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東

E
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

轡

。
第

wt 

O 

東
亜
食
糧
問
題
三
食
糧
慣
習

JA: 

，~者

求

一
般
に
食
組
問
題
と
い
ふ
場
合
、

そ
れ
は
食
糧
と
人
口
と
の
相
調
的
関
係
に
於
い
て
成
立
す
る
問
題
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
ゐ

る
。
食
糧
問
題
が
食
糧
と
人
口
と
の
相
謝
的
関
係
の
問
題
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
に
は
、
そ
れ
自
慢
と
し
て
何
等
誤
が
含
ま
れ
て
ゐ
悲

い
と
し
て
も
、
然
し
と
れ
だ
け
で
は
甚
だ
不
完
全
の
よ
う
で
あ
る
。
仮
に
と
の
定
義
を
草
純
に
解
揮
す
る
友
ら
ぽ
、
若
し
一
閣
の
人

口
増
加
の
趨
勢
と
食
糧
口
問
生
産
の
扶
況
と
の
間
に
調
和
が
取
れ
な
い
場
合
に
は
食
糧
問
題
は
愛
生
す
る
が
、
然
ら
ざ
る
と
き
は
存
在

し
・
な
い
と
と
与
な
る
で
あ
ら
う
。

と
と
ろ
が
現
賓
の
世
界
の
事
情
を
み
る
と
必
宇
し
も
さ
う
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
本
園
の
如
く
近

時
閣
内
農
業
の
衰
退
激
し
く
、
園
民
の
必
要
と
す
る
食
糧
品
の
凡
そ
牟
額
を
も
圏
内
生
産
に
て
供
給
す
る
力
が
な
く
、
主
食
糧
た
る

小
萎
に
至
つ
て
は
僅
か
に
需
要
量
の
五
分
の
一
し
か
圏
内
の
生
産
で
充
し
得
な
い
園
に
於
い
て
は
、

食
糧
問
題
が
閣
民
糧
食
の
不
足

問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

然
る
に
南
東
欧
の
大
抵
の
図
々
、

例
へ
ば
プ
ル
ガ
リ
ヤ
、

ル
1
7
=

ア、

ハ
ン
ガ
リ
ア
の
閥
、
身
或
は
ま
た
ア
メ
リ
カ
ム
口
衆
国
等
に
在
つ
て
は
、
圏
内
住
民
に
封
す
る
必
要
供
給
量
以
上
の
食
糧
ロ
聞
が
生
産

さ
れ
て
ゐ
る
に
拘
ら
宇
、

と
れ
ら
の
諾
園
に
於
い
て
も
依
然
と
し
て
食
糧
問
題
は
現
賢
に
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
問
題
は
か
L
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る
圏
内
食
糧
自
給
を
如
何
に
し
て
維
持
し
確
保
し
て
行
く
か
と
云
ふ
形
で
現
は
れ
て
ゐ
ヤ
従
っ
て
.
食
糧
問
題
は
、

現
責
に
は
草

に
人
口
と
食
糧
止
の
調
和
町
ち
需
給
の
闘
係
の
み
と
ら
歩
、

需
給
関
係
の
調
節
維
持
な
る
目
的
の
下
陀
食
糧
費
源
を
如
何
陀
し
て
保

護
レ
、
開
稜
レ
、
利
用
す
る
か
の
面
を
も
同
時
に
含
む
と
と
ろ
の
問
題
で
あ
る
が
、
然
し
か
L
る
も
の
止
し
て
の
食
樋
問
題
は
、

済
生
活
を
計
査
し
統
制
し
つ
L

一
固
定
の
生
活
目
的
を
責
現
せ
ん
と
す
る
意
志
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
じ
得
る
で
あ
ら
う
。

食
樋
問
題
が
養
ふ
べ
き
人
口
に
劃
す
る
食
糧
不
足
の
問
題
で
あ
り
、
之
を
人
口
の
例
に
つ
い
て
み
れ
ば
人
口
過
剰
の
問
題
と
し
て

現
は
れ
る
と
云
ふ
と
と
を
、
始
め
て
理
論
的
に
設
明
せ
ん
と
し
た
の
は
雪
口
ふ
ま
で
も
な
く
マ
ル
サ
ス
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
は
ア
メ
リ

カ
犬
陸
の
事
情
K
立
脚
し
て
、

人
口
は
一
一
十
五
年
間
K
倍
加
し
て
行
く
り
れ
ど
も
食
樋
生
産
は
僅
か
陀
算
術
級
数
的
忙
し
か
増
加
せ

十
、
そ
れ
故
に
食
組
不
足
は
不
可
也
的
た
自
然
法
則
で
あ
る
と
論
定
し

こ
の
論
定
に
基
い
て
食
糧
の
同
然
的
調
節
策
と
し
て
の
人

h

川
の
品
用
問
、
議
徳
川
抑
制
、
職
手
等
々
の
必
然
性
古
川
悦
唱
レ
た
。
彼
の
食
時
慨
問
題
が
か
く
同
然
的
現
貌
の
中
に
動
く
臼
然
法
則
の
研

