1
0
年
度
に
は
、
商
工
会
議
所
の
「
地
域
資
源
00

全
国
展
開
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
事
業
」
と
し
て
白
王
町
が
補
助
を
受
け
て
い
る
。

黒
豆
も
減
反
補
償
の
な
か
で
の
高
付
加
価
値
化
を
模
索
し
た
結
果
、
た
ど
り
着
い
た
作
物
で
あ
る
。
転
作
の
大
麦
・
小

麦
が
採
算
割
れ
を
続
け
て
い
た
た
め
、
二

0
0
六
年
に
試
験
的
に
作
付
け
を
開
始
し
た
。
本
場
の
丹
波
ま
で
栽
培
法
を
学

品
薄
と
な
っ
た
。
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び
に
行
っ
た
が
栽
培
は
難
し
く
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
。
手
間
が
か
か
る
手
植
え
を
あ
え
て
行
い
発
芽
率
を
あ
げ
る

な
ど
努
力
し
‘
―

I
O
I
O
年
に
は
黒
字
化
に
こ
ぎ
着
け
た
。

行
政
側
の
施
策
に
積
極
的
に
対
応
し
、
個
別
の
活
動
を
関
連
づ
け
て
別
の
総
合
的
な
事
業
と
し
て
立
ち
上
げ
、
さ
ら
に

他
の
補
助
事
業
に
応
募
す
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
積
み
重
ね
が
白
王
の
活
動
を
支
え
て
い
る
。

行
政
施
策
に
寄
り
そ
っ
た
地
域
の
価
値
創
出

本
章
で
は
、
時
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
権
座
」
に
注
目
し
、
地
域
資
源
と
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
が
時
代

の
な
か
で
変
化
し
、
瓜
悶
史
を
組
み
替
え
て
い
っ
た
状
況
を
み
て
き
た
。

(
7
)
 

権
座
を
擁
す
る
白
王
町
の
取
り
組
み
は
、
現
在
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
評
価
を
受
け
て
き
た
。
一
見
、
白
王
町
は
豊
か

な
資
源
を
も
っ
て
い
る
ゆ
え
、
活
動
が
お
の
ず
と
成
功
し
て
い
る
と
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
農
地
の
ク
価
値
ク
を
組
み
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
生
産
最
重
視
か
ら
、
景
観
・
環
境
を
評
価
す

る
政
策
転
換
で
あ
っ
た
。
「
産
業
資
源
」
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
た
水
田
が
、
「
環
境
（
景
観
）
資
源
」
と
し
て
、
い
わ
ば

外
圧
的
に
新
た
な
価
値
を
生
成
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
政
策
の
裏
づ
け
を
し
て
も
、
権
座
の
よ
う
な
土
地
は
、
も
は
や
生
産
者
が
生
産
資
源
と
し
て
の
み

守
っ
て
い
く
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
環
境
資
源
の
享
受
者
で
あ
る
一
般
の
消
費
者
を
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
と
し
て
巻
き
込
み
な
が
ら
、
維
持
管
理
を
担
う
仕
組
み
と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
の
が
「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る

会
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
、
県
、
市
な
ど
の
政
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策
的
裏
づ
け
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
が
、
白
王
町
と

N
P
o
•

個
人
消
費
者
を
結
ぶ
活
動
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。

一
連
の
活
動
の
背
景
に
は
、
補
助
金
や
転
作
、
新
た
な
農
業
施
策
な
ど
、
従
来
の
行
政
依
存
型
の
農
業
の
路
線
を
ふ
ま

え
な
が
ら
、
社
会
環
境
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
す
る
集
落
の
姿
が
垣
間
見
え
る
。
白
玉
町
は
、
こ
れ
ま
で
干
拓
や
河
川
改

修
、
減
反
な
ど
大
規
模
な
政
策
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
き
た
集
落
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
の
施
策
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
新
た
な
地
域
の
価
値
を
社
会
関
係
を
組
み
上
げ
な
が
ら
実
体
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
の
生
産
を
継
続
可
能
に
す
る

方
向
性
の
模
索
が
、
権
座
を
め
ぐ
る
活
動
を
通
じ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

(
l
)

近
江
八
幡
市
総
合
政
策
部
政
策
推
進
課
『
近
江
八
幡
市
統
計
書
平
成
二
十
一
年
版
』
二

0
0
九
年
。

(
2
)

琵
琶
湖
湖
岸
に
は
「
内
湖
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
湖
が
点
在
す
る
。
内
湖
と
は
、
水
路
で
琵
琶
湖
と
つ
な
が
っ
て
い
る
池
沼
の
こ
と
で

あ
る
。
か
つ
て
は
多
数
存
在
し
、
最
大
の
内
湖
で
あ
っ
た
大
中
の
湖
は
、
一
―
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
広
さ
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
内

湖
は
多
く
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、
権
座
を
擁
す
る
西
の
湖
は
ニ
―
―
―
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
で
、
現
在
、
最
大
の
内
湖
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

(
3
)

こ
の
辺
り
は
、
京
す
だ
れ
の
原
料
と
な
る
高
級
な
「
弥
勒
ヨ
シ
」
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
白
王
に
隣
接
す
る
円
山
の
集
落
で
は
、

現
在
に
い
た
る
ま
で
ヨ
シ
加
工
業
が
盛
ん
で
、
大
規
模
な
業
者
も
存
在
し
て
い
る
。

(
4
)

こ
の
土
地
は
、
の
ち
に
県
有
地
と
な
っ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

(
5
)

フ
ナ
、
コ
イ
、
ナ
マ
ズ
な
ど
の
魚
は
産
卵
期
に
浅
瀬
（
水
田
な
ど
）
に
遡
上
し
、
産
卵
す
る
習
性
を
も
つ
。
稚
魚
は
外
敵
が
少
な
く
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
な
ど
の
餌
が
豊
富
な
環
境
で
成
長
し
た
後
、
琵
琶
湖
に
下
っ
て
ゆ
く
。

(
6
)

正
確
に
は
「
滋
賀
渡
船
六
号
」
と
い
う
品
種
で
あ
る
。

(
7
)

―
1
0
0
九
年
、
白
王
町
と
円
山
町
が
「
に
ほ
ん
の
里
一

0
0
選
」
（
朝
日
新
聞
社
と
森
林
文
化
協
会
）
に
選
定
。
同
年
、
「
世
代
を
つ
な

ぐ
農
村
ま
る
ご
と
保
全
向
上
対
策
」
（
滋
賀
県
）
滋
賀
県
知
事
賞
受
賞
。
二

0
1
0
年
、
白
王
町
集
落
営
農
組
合
が
「
豊
か
な
む
ら
づ
く
り
全
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国
表
彰
」
（
農
林
水
産
省
）
で
農
林
水
産
大
臣
賞
受
賞
。
同
年
、
白
王
町
鳩
の
会
が
「
農
村
計
画
学
会
賞
」
受
賞
な
ど
。
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〈
設
立
主
旨
〉

農
村
女
性
の
自
立
的
な
つ
な
が
り
を
目
指
し
、
田
舎

か
ら
都
会
へ
、
生
産
者
か
ら
消
費
者
ヘ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

届
け
、
未
来
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
健
康
と
安
全
な

食
と
農
の
環
境
を
守
り
維
持
す
る
た
め
に
、
地
域
を
越

え
て
つ
な
が
り
学
び
行
動
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

〈
設
立
の
き
っ
か
け
〉

一
九
八
七
年
三
月
、
福
井
県
坂
井
市
の
生
活
改
善
グ

ル
ー
プ
「
ス
カ
ン
ポ
」
の
メ
ン
バ
ー
―
二
人
の
女
性
が
、

暮
ら
し
の
あ
り
方
を
見
つ
め
、
よ
り
豊
か
な
農
業
農
村

の
生
活
を
実
現
す
る
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
農
業
研
修
に

出
か
け
ま
し
た
。
そ
の
顛
末
記
を
書
い
た
一
冊
の
本

『
我
ら
田
舎
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
』
（
山
崎
洋
子
著
、
お
け

ら
企
画
、
一
九
八
八
年
）
が
日
本
各
地
の
県
や
市
町
村

の
実
施
す
る
農
業
女
性
の
海
外
研
修
の
き
っ
か
け
と
な

り
、
農
村
の
女
性
た
ち
の
意
識
改
革
へ
の
刺
激
と
な
り

ま
し
た
。

一
九
九
二
年
、
お
米
の
自
由
化
で
、
日
本
農
業
の
崩

壊
に
危
惧
を
抱
い
た
農
業
女
性
た
ち
が
、
大
切
な
こ
と

を
口
に
出
し
て
伝
え
よ
う
と
、
二
五
名
の
実
行
委
員
を

中
心
に
「
こ
の
指
止
ま
れ
」
で
全
国
の
農
業
女
性
た
ち

に
呼
び
か
け
、
（
社
）
家
の
光
協
会
の
応
援
を
得
て
一

九
九
四
年
三
月
、
自
前
の
全
国
集
会
を
早
稲
田
大
学
で

開
催
。
こ
の
全
国
集
会
を
き
っ
か
け
に
田
舎
の
ヒ
ロ
イ

ン
わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
農

村
に
住
む
女
性
た
ち
が
精
神
的
経
済
的
に
自
立
し
、
家

や
地
域
社
会
の
な
か
で
発
信
し
行
動
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
初
期
の
目
的
は
、
会
を
重
ね
る
ご
と
に
互
い

に
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
え
学
び
合
い
、
経
済
的
な
自
立
を
は

じ
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
家
野
菜
の
漬

け
物
や
味
噌
づ
く
り
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
の
食

肉
加
工
、
チ
ー
ズ
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
製
造
、
仲
間
た

ち
と
大
豆
を
生
産
し
豆
腐
店
を
。
産
直
、
直
売
、
農
家

レ
ス
ト
ラ
ン
、
農
家
民
宿
、
子
ど
も
た
ち
の
農
業
体
験

教
室
な
ど
。
農
業
を
基
盤
と
し
て
生
き
て
い
く
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
進
み
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国
集
会
の

夢
語
り
で
夢
を
実
現
し
た
田
辺
客
子
さ
ん
に
刺
激
を
受

け
、
市
会
議
員
や
町
会
議
員
、
農
業
委
員
や
教
育
委
員
、

社
会
福
祉
委
員
な
ど
地
域
社
会
で
活
躍
す
る
女
性
が
増

え
て
い
ま
す
。
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二
0
0
三
年
一
月
、

N
P
O
法
人
田
舎
の
ヒ
ロ
イ
ン

わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
立
し
ま
し
た
。

〈
活
動
内
容
と
し
て
〉

＊
生
産
者
と
企
業
と
消
費
者
を
結
び
、
日
本
の
食
の
あ

り
方
を
問
う
雪
印
一

0
0
株
運
動
。
二

0
0
0
年
雪

印
乳
業
の
食
中
毒
事
件
で
、
不
買
運
動
で
企
業
を
つ

ぶ
す
の
で
は
な
く
、
生
産
者
の
視
点
か
ら
雪
印
乳
業

を
監
視
し
優
良
企
業
と
し
て
立
ち
直
っ
て
も
ら
う
た

め
に
一

0
0
株
運
動
を
呼
び
か
け
る
。
一
人
一

0
0

株
、
一

0
人
で
一

0
0
0
株
を
購
入
し
、
代
表
が
株

主
総
会
に
出
席
す
る
。
牛
乳
を
中
心
と
し
た
酪
農
や

企
業
の
あ
り
方
、
役
員
に
女
性
の
参
画
な
ど
を
提
案
。

社
員
の
農
業
体
験
の
受
け
入
れ
や
生
産
者
と
企
業
と

消
費
者
を
結
ぶ
対
話
会
な
ど
を
実
施
。
そ
の
後
、
記

録
集
『
雪
印

l
o
o株
運
動
1

起
業
の
原
点
・
企

業
の
責
任
』
（
や
ま
ざ
き
よ
う
こ
他
著
、
創
森
社
、
ニ

0
0
四
年
）
を
出
版
。
牛
乳
、
乳
製
品
を
通
し
て
、

農
業
や
企
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
運
動
は
日
本
の
食

の
あ
り
方
ヘ
一
石
を
投
じ
、
生
産
者
と
企
業
と
消
費

者
を
結
び
、
安
全
安
心
な
食
と
農
の
あ
り
方
を
見
直

す
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

*―

1
0
0
五
年
よ
り
こ
ど
も
夢
基
金
の
助
成
を
受
け
、

「
い
の
ち
と
食
べ
物
の
学
校
・
わ
く
わ
く
子
供
熟
」

を
開
催
。
「
生
き
る
力
を
育
む
」
を
テ
ー
マ
に
小
中

学
生
を
対
象
に
毎
年
―
一
泊
三

B
の
食
と
農
の
農
業
体

験
を
開
い
て
い
ま
す
。

＊
（
独
）
農
業
環
境
技
術
研
究
所
の
研
究
者
と
ヒ
ロ
イ

ン
の
メ
ン
バ
ー
が
生
産
現
場
か
ら
の
問
題
点
を
提
起

し
、
研
究
者
と
語
り
合
う
交
流
会
を
開
催
、
今
年
で

四
回

H
に
な
り
ま
す
。

＊
農
業
女
性
た
ち
の
情
報
交
換
と
勉
強
会
の
「
お
け
ら

塾
」
を
開
催
。
ヒ
ロ
イ
ン
通
信
発
行
。
企
業
と
学
生
、

生
産
者
と
消
費
者
を
結
び
、
ヒ
ロ
イ
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