究
陀
出
裂
し
て
，
自
然
必
然
の
詰
紺
呆
を
明
か
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、

そ
の
限
り
で
何
等
理
論
的
誤
謬
の
認
め
ら
る
べ
き
も
の
は

無
い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
従
来
と
の
設
に
劃
し
て
幾
多
の
批
判
が
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
諸
批
判
の
一
致
す
る
所
は
ほ
ピ
次
の

結
に
あ
る
と
見
て
差
支
へ
な
い
。
卸
ち
マ
ル
サ
ス
の
議
論
は
営
時
の
芙
圏
平
欧
洲
諾
園
の
資
情
を
基
礎
と
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
犬

樟
に
於
い
て
民
で
あ
り
、

又
か
な
り
切
迫
し
た
問
題
で
あ
っ
た
に
相
違
友
い
が
、
然
し
こ
れ
を
庚
く
世
界
的
陀
見
る
と
き
は
成
立
し

な
い
。
世
界
に
於
け
る
総
人
口
増
加
の
歩
合
よ
り
も
、
食
糧
生
産
の
進
度
が
念
速
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
未
開
地
方
が
新
た
に
開

ま
た
交
遇
運
輸
の
便
利
が
全
世
界
に
跨
っ
て
隅
A

ま
で
開
け
、

愛
せ
ら
れ
て
そ
と
に
盛
な
農
業
が
行
は
れ
、

そ
の
出
産
物
は
.

貨
も
格
段
に
低
廉
と
な
る
勢
を
迎
へ
る
に
従
っ
て
、
普
く
世
界
に
交
易
せ
ら
る
L
に
至
っ
か
か
ら
で
あ
る
、

と
言
ふ
の
で
あ
る
。

東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
潰
習

第

巻

ムノ、

第

批

ムノ、

経
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東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

i 
F、

第

抗

」ー
ノ、

れ
ら
の
諸
批
判
の
要
黙
は
二
見
明
ら
か
な
よ
う
陀
、
貧
糧
の
遁
不
足
欣
態
が
事
責
上
存
在
し
た
り
や
否
や
と
云
ふ
所
に
牽
き
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
.
ロ
ハ
そ
れ
だ
け
の
と
と
な
ら
マ
ル
サ
ス
の
理
論
と
五
十
歩
百
歩
の
差
が
あ
る
の
み
で
あ
ら
う
。
重
要
な
と
と
は
、
食
績

と
れ
を
如
何
な
る
立
場
で
捉
へ
る
か
と
一
式
ふ
と
と
で
あ
り
、
立
場
の
如
何
に
土
っ
て
問
題

の
過
不
口
且
欣
態
が
事
官
一
あ
る
と
し
て
も
、

。コ
性
慎一

は
自
ら
分
れ

く
る

一
八
世
紀
末
の
英
図
園
田
町
経
済
に
閣
同
比
之
民
間
問
題
が
存
在
し
た
L
し
一
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
営
時

〉

zE、詞噂
t〉

Nz句乞

J、占目是頃
KドH
1巴
正
コ
い
Rヘb
U日
凶
」
皇

ν三川
円
一
「
』d

主」と」-去口

t
叫耳予4剖
-hE
哨古μ
メ王占

ii;tiAAdU71JT1].
ド
品
↑
l
/
-
J
j
j
y
7
J
Fこ一」」併

か
1
A

る
閥
民
純
情
上
の
疾
忠
1
r
L

打
開
せ
ん
と
す
日
る
英
閥
民
間
四
阿

の
意
志
作
用
も
亦
存
在
し
て
ゐ
た
と
と
を
意
味
し
怠
け
れ
ば
な
ら
歩
、

事
費
ま
た
既
に
近
世
の
統
一
主
義
の
階
段
を
経
て
意
志
経
済

と
し
て
成
立
し
て
ゐ
た
営
時
の
・
芙
闘
園
民
経
済
は
、
意
識
的
に
食
慢
不
是
の
状
態
を
打
開
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
英
園

に
於
け
る
食
趨
問
題
の
解
決
は
マ
ル
サ
ス
の
論
定
し
た
と
と
ろ
と
は
凡
そ
趣
を
具
に
し
た
方
向
で
注
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
園
民
経
済

を
統
制
す
る
圃
家
の
意
志
を
前
提
と
し
注
い
で
は
、
間
単
左
る
食
糧
の
遁
不
足
と
い
ふ
自
然
現
象
は
存
在
し
得
て
も
.
園
民
食
糧
問
題

は
成
立
し
難
h
で
あ
ら
う
。

然
る
に
世
界
経
消
に
於
け
る
食
糧
問
題
に
在
つ
て
は
.