を
提
唱
。
女
性
た
ち
の
取
り
組
み
を
取
材
記
録
し
て

い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
活
動
で
す
が
、
近
年
、
学
生
や
企
業

に
勤
め
る
若
者
た
ち
の
な
か
で
、
農
業
体
験
を
し
た
い

と
い
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
世
界
の
自
由
化
に
翻
弄

さ
れ
る
日
本
国
内
で
、
自
分
た
ち
の
住
む
地
域
社
会
へ

の
構
築
と
見
直
し
や
そ
の
た
め
の
情
報
交
換
が
必
要
で
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わくわく子供塾

す
。
都
会
と
田
舎
を
む
す
び
、
若
い
人
た
ち
と
農
業

・

牒
村
を
つ
な
ぐ
た
め
の
方
法
や
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ
た

め
、
農
あ
る
暮
ら
し
や
環
境
を
維
持
し
な
が
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
ど
う
生
き
る
の
か
。

N
P
0
田
舎
の
ヒ
ロ
イ

ン
わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
さ
ら
な
る
模
索
を
続

け
ま
す
。

（や
ま
ざ
き
よ
う
こ
）

おけら塾

第lI1部 食と 1塁の新しい局面 358 



食
と
農
の
「
乖
離
」
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
食
に
つ
い
て
さ
え
、
加
工
や
流
通
な
ど
そ
れ
と
関
連
す
る
い
ろ
い
ろ
な

機
能
が
分
離
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
し
、
政
策
の
側
面
で
も
表
示
や
衛
生
基
準
や
リ
ス
ク

評
価
な
ど
が
多
様
な
省
庁
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
常
生
活
で
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
不
都
合
が

生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
く
に
、
都
市
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、
食
は
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
や
ス
ー

パ
ー
で
簡
単
に
入
手
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
の
先
に
何
が
あ
る
の
か
を
想
像
す
る
、
あ
る
い
は
想
像
し
よ
う
と
い
う
誘
因
は

ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

だ
か
ら
巷
間
で
「
T
P
P
」
（
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
）
が
日
本
の
農
業
に
大
打
撃
を
与
え
る
と
か
、
ま
た
世

界
で
食
料
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
（
二

0
1
0
年
二
月
現
在
、
二

0
0
七
年
か
ら
0
八
年
に
か
け
て
の
食
料
・
資
源
価
格
高
騰
に

並
ぶ
水
準
に
上
昇
し
て
い
る
）
と
か
い
わ
れ
て
も
、
も
う
一
っ
現
実
感
や
切
迫
感
が
も
て
な
い
、
と
い
う
の
が
大
方
の
感
想

だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
関
心
の
対
象
に
さ
え
の
ぼ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

お

わ

り

に
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他
方
、
農
業
生
産
の
現
場
に
お
い
て
は
、
価
格
や
売
り
上
げ
に
関
心
が
集
中
し
、
食
べ
手
の
「
顔
」
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
、
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
自
由
貿
易
協
定
や

T
P
P
に
反
対
す
る
と
き
も
、
日
本

の
特
殊
性
を
声
高
に
語
る
だ
け
で
食
べ
手
の
理
屈
で
は
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

食
と
農
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
食
と
農
は
こ
の
よ
う
に
相
互
に
切
断
さ
れ
、
み
え
な
い

状
態
に
お
か
れ
て
い
て
、
大
変
不
幸
な
関
係
に
あ
る
。
国
内
で
さ
え
そ
う
だ
か
ら
、
枇
界
的
な
広
が
り
の
な
か
で
の
食
と

農
の
関
係
を
見
通
そ
う
と
い
う
視
線
は
大
変
微
弱
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
食
と
農
が
生
命
11

「
生
き
る
」
に
直
結
し
て
い

る
こ
と
が
自
覚
し
に
く
い
と
い
う
現
代
社
会
の
脆
弱
性
を
促
進
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
食
と
農
の
乖
離
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
、
多
く
の
議
論
は
、
消
費
者
の
農
へ
の
理
解
不
足

と
か
、
農
業
や
企
業
活
動
に
お
け
る
消
費
者
不
在
で
あ
る
と
か
の
結
論
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
こ
か
ら
、

食
の
側
を
も
っ
と
「
日
本
」
の
罠
に
引
き
つ
け
て
、
輸
入
農
産
物
の
危
険
性
と
国
産
の
安
全
性
を
過
剰
に
強
調
し
な
が
ら
、

で
き
る
な
ら
ば
「
食
料
自
給
率
」
の
向
上
に
結
び
つ
け
よ
う
と
の
狙
い
が
透
け
て
み
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
地

産
地
消
や
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
こ
う
い
っ
た
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
食
と
農
と
の
つ
な
が
り
は
「
国
産
」
偏
厘
や
「
自
給
率
」
に
収
敏
し
て
し
ま
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
「
国
産
」
問
題
や
「
自
給
問
題
」
に
狭
め
て
し
ま
う
と
、
食
と
農
の
多
様
な
つ
な
が
り
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
、
そ
れ

を
と
り
ま
く
全
体
像
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
日
本
の
食
と
農
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
現
実
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
さ
な
か

に
あ
る
。
そ
の
舞
台
の
な
か
で
、
遺
伝
子
組
換
え
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
開
発
が
あ
り
、
農
業
を
支
え
る
低
賃
金
労
働
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編
者
の
池
上
と
原
山
、
執
筆
者
の
岩
崎
と
藤
原
は
‘
―

1
0
0
八
年
に
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
か
ら
『
食
の
共
同
休
ー
動
員

＊
 

が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
背
景
に
安
価
で
供
給
さ
れ
る
食
品
が
あ
り
、
安
さ
を
求
め
る
け
っ
し
て
豊
か
で
は
な
い
多
数
の
消
費

者
が
い
る
。
食
と
農
の
つ
な
が
り
は
、
そ
の
よ
う
な
も
っ
と
多
様
で
多
重
的
な
意
味
の
な
か
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、

現
実
的
な
力
を
も
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
ま
ず
は
食
と
農
を
め
ぐ
る
諸
関
係
（
つ
な
が
り
）
を
徹
底
的
に
洗
い
出
す

こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
と
農
に
絡
む
意
外
な
「
発
見
」
と
お
も
し
ろ
さ
11

意
味
づ
け
を
導
き
出
し

た
い
と
考
え
た
。
発
見
や
意
味
づ
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
び
と
は
、
自
分
が
ど
う
考
え
、
ど
う
行
動
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
書
は
農
と
食
の
問
題
に
何
ら
か
の
関
心
を
抱
く
初
学
者
に
対
し

て
、
み
ず
か
ら
考
え
る
た
め
の
視
座
と
素
材
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
総
合
的
な
入
門
テ
キ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

食
と
農
を
め
ぐ
る
諸
関
係
（
つ
な
が
り
）
は
ほ
ん
と
う
に
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
す
ぐ
連

想
す
る
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
川
上
・
川
下
の
チ
ェ
ー
ン
だ
け
で
は
な
く
、
空
間
的
な
つ
な
が
り
が
も
た

ら
す
諸
問
題
や
多
元
的
な
意
味
、
歴
史
的
・
時
間
的
な
意
味
連
関
、
要
素
市
場
を
め
ぐ
る
諸
関
係
、
諸
々
の
主
体
間
の
関

係
な
ど
実
に
多
元
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部

に
す
ぎ
な
い
。
本
書
で
取
り
上
げ
た
ト
ピ
ッ
ク
を
参
考
に
、
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
な
り
の
つ
な
が
り
を
「
発
見
」
し
、

そ
の
意
味
を
考
え
て
ほ
し
い
。
本
書
が
そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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本
書
の
編
集
が
最
終
段
階
に
さ
し
か
か
っ
た
二

0
1
―
年
三
月
―
一
日
、
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」
（
東
日
本
大
震

災
）
が
発
生
し
た
。
こ
の
未
曾
有
の
大
災
害
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
態
は
、
「
被
害
」
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
悲
惨

で
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。
い
ま
だ
、
全
体
像
が
み
え
な
い
ほ
ど
の
災
禍
に
見
舞
わ
れ
た
方
々
に
、
心
か
ら
の
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
亡
く
な
っ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
。

こ
の
震
災
に
よ
り
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
き
わ
め
て
深
刻
な
事
故
が
発
生
し
た
。
こ
れ
が
今
後
ど
の
よ
う
に
推

移
し
て
い
く
の
か
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
い
ま
の
時
点
で
、
ま
っ
た
く
見
通
し
が
立
た
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
い
え
る

＊
 

か
ら
連
帯
へ
』
を
上
梓
し
た
。
そ
こ
で
は
食
の
共
同
体
の
歴
史
的
現
実
と
可
能
性
を
議
論
し
、
「
胃
袋
の
連
帯
」
へ
の
希
望

を
語
っ
た
。
本
書
は
「
胃
袋
の
連
帯
」
に
い
た
る
た
め
の
前
提
的
作
業
で
あ
る
。
本
書
で
は
‘
―
つ
の
象
徴
的
な
ト
ピ
ッ

ク
が
時
間
・
空
間
・
主
体
の
交
差
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
い
、
そ
の
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
生
ま
れ
て
く

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
次
に
は
食
と
農
を
意
識
的
に
再
統
合

（
連
帯
）
す
る
た
め
の
論
理
と
実
践
可
能
性
を
提
起
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

食
と
農
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
し
、
農
業
経
済
学
や
食
料
経
済
学
の
テ
キ
ス
ト
も
た
く
さ

ん
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
は
、
そ
う
し
た
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
と
は
だ
い
ぶ
趣
の
異
な
る
ス
タ
ン
ス
に
立
ち
、

ふ
つ
う
に
は
な
か
な
か
想
像
し
に
く
い
現
実
の
つ
な
が
り
を
極
力
あ
ぶ
り
だ
し
て
き
た
。
こ
こ
に
本
書
の
こ
だ
わ
り
と
意

味
が
あ
る
。
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の
は
、
原
子
力
発
電
所
が
都
市
部
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
多
く
が
そ
の

問
題
性
を
忘
却
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ま
さ
に
、
放
射
性
物
質
や
放
射
線
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
の
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
現
実
の
問
題
と
し
て
気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
人
口
密
度
の
低
い
地
域
に
リ
ス

ク
を
負
わ
せ
て
間
題
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
き
た
現
代
日
本
の
思
考
様
式
と
、
高
リ
ス
ク
を
承
知
し
て
い
て
も
そ
れ
に
依

存
し
な
い
と
成
り
立
た
な
い
と
い
う
状
況
に
地
域
社
会
を
追
い
込
ん
で
き
た
「
経
済
的
合
理
性
」
の
魔
力
が
介
在
し
て
い

る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
「
想
定
外
」
の
出
来
事
が
起
こ
る
と
、
そ
の
リ
ス
ク
は
当
該
地
域
を
苦
難
に
陥
れ
る
と
同
時
に
、

ブ
ー
メ
ラ
ン
の
ご
と
く
都
市
部
に
住
む
人
び
と
に
も
襲
い
か
か
る
。
さ
ら
に
国
境
を
越
え
た
は
る
か
彼
方
ま
で
も
が
放
射

性
物
質
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
も
起
こ
り
う
る
だ
ろ
う
。

食
と
農
は
、
人
間
の
生
存
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
そ
れ
自
体
が
人
体
に
直
接
的
か
つ

深
刻
な
被
害
を
及
ぽ
す
ば
か
り
で
な
く
、
食
べ
物
や
水
の
汚
染
を
通
じ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
蝕
ん
で
い
く
。
食
と
農
に
と