そ
の
性
質
は
之
と
全
く
具
る
。
国
民
食
糧
問
題
と
同
一
性
質
の
食
組
問
題

が
世
界
経
済
に
つ
い
て
も
成
立
す
る
な
ら
ば
.
そ
れ
に
は
先
づ
世
界
経
済
の
意
志
性
が
前
提
に
さ
れ
、
世
界
的
食
糧
の
生
産
と
令
配

に
闘
附
す
る
統
一
的
統
制
が
可
能
で
あ
る
と
と
が
先
づ
論
詮
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
然
る
に
マ
ル
サ
ス
の
『
人
口
論
』
が
稜
表
さ
れ
た
営

時
陀
於
い
て
は
、

世
界
経
済
の
意
志
性
が
問
題
と
な
る
所
か
.
世
界
経
済
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
ゐ
泣
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

と
で
は
世
界
的
規
模
に
於
け
る
食
糧
の
遁
不
足
紋
態
そ
の
も
の
に
就
て
す
ら
之
を
統
一
的
に
研
気
す
る
と
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ

た
。
園
民
経
済
と
は
全
く
別
個
の
系
統
と
秩
序
を
も
っ
線
檀
経
済
た
る
世
界
経
済
の
具
程
的
に
成
立
し
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
中
葉



B

で
あ
る
。
従
っ
て
と
の
時
期
以
後
始
め
て
世
界
的
食
糧
問
題
の
研
究
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
成
立
以
来
既
に
一
世
紀
に

垂
ん
と
す
る
と
の
世
界
経
済
も
、

今
日
に
於
い
て
も
向
ほ
自
然
経
済
の
域
を
股
せ
や
、

意
志
経
済
と
し
て
の
賓
を
具
へ
て
ゐ
友
い

か
ら
、
世
界
的
食
縄
問
題
と
園
民
食
栓
問
題
の
聞
に
は
大
き
は
性
質
的
相
濯
が
あ
る
。
先
述
の
如
く
闘
民
食
糧
問
題
の
研
究
に
闘
し

て
は
、

そ
れ
が
基
礎
理
論
に
関
す
る
研
究
と
共
に
賛
践
理
論
の
研
女
が
成
立
し
、
し
か
も
附
者
が
内
面
的
に
統
一
さ
れ
る
の
は
園
民

国
鰭
意
志
の
立
場
に
立
。
て
之
を
み
る
か
ら
陀
外
な
ら
ぬ
。
然
る
に
世
界
経
済
は
意
志
性
の
も
の
で
な
い
以
上
、
自
然
的
現
象
と
し

て
の
世
界
に
於
け
る
食
糧
の
過
不
是
状
態
や
一
方
の
過
剰
と
他
方
の
不
足
が
自
ら
調
和
せ
ん
と
す
る
世
界
的
規
模
の
食
糧
品
の
流
は

之
を
研
究
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、

左
い
。
世
界
経
済
を
博
成
す
る
各
閣
民
経
済
は
、 と

の
研
究
か
ら
直
ち
に
と
れ
が
諸
問
題
を
解
決
す
べ
き
賀
践
理
論
の
研
究
は
生
れ
て
京
市

今
日
殆
ん
ど
例
外
友
し
に
各
々
の
園
民
食
糧
問
題
に
閲
し
て
意
志
統
制
を
加
は
へ

て
ね
る
が
、
然
レ
世
界
経
済
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
同

そ
れ
は
唱
な
石
世
界
経
仰
の
自
然
の
軌
を
に
外
な
ら
ぬ
の
む
あ
る
。
要
す
る
に

食
糧
問
題
を
単
に
食
援
と
人
口
占
の
関
係
に
闘
す
る
理
論
的
研
究
の
問
題
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
凶
民
経
済
の
よ
か
ら
も
世
界

経
済
の
上
か
ら
も
可
能
で
あ
る
が
、
草
友
る
理
論
的
研
気
の
み
に
絡
ら
や
.