っ
て
ま
さ
し
く
「
想
定
外
」
の
こ
の
事
態
を
前
に
、
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
あ
ら
た
め
て
、
現
代
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
め
ぐ
る
真
摯
な
問
い
匝
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
環
境
」
や
「
健
康
」
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
言
葉
遣
い
で
は
十

分
に
す
く
い
き
れ
な
い
、
重
い
課
題
で
あ
る
。

本
書
で
取
り
上
げ
た
食
と
農
の
「
日
常
」
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
こ
れ
に
童
ね
る
か
た
ち
で
、
人
間
の
生
存
を
め
ぐ
る
根

源
的
な
間
い
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
考
え
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。
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執
筆
者
を
代
表
し
て

池
上
甲
一

原
山
浩
介

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
再
び
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
の
酒
井
敏
行
氏
に
一
方
な
ら
ぬ
お
枇
話
に
な
っ
た
。
最
後
に
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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［資料］データからみる日本の農業のすがた

1 総合食料自給率

2 農産物の生産と需給

2 -1 品H別の自給率

2-2 農産物作付面積

2-3 穀物需給

2-4 コメの供給と輸出入

2 -5 果実の生産量・輸入祉•国民一人当たり摂取量

3 農家と農地

3 -1 専業／兼業農家数

3 -2 耕地面積

3 -3 人ロ・農家当たりの耕地と田

3-4 用途別農地転用面積

3 -5 耕作放棄地の推移

4 畜産

4-l 畜産物の自給率

4 -2 肉類供給量と濃厚飼料自給率

4 -3 飼料供給量と飼料自給率

4 -4 規模別肉牛飼養戸数

4-5 肉用牛飼蓑戸・頭数および動力耕転機台数

4 -6 乳用牛飼蓑戸・頭数
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総合食料自給率 (1960~2009年）
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注） 2009年の値は概算

出所）『食科需給表』より作成。

【解説】

日本でしばしば用いられる食料自給率は、供給熱籠（カロリー）ベースの総合自給率であ

る。これは、最低限の生命維持のために必要となる食料の量に着目した算定である。この数

値は 1960年以来、ほぼ一貫して低下を続け、最近では 40％前後の数値に落ち着いている。

なお、 1993年の落ち込みは、大幅なコメ不足が発生したことによる。

これに対して、金額ベースの自給率の落ち込みは比較的緩やかである。これは、国産農産

物が輸入したものより高価格であること、カロリーは低いものの自給率は麻い野菜などが反

映されやすいことによる。

II ［資料】データからみる日本の農業のすがた



2 農産物の生産と需給

2 - 1 品目別の自給率 (1960~2008年）
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出所）『食料需給表』より作成a

［解説I
穀類のなかではコメが例外的に高い自給半を保っている。これは 1994年までは食糧竹理

法によって流通や価格が、政府によって秤理され続けてきたこと，その後も食糧法のもとで、

輸入が抑制されていることによる{)他）Jで、友類、そして狭義には穀類ではない豆類など、

それ以外の品1iの落ち込みがいちじるしく、雑穀にいたっては 1976年以来、統計上は自給率

ゼロが続いている（，これは、戦後の農業政策か、いちじるしくコメを偏侑したものであった

ことを如実にポしている。

野菜は、 ド落傾向にあるものの、比較的翡い自給率で推移している これに対して、果実

は、輸人目由化が次第に進んだことなどからド落のペースが加速している。

［資料lデータからみる H本の農業のすがた III 



2-2 農作物作付面積 (1941~2008年）

（千ha)
3,500 

3、000

2,500 

1.500 

1,000 

500 

゜1941 50 60 70 80 90 2000 08 
一稲ー麦類．．．．．．，豆類 野菜ーー果樹一ー雑穀——その他

出所）「農林省統叶表』、『耕地及び作付面積統計』より作成

注 l) 稲は水陸稲（子実用）合計面積である。

2) 女類は 1955年までは 5友、 1956年以降は 6麦 (f実用）の合計面積である。ただし、 1996

-2003年は打刈り用などを含む総数である。

3) 雑穀および＼i類は乾燥f•実（未成熟との兼用を含む）である。

4)野菜には、えんどう、そらまめ、大払いんげんおよびとうもろこしの未成熟を含む。ま

たばれいしょも含めた。

5) その他作物は、工芸作物、飼肥料作物、桑、花き、花木、種柑などである。

【解説l
戦時期、とりわけ 1942年から敗戦直後までの作付面積の減少がH立つ。

戦後の高度経済成長期には、麦類の作付面積の減少がH立つ。この背屈には、 1954ii-:、H

本とアメリカ合衆国のあいだで MSA協定が締結されたのを皮切りに輸人が増大したことが

ある。小友の輸入増加については、 2-3を参照。また、麦類・雑穀・豆類については、稲

作の裏作での作付けが行われなくなっていったことも影響している。

なお同じ時期に、果樹と野菜の作付面積が増えている。これは、生活にゆとりが牛まれた

ことによる食生活の多様化と、農業基本法のもとでの作1iの「選択的拡大」を背餓としてい

る。

1970-72年には、米の減反政策による作付面積の急激な減少がみられる。これ以降も、作

付面積の減少は統いている。また同じころから、野菜と果樹の栽培面積も減少傾向にある。

IV ［資料lデータからみる日本の牒業のすがた



2-3 穀物需給 (1878~2008年）
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大麦．裸麦の 1人1年当たり供給量 (kg) ―ー コメ総消費量
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゜

出所）「改訂日本塁業基礎統計J、「食料需給表Jより作成。

注） 1878-1956年は石単位を換n:。

【解説l
このグラフでは、日本の穀物曲給を、 1878-2008年という、長いスパンで示 している。コ

メの供給と消代は、敗戦前後の落ち込みを経て拡大していく 。そして 1959年を頂点に再度低

下し、日本人のコメ離れが進んでいく 。これは、コメの生産過剰と減反政策、そしてコメ価

格の下落の要因でもある。しかし、この下落した近年のコメの消1f拭は、実は 1910年ごろと

さほど変わらない。つまり、「H本人は背からコメばかり食べてきた」のではなく、むしろ多

くの人びとが毎日のようにコメを食べるという習恨が、近代化の過程で形成されてきたこと

がわかる。

また、戦後になって麦類の消牝批がいちじるしく増えているのも 、このグラフからわかるc

敗戦間もないころは、コメが不足しているなかでの 「代用食」という意味合いも強かったが、

l954年の MSA協定締結を契機にアメリカ合衆国からの輸入が増え、同時に食卓の洋風化も

進んだ結果、いまや食卓に欠かせない良産物にな っている。グラフからもわかるとおり、戦

後の麦類の消代増大は、翰入に支えられて伸ぴている。

ぽ 料】デー タからみる日本の農業のすがた ＞
 



2-4 コメの供給と輸出入 (1878~2007年）

（千t)
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゜2,000 

出所） 「改訂日本此業基礎統計」、「食料需給表」、櫻井誠 「米 その政策と運動 上」（股文協、

1989年）、「ミニマム ・アクセス米に関する報告掛」（塁水省 HP「食科―米と麦」

http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/soukatu/pdJ/ma_hokoku.pdf) より作成。