と
れ
が
問
題
の
解
決
を
注
す
ぺ
き
貴
践
的
研
気
を
も
同

時
に
含
ま
ね
ば
左
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

ぞ
れ
は
只
園
民
経
済
の
立
場
に
於
け
る
圏
民
食
局
問
題
と
し
て
成
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
繰
返
し
て
い
へ
ば
、
図
民
経
済
は
今
日
も
は
や
疑
も
な
く
園
民
圏
慢
の
統
一
意
志
即
ち
園
家
意
志
の
統
制
下
に
立
つ
線
樫
経
済

で
あ
り
、
園
家
意
志
が
総
煙
経
済
の
内
容
た
る
生
産
上
の
分
業
と
消
費
上
の
分
谷
を
統
制
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

と
L
で
は
園

民
食
糧
の
需
要
と
提
供
の
関
係
如
何
の
問
題
と
と
の
閥
係
を
如
何
に
す
べ
き
か
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
基
礎
理
論
の
問
題
と
費
践
理

論
の
問
題
は
謂
は
ピ
同
一
問
題
の
南
面
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

」 ーノ、

第

E焼

~ 
J、



東
草
食
糧
問
題
と
食
糧
恨
習

第
一
審

一
六
四

第
一
蹴

一
六
回

私
が
と
t
a

に
東
亜
食
糧
問
題
左
い
ふ
は
、
東
亜
を
一
位
と
せ
る
食
樋
生
産
が
一
種
と
し
て
の
人
口
を
果
じ
て
養
ふ
に
足
り
る
や
否

ゃ
を
研
変
針
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
最
初
か
ら
食
糧
の
自
給
性
確
保
を
目
標
と
す
る
食
槌
資
源
の
保
護
、
開
張
、
利
用
の
研

究
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
地
理
的
に
は
東
E
な
る
地
域
に
は
、
日
本
、
満
州
圏
、
支
那
ば
勿
論
、
内
外
南
洋
諸
閣
も
包
含
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
然
レ
い
ま
若
し
こ
れ
が
、

H
本
、
渦
洲
凶
、
支
那
等
の
個

h

ベ
の
民
協
的
領
域
が
山
却
に
集
合
し
て
成
れ
る
も
の
で
恋
る
な
ら
ば
、
切
で

と
K
は
日
本
の
闘
民
食
給
制
也
、
洲
訓
闘
の
樹
氏
合
同
叩
間
関
、
守
一
那
の
闘
民
主
判
明
間
闘
は
ヰ
ム
h
f

成
ヰ
し
う
る
で
あ
わ
り
が
、
京
虫
食
組
閣

問
題
た
る
一
つ
の
濁
立
し
た
問
題
の
成
立
す
る
徐
地
ほ
全
く
存
在
し
な
い
で
あ
ら
う
。
東
亜
食
短
問
題
と
い
ふ
限
り
、

そ
れ
は
既
に

、、

そ
乙
に
位
す
る
佃
A

の
園
民
経
済
を
包
含
し
つ

L
も
猶
ほ
と
れ
を
越
え
た
よ
り
高
失
の
線
程
経
済
を
珠
想
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
所

謂
東
亜
経
済
若
し
く
は
東
亜
庚
域
経
済
が
、
先
づ
穂
積
経
済
と
し
て
棺
倒
立
し
て
ゐ
る
と
と
が
必
要
前
提
で
あ
る
。
恰
か
も
園
民
経
済

が
個
別
的
な
私
経
済
の
集
合
で
は
な
く
、
園
民
圏
憶
が
主
憶
と
な
っ
て
営
む
綿
棒
経
済
で
あ
り
、
し
か
も
と
れ
が
園
民
闇
憾
の
意
志
を

も
っ
て
統
制
せ
ら
る
L
意
志
性
の
も
の
で
あ
る
が
故
同
園
民
食
糧
問
題
の
成
立
が
理
論
的
に
可
能
な
る
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
然

し
乍
ら
、

小
論
は
東
亜
瞭
域
経
済
の

Mm慢
性
と
意
志
併
に
つ
い
て
詳
論
す
る
と
止
を
任
務
と
し
て
は
ゐ
泣
い
。
そ
れ
は
何
れ
か
の
機

舎
に
ゆ
づ
り
た
い
町
従
っ
て
と
L

で
は
只
必
要
注
る
限
度
に
於
い
て

と
の
問
題
の
要
射
を
摘
記
す
る
に
と
日
ま
ら
ね
ば
な
ら
お
。

日
本
、
満
洲
圏
、

支
那
、
南
洋
は
自
然
地
理
的
に
ア
ジ
ヤ
大
陸
在
る
同
一
の
場
所
に
住
ん
で
を
り
、

し
か
も
各
』
の
間
の
本
間
的

距
離
も
時
間
的
距
離
も
近
代
交
通
通
信
機
関
の
護
建
に
よ
っ
て
愈
々
短
縮
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
住
民
は
白
色
人
種
に
謝
し
て
所
謂
資

色
人
種
在
る
一
群
を
形
成
し
て
ゐ
る
が
、
更
ら
に
ま
た
と
の
血
の
同
一
を
機
縁
止
し
て
ほ
Y
同
一
範
曜
に
属
す
る
文
化
を
有
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
家
族
に
つ
い
て
み
て
も
、

日
本
と
支
那
の
家
族
と
そ
の
遺
徳
K
は
幾
多
の
重
要
な
る
差
具
が
あ
る
と
し
て
も



然
し
と
れ
を
個
人
主
義
道
徳
の
上
に
立
つ
阿
洋
の
自
然
家
族
に
封
比
す
る
な
ら
ば
、

日
支
の
家
族
k-も
共
同
主
義
の
原
理
の
よ
に
基

か
く
の
如
く
地
縁
、
血
縁
、
文
化
の
三

同
の
紐
帯
に
よ
っ
て
生
命
的
に
結
合
す
べ
き
共
同
の
地
擦
を
奥
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
既
に
持
。
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
若
し
か

礎
付
け
ら
れ
た
複
合
家
扶
と
い
ふ
共
掲
の
特
色
を
も
っ
て
ゐ
る
。
東
亜
に
位
す
る
諸
園
民
は
、

L
る
共
同
礎
的
市
般
止
の
上
で
、

極
東
の
諸
国
民
間
曜
が
接
縄
し
、
連
絡
し
、

か
く
す
る
と
と
に
依
っ
て
最
早
や
脱
退
し
得
な
い
程
度

の
結
合
組
織
に
人
あ
と
き
、

と
h

に
と
れ
ら
の
諸
国
民
間
一
位
と
は
性
質
の
具
な
る
東
町
閣
際
関
樫
が
成
立
す
る
と
共
に
、

と
れ
ら
の

諸
園
足
国
特
は
そ
れ
が
侍
成
員
た
る
池
位
に
基
い
て
必
然
的
に
こ
の
結
合
組
織
四
四
の
支
配
を
ろ
け
る
に
亘
る
で
あ
ら
う
。
そ
レ
て
、

か
く
の
如
き
来
車
問
際
同
組
が
一
旦
成
立
す
れ
ば
.

と
の
経
済
生
活
の
組
織

そ
れ
が
主
慢
と
な
っ
て
経
桝
生
活
を
営
む
に
至
る
が
、

と
連
殺
に
一
だ
の
秩
序
が
具
よ
る
場
合
、
一
昔
々
は
乙
れ
を
和
し
て
東
亜
…
純
情
或
は
京
目
前
一
政
経
済
と
名
命
す
る
と
と
が
出
来
る
。
と

れ
ば
札
存

γ
五
二
つ
の
明
仰
い
げ

川
ち
凶
民
経
済
μ

人
も
世
田
作
仰
い
例
l
t
も
践
を
日
間
陀
「
る
と
と
ろ
の
鳩
山
路
M
H
併
で
め
る
。

然
ら
は
県
し
て
か
t
A

る
意
味
の
古
市
民
ぼ
域
経
済
は
存
在
す
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
存
在
す
る
と
み
る
。
世
界
経
消
が
自
由
主
義
の

原
則
の
ょ
に
運
営
さ
れ
、

そ
の
中
に
て
各
園
民
経
済
が
曲
り
な
り
に
も
猟
立
の
生
活
を
維
持
し
え
ら
る
L
時
代
に
於
い
て
は
、
岡
氏

閣
捜
と
も
闘
際
岡
山
躍
と
も
与
一
る
東
盟
蹴
際
間
慢
は
成
立
し
え
九
な
い
し
、
従
っ
て
ま
た
東
亜
経
済
又
は
烹
両
院
域
終
掛
川
も
樹
立
の
締
盟

経
済
と
は
成
り
難
い
。
と
の
時
代
に
於
い
て
は
、

地
縁
、

血
縁
‘
文
化
の
生
命
的
友
三
組
帯
を
も
ク
て
結
合
さ
れ
た
る
東
亜
共
同
程

は
、
た

r
輿
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
滞
在
的
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
世
界
経
済
が
そ
れ
自
縛
の
自
然
運
動
の
結
呆
‘
数
個
の

プ
ロ
ア
グ
経
済
に
割
分
さ
れ
、

そ
れ
が
や
が
て
贋
域
経
済
に
登
達
す
る
に
至
れ
ば
、

さ
き
に
は
口
ハ
滞
在
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
に

遁
ぎ
ぬ
東
琵
の
共
同
程
的
関
係
は
鯨
在
的
友
も
の
と
な
り
、

と
れ
を
地
幣
に
東
亜
園
際
開
曜
と
東
亜
賢
域
経
済
が
具
健
的
陀
成
立
す

東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
常
習

第
一
巻

第

E席

一
六
五

一
六
五
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東
草
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

一ムハ六

第
一
披

一
六
六

る
。
以
上
は
世
界
経
済
の
椀
射
に
立
ク
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
っ
て
着
眼
黙
を
園
民
経
済
の
上
に
置
く
去
ら
ば
、
輿
へ
ら