［解説l
ここでは、穀類のなかでも、とくにコメに注目して、供給批と貿易訊をまとめている。

1920年代から 30年代にかけては、植民地からの移入米への依存度が高まっている。つまり、

戦前期に増大したコメの消骰屈の一定部分は、植民地を含む日本列島の外での生産によって

賄われていたことがわかる。これが戦後になると、完全自給を目 指した生産力の向上が図ら

れ、 1960年代も終わりに近づくと、自給達成とコメあまりの時代が到来し、いくらかの輸出

も行われるようになる。

1993年のコメ不足を経て、 1995年からは、 GATTウルグアイ ・ラウンド交渉の合意にも

とづき、コメの「ミニマム・アクセス」がはじまる。これは、同交渉が 「例外なき関税化」を

目指したものであったこと、日本政府はその実施を延期したことの代償というかたちで、輸

入枠の設定を受け入れた。

そして 1999年からは、高額な関税を賦課したコメの輸入「自由化」がはじまる。その一方

で、コメの輸出もみられるようになり、構造としてはミニマム ・アクセス米を受け入れなが

らも余剰を海外にはき出すという、いささか倒錯した状況が生まれる。もっとも輸出面では、

プランド米が高級品として翰出されるという現象がみられ、いわぱ生命活動を維持するため

のカロリー源としてのコメと、高級商品としてのコメという、異なる局面が混在していると

もいえる。なお、ミニマム ・アクセスについては、定められた飛をすべて輸入しなければな

らないという義務をともなうものと理解されることがしばしばあるが、これはむしろ誤解で

あり、正しくは、定められた屈は低い関税で輸入するという取り決めにすぎないと考えられる。

また、 1993年の「平成米騒動」ともいわれるコメ不足は比較的よく知られているが、同程

度の生産屈の落ち込みは、その 10年後の 2003年にも起こっている。後者については、当時

のマス ・メディアなどで報じられはしたものの扱いは小さく、 93年のときと述って多くの人

ぴとがコメを求めて右往左往するということにはならなかった。その理由として、伽蓄紐や

流通形態などさまざまな相違を挙げることができるが、 2-3からもわかるとおり、コメの

消牧枇が 10年間で大幅に減少したことが大きく作用していると考えられる。

VI ［賓科］デー タからみる日本の農業のすがた



2-5 果実の生産量・輸入量・国民一人当たり摂取量 (1941~2008年）

（千 t) (g) 
8,000 250-—果実生産量

7,000 ——みかん生産量

6,000 
200 •••りんこ生産量

一果実輸入量
5,000 

150 
ーー柑橘類輸入量

4,000 
.. l人1日当たり

3,000 I 
• r¥'． L...J 100 摂取量

2,000 
50 

1,000 

0-h-n•「ifl l l l I I l l l i l I lii l n『ll -l l; I I I I I l l l l l l I l l I I l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l I O 

1941 50 60 70 80 90 2000 08（年）

／1＼所）『農林水産統計表』、「貿易統計］より作成。ただし摂取鼠については「国民栄養調:l'EJ
(http://www.nih.go.i p/ eike n/ chosa/kokumin_eiyou/）、「国民健康・栄養調登」 (http://

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html) を参照した＾

注 1) 果実はみかん、りんご、なつみかん、ネープルオレンジ、その他かんきつ、ぶどう、な

し、もも、すもも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、バナナ、パインアップル、キ

ウイフルーツである

2) 果実輸入量にはナッツ類、熱帯果実などが含まれる。また、加工食品（缶詰、ジュース

など）が生鮮換算で含まれる。

3)柑橘類輸人餓は、オレンジ、レモン・ライム、グレープフルーツの輸入量の合計である。

4)摂取贔にはりII［食品も含まれる。

［解説l
果実全体の生産量の増減は、摂取量と輸入最の増減と密接に関連している。とくに 1970年

代以降、翰人量の増加とともに生産量は減少している。

1961年に農業駐本法、果樹農業振興特別措置法公布され、果樹の選択的拡大によりみかん

の生廂量が大幅に増加する。

その後、 1984年にオレンジ果汁の輸人枠拡大． 1988年にはオレンジの輸入自由化が行われ

る。その間にみかんの生産駄は減少する。ただ、みかん生産量・果実牛産量の増減の波形は、

1人18当たりの果物摂取最と類似していることから、むしろ柑橘類輸入の影響よりも、消

費者の果物離れの影響のほうが大きいと考えられる，

［資料lデータからみる日本の農業のすがた VII 
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農家と農地

3-1  専業／兼業農家数 (1904~2005年）
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゜
一 第二種兼業農家

こコ兼業農家

＝第一種兼業農家

＝専業農家 一 総農家数

出所）「只林省統計表」、rn林業センサス累年統計苔Jより作成

注 I)1938年までは、第一種／第二種胤業関家の区別が行われていない。

2)第一種某業混家は店業を主とする森家、第二種某業店家は農業を従とする農家である。

ただし、第一種／第二種兼業伐家の細かい定義は、時期によ って異なっている。詳細は、

店業七ンサス累年統計行で確認できる。（http://www.e-stat.go.jp/SG l/estat/List.do7bid 

=000001012037 &cycode=O アドレスは 2011年3月現在）

3) 1 990 年以降は、総戻家数のうち、 「販~·m家」 に限って、専業 ・ 廉業の分類が行われるよ

うにな った。したがって 「販売只家」の総数は、専業農家と第一種／第二種兼業店家の

合計侑である。

［解説l
1941年までは、店家数、専業・兼業の割合が安定している。

戦後、しばらくは総塁家数は増加するが、 1960年をピークに減少に転じている。さらにこ

のピークと前後して、専業農家と第一種廉業農家の減少、第二種兼業農家の増加がはじまる。

2005年になると、総店家数はビーク時の三分の一程度にまで減少している。なお専業『¥求数

は、 1975年以降は安定した推移となっている。

VII! ［賓料］データからみる日本の店業のすがた



3 -2 

（干ha)
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総耕地面積ー一一耕地面積（田） 作付延べ面積ー一～耕地利用率