れ
た
も
の
と
し
て
事
賓
と
存
在
す
る
末
豆
諸
閣
の
共
同
程
的
関
係
が
幣
在
的
な
も
の
か
ら
鯨
在
的
訟
も
の
に
成
長
す
る
の
は
、
東
豆

諸
園
民
の
中
で
最
も
よ
く
自
覚
の
高
ま
っ
た
指
導
者
約
国
民
国
憾
の
努
力
の
結
果
で
あ
る
と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
ま
と
乙
に
、

市
山
酢
目
録
の
州
戦
役
か
ら
満
州
事
後
を
粧
て
今
次
の
支
部
事
同
盟
K
い
た
る
日
本
閥
波
止
日
開
放
の
努
力
は
、

か
く
の
ね
ぎ
自
覚
の
高
官

り
行
く
一
つ
一
つ
の
階
段
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
憲
味
に
於
い
て
、
東
亜
厨
域
経
済
を
貫
く
原
理
は
指
導
者
原
理
で

あ
り
、
そ
と
で
は
各
困
民
は
夫
々
具
る
地
位
と
職
能
に
於
い
て
会
躍
と
し
て
の
東
亜
を
構
成
す
る
か
ら
指
導
園
と
協
力
図
と
の
地
位

が
自
ら
定
ま
っ
て
く
る
。

日
本
を
指
導
者
闘
と
す
る
東
匝
園
際
問
慌
が
、
今
日
も
は
や
思
排
的
構
想
の
域
を
越
え
て
日
満
支
三
ヶ
園
の
間
に
現
存
す
る
の
は

事
震
で
あ
り
、

乙
の
関
慨
を
主
位
と
せ
る
東
豆
贋
域
経
済
が
存
在
す
る
や
否
や
の
事
官
、
認
定
に
関
す
る
争
は
既
に
問
題
モ
は
友
く
な

っ
て
ゐ
る
。
問
題
と
な
る
鮒
は
只
束
耳
慣
域
経
済
が
自
然
性
の
も
の
な
り
や
、
そ
れ
と
も
ま
た
意
志
性
の
も
の
か
に
闘
す
名
論
定
に
か

か
フ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
o
私
は
と
L

で
東
亜
車
問
域
経
済
の
性
格
を
定
型
的
に
一
示
す
が
た
め
巴
、
便
宜
上
之
を
園
民
経
済
並
に
園
際
経
桝

に
比
較
す
る
で
あ
ら
う
c

経
済
生
活
の
意
芯
性
と
い
ふ
場
合
の
意
志
は
、
園
民
圏
胞
の
意
志
或
は
園
際
問
憾
の
意
志
で

b
っ
て
、
そ
れ

以
外
に
別
に
経
済
生
活
そ
の
も
の
に
意
志
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

現
存
す
る
東
亜
凶
際
闇
躍
の
意
志
は
日
本
国
民
劇
髄
の
意
志

を
中
一
板
穏
と
し
て
満
洲
困
並
に
支
郊
の
附
図
民
間
間
程
の
意
志
の
聯
合
し
て
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
闇
躍
の
意
志
は
、

圏
障
に
於
け
る
固
有
の
共
同
居
に
飽
持
せ
ら
る
L
統
一
意
志
で
あ
り
、
園
民
圏
惇
は
先
天
的
左
存
在
で
あ
る
か
ら
、
園
口
周
囲
健
意
志

こ
の
基
本

も
亦
先
天
的
左
存
在
で
あ
り
、
不
可
後
の
も
の
で
あ
る
。

と
れ
に
劃
し
て
東
亜
圏
際
闇
程
の
意
志
は

日
満
支
の
三
国
家
が
失
々
そ 日

新健市IJの原理，昭和15年， P.272. 
白然経済と意志純理事， P.163. 
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の
自
四
四
性
を
土
〈
は
や
し
て
連
結
す
る
所
に
生
中
る
ム
口
成
意
志
で
あ
り
、

と
れ
を
構
成
す
る
各
閣
民
間
四
四
の
協
力
に
よ
り
て
始
め
て
後

動
す
る
に
遁
ぎ
な
い
。
一
般
的
に
み
て
関
際
闇
鵠
が
、
世
界
の
各
園
民
間
障
が
よ
り
よ
き
生
括
を
営
む
が
た
め
の
相
謝
的
必
要
に
迫
ら

れ
て
相
互
に
聯
結
す
る
と
と
に
よ
っ
て
生
ぜ
る
共
同
机
織
で
あ
り
、
従
っ
て
と
の
意
志
も
亦
諸
閣
民
の
聯
令
意
志
で
あ
る
と
云
ふ
騎

に
於
い
て
東
豆
凶
際
関
四
国
と
は
性
質
的
に
一
致
す
る
。
雨
者
は
と
の
世
間
に
於
い
て
か
く
一
致
す
る
と
は
い
で
然
し
一
般
の
園
際
圏