出所）『耕地及び作付面積統計』、『農林水産省統計表』より作成

注l)耕地利JI]率は、耕地面積に対する作付け延ぺ面積の割合であるくJ

2) 1979年以前の作付延べ面積には「その他作物」（化き、花木、種侑など）は含まないぐ

3) 1973年以前には沖縄を含まない。

4) 1949、51、53、54年については耕地面積データが欠如している。

［解説】

耕地面積、作付け延べ面積は 1955-60年ごろをピークに減少し続けている，耕地面積減少

の主な理由としては、高度経済成長期以降の宅地や［業用地への農地転用の増加、 1970年代

以降の耕作放棄地の増加がある c

耕地利用率は 1955年をピークに減少傾向に転じている。通年の作物である果樹類や飼肥

料作物の増加が、耕地利用率を下げた結果と考えられる。

また作付延べ面積の減少は、 こ毛作の減少によるところが大きい。

［資料】データからみる [1本の農業のすがた IX 



3-3 人ロ・ 農家当 たり の耕地と田 (1926~2005年）

人ロ・農家当たりの耕地と田

(ha) （千戸）
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---農家 1戸当たり耕地面積 ．．．．．．．． 農家 1戸当たり水田面積

出所）「塁林省統計表」「牒林水産省統計表」、「日本統計年鑑Jより作成。
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00 

注l)1945、48、56-59、69年度については店家戸数データ、 1949、51、53、54年度は耕地面

積•水田面積データが欠如している 。

2) 2006年以降については 「自給的製家」が統計から除外されるようになったため、農家 1

戸当たり耕地面積 •水田面積は打杜i不可能。

［解説】

悶家 l戸当たりの耕地面積は、戦時・戦後直後の減少を経て、 1950年代に回復・拡大して

いる。その後、 3-2からわかるように総耕地面積は減少したものの、農家数がそれ以上に

減少したため、 1戸当たりの耕地面積は 1960年代以降かえって増えており、この傾向は強ま

る領向にある。ただ l戸当たりの水田面積の伸ぴは、減反政策の影饗などから、耕地全体か

らみると鈍いものとな っている。なお、国民 1人当たりの耕地面積、水田の面和は、輸入股

産物への依存度が増したことで、いずれも減少する傾向にある。

x （資科）データからみる日本の混業のすがた



3-4 用途別農地転用面積 (1967~2008年）

（千ha)
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口植林•その他 その他の建物施設用地 ■エ・鉱業用地
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出所）「塁地の移動」、「農地の移動と転用Jより作成。

注 l)1971年以前は1:!林省牒地局 「1:!地の移動J、1972年以降は 「混地の移動と転用」より作

成。

2)「その他の施設用地」には、 主に此林漁業用施設、官公培病院等公共施設、麻業サービス

川地、レ ジャー用地、運輸通信業｝TJ建物施設などが含まれる

［解説l
窃度経済成長期には毎年かなりの1面積の煤地転川があった。ピークは 1974年で、その後、

低成長時代を迎えたこともあり、忍速に転用面積は減っていく 。1980年代後半から 90年代

初頭にかけては再度上昇に転じており、これはちょうどパプル経済期と重なっている。

期間全体として、住宅用地への転川而積が大きい。また、 1990年代後半に、 エ ・鉱業用地

への転用が急述に減少している。
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3-5 耕作放棄地の推移 （総農家）

(ha) 
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ロ沖縄 ■九州 □四国目中国 □近畿皿東海

■関東・束山 四北陸 □東北 ■北海道

出所）「1:;林業センサス累年統計杏Jより作成。

［解説l
耕作放棄地とは、農林業センサスにおいて、 「以前耕地であったもので、過去 1年以上作付

けせず、しかもこの数年の間に再ぴ耕作する考えのない土地」と定義されている。地域別に

みると束北、関東 ・東山、九州の増加が目 立ち、北海逍のみ減少傾向にある。ただ、 ll地の

総而積を考應すると、むしろ中国 ・四国において耕作放棄地の面積が大きいといえる。
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4 畜産

4 - 1 畜産物の自給率
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出所）『食料需給表』より作成。

［解説】

畜産物の自給率は、とりわけ肉類が 1980年代半ばから低下し続けているとはいえ、他の農

産物と比べるとさほど低くはない。しかし、飼料の自給率は低く、これを加味して畜産物の

自給率を算定すると、その値はいちじるしく低く、とくに肉類と鶏卵は 10％以ト-となってい

る。カロリー面だけをみれば、飼料を家畜に食べさせて肉などをつくっていることになり、

この過程でかなりのカロリーロスがあり、しかもその相当部分を国外からの輸入に依存して

いることがわかる。
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4-2  肉類供給量 (kg／人・年）と濃厚飼料自給率 (1930~ 2008年）

(kg) 

35 

30 

25 

15 

10 

5
 

2
0
0
8
 

2
0
0
5
 

2
0
0
2
 

1
9
9
9
 

1
9
9
6
 

1
9
9
3
 

1
9
9
0
 

1
9
8
7
 

1
9
8
4
 

1
9
8
1
 

1
9
7
8
 

1
9
7
5
 

1
9
7
2
 

1
9
6
9
 

1
9
6
6
 

1
9
6
3
 

1
9
6
0
 

1
9
5
7
 

1
9
5
4
 

1
9
5
5
 

1
9
4
8
 

ー

9
4
5

1
9
4
2
 

1
9
3
9
 

1
9
3
6
 

1
9
3
3
 

1
9
3
0
 

゜

（％） 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

゜
ー その他（主に馬肉）

一 濃厚飼料自給率（重

鯨肉 一 鶏肉一豚肉 牛肉

ベース） ．… 濃厚飼料自給率 (TONベース）

出所）梵は 「食科需給表」、「改訂日本此業基礎統計J、「i農匝飼料統計年報」およぴ 「飼料需給

表Jより作成。

注 l)肉類供給批については 1940-1945年はデータなし。

2) TDN:町消化投分総祉。1960年代以降、飼料輸入の中心が原料から製品へと変わったこ

とを受けて、統計の取り方が変化した。

［解説】

戦前の肉類供給の構成比はおおむね、牛肉 35-50%、豚肉 20-35%、鯨肉 10-15％、珀肉

10％前後で牛肉が主であった。敗戦直後の数値をみると、肉類供給の総屈は落ち込んでおり、

戦前水準 （ピー クは 1939年の 2.4kg)への回復は 1953年になってからである。この回復は、

鯨肉供給の増加による部分が大きかった。

そして 1960年代～70年代にかけて、肉類の供給は急拡大する (60年5kg→ 70年 13.4kg 

→ 80年22.3kg)。この拡大は豚肉、紐いて珀肉によ って支えられた。また、この急拡大と交

差する格好で、飼科自給率は急速に低下している。
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4-3 飼料供給量と飼料自給率 (1963~2009年）