憶
を
し
て
成
立
可
能
な
ら
し
む
る
所
の
も
の
は
、
諸
闘
民
閣
慢
が
口
ハ
よ
り
よ
き
生
活
を
醤
ま
ん
と
し
て
聯
結
す
る
と
云
ふ
と
と
の
み

で
あ
っ
て
、

と
れ
以
外
に
何
ら
成
立
の
必
然
的
基
礎
は
存
在
し
な
い
に
拘
は
ら
や
、
東
亜
園
際
国
間
程
陀
在
つ
て
は
、

と
れ
以
外
に
な

ほ
と
れ
が
生
成
と
冊
以
出
肢
を
支
持
す
べ
き
生
命
的
な
三
同
の
紐
帯
が
あ
り
、

と
の
共
同
組
的
地
盤
の
上
に
鼠
く
根
を
捕
え
つ
け
て
ゐ

る
。
こ
の
差
出
共
に
も
と
づ
い
て
等
し
く
合
成
意
志
た
る
附
者
の
聞
に
も

一
方
に
於
け
る
結
合
関
係
の
組
放
性
と
他
方
に
於
け
る
緊

t
f
L
t
z
〉
J
r
E
げ
J
ご

語
"
に
J
L
官
1
f
H
2
3

乙
、
従
つ
一
℃
又
市
一
治
活
劉
に
損
m
仰の十字
4
h

也
生
や
る
陀
五
る
ο

今
日
の
閥
際
関
川
崎
が
ー
組
織
的
陀
極
め
て
地
殺
し

n

そ
の
意
志
に
令
裂
作
用
さ
へ
起
っ
て
ゐ
る
が
、
東
軍
関
際
期
間
躍
が
正
に
そ
の
反
封
の
状
態
に
在
る
は
、
主
と
し
て
右
の
如
き
原
因
に

上
る
の
で
あ
る
。
荒
立
凶
際
園
短
の
意
志
は
，
今
日
で
は
草
左
る
合
成
意
志
の
域
を
越
え
て
更
に
成
長
し
、
園
民
間
慢
の
統
一
意
志

に
殆
ん
ど
性
質
的
に
接
近
せ
ん
と
す
る
明
瞭
な
る
傾
向
を
さ
へ
示
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
日
浦
痢
閣
の
闘
際
闘
係
に
つ
い
て
見
よ
。
満

洲
建
闘
嘗
時
は
な
ほ
潜
在
的
で
あ
っ
た
満
洲
園
の
岡
慢
は

回
翠
訓
民
詩
書
と
昨
年
七
月
の

園
本
金
~
定
詔
童
日
の
漁
稜
陀
よ

先
の

っ
て
世
上
に
明
白
に
瀬
示
さ
れ
、
満
洲
園
は
日
本
と
同
様
に
神
命
君
主
園
家
た
る
と
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
長
く
も

天
照
大

紳
を
等
し
く
用
車
園
の
一
冗
紳
と
し
て
奉
把
ず
る
日
浦
柄
園
の
行
動
は
、
柄
園
家
が
夫
A

に
圏
家
の
白
程
性
を
有
し
た
が
ら
も
左
ほ
一
つ

の
も
の

L
行
動
の
如
く
に
な
っ
て
ゐ
る
。

東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
憤
習

第
一
巻

ノ、

七

第

~Jj~ 

七

作田博士，同上， P.139; 7) 



東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

一
六
八

第

E古

一
六
入

か
く
の
如
き
性
質
を
も
っ
東
軍
国
際
圏
悼
の
意
志
統
制
は
、

そ
の
経
済
生
活
の
上
に
も
明
瞭
に
表
は
れ
て
ゐ
る
。

日
浦
文
間
別
し

て
日
湘
一
刷
園
民
経
済
問
に
於
け
る
貿
易
、

投
費
、
労
働
力
の
移
動
の
如
き
、

も
は
や
何
れ
も
自
然
の
機
制
に
委
ね
ら
れ
た
自
然
現
象

と
み
る
と
と
は
出
来
令
、
共
同
目
的
を
賞
現
せ
ん
と
す
る
東
亙
閣
際
閣
躍
の
意
識
的
企
闘
で
あ
る
と
み
る
を
王
宮
と
す
る
。
目
下
誰

行
し
つ

k
b
る
日
湖
交
の
大
鋭
校
友
箆
初
生
産
力
の
開
設
の
如
き
、
或
は
淵
俳
閣
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
開
拓
民
政
策
の
如
き
、