(TON千t)
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- 総合飼料自給率 一 粗飼料自給率◇濃厚飼料自給率

/II所）「濃1且飼料統計年報J(1963 ・ 64)、「飼料需給表J(I 965~)より作成。

注 I)1984年以前は粗飼料の輸人・ 国産別統計はなし。翰人飼料はすべて濃原飼料とされてい

る。

［解説l
1960年代前半から 80年代中葉にかけて、 4-2にみられるような肉類供給の拡大と並行

して、濃匝飼料輸人が急増している。ただし、 4-1からわかるように、 1980年代半ばから

肉類の自給率が、 1991年の牛肉輸入自由化をはさんで減少を紐けており、 これと連動しなが

ら浪収飼料翰入も減少傾向にある。その一方で、国内の粗飼料生産拭と濃／耳飼料原料生産

は、いずれも肉類供給屈の変化にかかわらず横ばいである。
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4 -4 規模別肉牛飼養戸数

雷）
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7777788888999990000  
135791357913579 1 357  
■50～頭 □20-49頭 ■10-19頭図 5~9頭口 l~4頭

出所）「畜産統計Jより作成。

注 I)68年以前は規桟別データなし。

2) 1979、1980、1990、1995、2005年は1此林菜センサス調査年のため、 データなし。

［解説l
1960年代に、関業の機械化の影響を受けて、役牛を飼養する屈家が減少した。他方で、肉

牛専業の経営体が増加した。この結呆、 70年代前半に、牛を飼養する 戸数が怨減し、これに

かわって、飼養頭数の多い肉牛専業経営体が増加した。これ以後は一11して、飼投戸数減少

と大規模化が並行して進んでいる。
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4-5 肉用牛飼養戸・頭数および動力耕転機台数(1949~1975年は役肉牛）
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Ili所）『改訂日本農業基礎統計』、『農林省統計表』、『畜産統計jより作成。ただし動力耕転機台

数は『農業機械年鑑」より。

【解説】

このグラフは、動）J耕私機の普及に注Ilしながら、肉用牛の飼姜をみたものである。

1960年代後半までは、肉牛の飼養戸数と、全体の飼養頭数の動きは似た波形を示している。

この時期は、いわば役牛が肉牛にもなる、「役肉兼用期」といえる。この時期の飼姜）J数・頭

数のピークは 1956年 (231月戸 272万頭）である。

両者のバランスが崩れる時期と、動力耕転機の普及期は一致しており、グラフ 1．．では見事

な交差が示されている。そして 1960年代後半からは、飼養戸数と飼養頭数の動きは反比例し

はじめる。これは、規模の大きい畜産専業の経営体が増えたことを示しており、飼養される

牛ははじめから松j)1jとして育てられる「肉専/II牛期」ということができる。

その後、飼養巨数は一貫して減少傾向にある。

他方で、飼養頭数は 1994年 (297]j頭）をピークに減少・横ばい傾向にある。これは、牛

肉輸人自由化 (1991年）の影饗と考えられる。
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4 -6 乳用牛飼養戸・頭数
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出所）『改訂11本農業基礎統計』、『農林省統計表』、『畜産統計』より作成

［解説】

乳／ii牛の飼養頭数は 1949-1970年ごろまで＾貰して増加している。そして 1970年代に人

って頭打ちとなり、 1985年 (2ll}jリii）をピークに減少傾向に転じている。

飼養｝ゴ数のピークは 1962年であり、翌年からは減少を続けている（、頭数増加と戸数減少が

同時に起こるということは、つまりは経営の大規模化が進んだことを意味している C 3 -5 

と比較すると、乳牛飼蓑の経営大規模化は、肉IIl牛よりいくはじまったことがわかる c なお、

グラフからはわかりにくいが、平均飼養頭数が2.0頭に達したのは、肉Hi牛で 1%0年、乳Ill
牛で 1970年であり、その後はいずれも急速に増えている。

今日でも、経常の大規模化は、肉用牛より乳用牛で進んでいる..2008年現在、平均飼蓑頭

数は肉用牛 36頭に対し乳I/ij牛は 68頭であるい

資料作成＝中山大将、凸田裕介、野間万里 f、原1l1浩介
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ニシャ出版、 2004年）、『国際経済学』（共著、ナカニシャ出版、 1997年）、ほ

か。

〔担当〕コラム⑲）

飯田悠哉（いいだ・ゆうや）

京都大学大学院農学研究科修士課程

1986年生まれ。京都大学農学部卒業。生物資源経済学専攻。

（担当〕コラム⑰

やまざきようこ

NPO法人田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長

1948年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。『田舎のヒロインが時代を変え

る』（家の光協会、 2004年）、『雪印100株運動』（共著、創森杜、 2004年）、ほ

か。

〔担当〕コラム⑲



中山大将（なかやま・たいしょう）

京都大学大学院文学研究科 GCOE研究員

1980年生まれ。京都大学大学院農学研究科博＿l:後期課程修f。歴史社会

学・北東アジア移民社会史専攻。

〔担当〕資料 1、2-1、2-5、3-1、3-3

芦田裕介（あしだ・ゆうすけ）

京都大学大学院農学研究科博士後期課程

1984年生まれ。慶應義熟大学大学院社会学研究科修士課程修了。農村社会

学専攻。

〔担当〕資料2-2、2-5、3-2、3-4、3-5

野間万里子（のま・まりこ）

京都大学大学院農学研究科博七後期課程

1979年生まれ。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。食牛活史・畜産

史専攻。

〔担当〕資料2-3、2-4、4-2、4-3、4-4、4-5、4_6
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