.l"L 

ら
一
二
の
例
を
指
摘
す
る
だ
り
で
説
明
は
充
分
見

P
る
で
あ
ら
う
。
国
際
関
艇
の
紅
桝
生
活
上
陀
於
け
る
笈
芯
活
動
が
、
自
己
の
総

間
百
経
済
目
的
を
貫
現
す
る
た
め
の
も
の
で
泣
く
、
口
〈
諸
国
民
の
精
障
経
済
的
目
的
の
管
、
現
を
調
整
す
る
も
の
に
外
注
ら
歩
、
従
っ
て

盟
際
投
資
も
園
際
貿
易
も
園
際
的
勢
働
力
の
移
住
も
等
し
く
自
然
運
動
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
に
封
比
せ
ば
、
東
亜
由
開
城
粧
済
の
意
志

牲
は
飴
り
に
も
明
白
で
あ
ら
う
。

吾
A

は
先
に
東
亙
食
糧
問
題
怠
る
も
の
が
呆
し
て
成
立
し
う
る
や
の
問
に
設
し
て
設
に
到
っ
た
の
で
あ
る
が
、
東
京
臨
山
城
総
出
仰
が

右
に
簡
単
乍
ら
設
明
せ
る
如
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
限
り
、

日
浦
支
の
各
国
民
食
組
問
題
の
草
純
な
る
集
合
に
非
ざ
る
京
豆
食
績
間

題
の
研
気
も
亦
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
霊
ね
て
い
へ
ば
、

と
れ
ば
一
束
亙
に
於
け
る
一
倍
と
し
て
の
食
糧
の
生
産
と
消
費
の
按
分
に

闘
し
て
東
亙
園
際
関
惜
の
意
志
の
立
場
か
ら
統
一
的
に
研
究
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
卑
な
る
会
特
需
給
関
係
に
闘
す
る
理
論

的
研
矢
の
み
な
ら
ヂ
、

そ
れ
が
自
給
性
佐
保
を
目
標
止
せ
る
食
糧
資
源
の
保
設
、
開
褒
、

利
用
に
関
す
る
官
接
的
研
究
を
も
そ
の
任

務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
三
つ
の
研
気
の
同
時
的
成
立
ム
そ
の
内
面
的
統
一
は
、
東
豆
虜
域
経
済
の
意
志
性
に
よ
れ

J

て

の
み
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



さ
て
食
糧
は
種
々
の
標
準
か
ら
色
々
に
分
類
さ
れ
て
ゐ
る
。
管
養
皐
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
食
糧
は
三
大
別
さ
れ
て
、
繍
物
質
・

ピ
タ
ミ
ン
・
良
質
の
蛋
白
質
補
給
の
抗
病
性
食
物

q
s
z
n
z
z
早
急
)
と
、

エ
平
ル
ギ
l
補
給
の
非
抗
病
性
食
物

(
Z
O
口百円。

znZ40

司
。
。
且
}
と
な
る
。
前
者
は
何
億
病
・
壊
血
病
・
甲
放
腺
腫
・
硯
力
減
退
等
の
所
謂
栄
養
液
乏
症
や
身
憶
の
護
育
薄
弱
や
重
要
左
栄
養
要

棄
に
乏
し
い
穀
物
・
砂
糖
・
或
る
慢
の
脂
肪
の
如
き
専
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
食
物
か
ら
成
る
食
事
に
茶
一
因
す
る
所
の
不
健
康
状
態
等

を
防
ぐ
も
の
で
あ
り
、
通
常
牛
乳
・
乳
製
品
・
野
菜
・
田
市
賞
等
が
之
に
麗
じ
、
後
者
に
は
一
般
の
穀
類
。
肉
類
等
が
属
す
る
。
と
の

分
類
は
食
縄
問
給
率
の
内
容
を
判
定
す
る
如
き
場
合
に
可
成
り
犬
き
い
意
義
を
も
っ
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
白
給
率
が
比
較
的
低
度
で

も

園
民
の
食
糧
が
苦
カ
食
(
同
長

'zmF2口
問
)
に
移
れ
ば
大
量
の
食
相
慣
が
浮
び
上
り
、

自
給
事
は
一

O
O
%
以
上
に
た
る
で
あ
ら

う
が
、
然
し
と
の
一

O
O
%
の
向
給
率
は
決
し
て
内
容
の
豊
な
る
も
の
で
は
な
い
。

と
の
際
か
か
る
判
断
の
標
準
と
な
る
も
の
は
、
右

の
柴
養
略
的
立
場
K
立
て
る
食
慢
の
分
限
C
あ
る
。
然
し
乍
ら
と
の
分
類
ほ
ほ
仙
一
肌
巨
大
な
快
陥
が
一
円
二
d
u
o

万
六
た
食
畑
一
群
の
中
ヘ

抗
病
性
食
物
と
非
坑
病
性
食
物
と
の
同
厳
密
な
る
直
謝
線
を
引
く
と
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
の
紋
陥
を
補
ふ
も
の
は
，
全
国
岨

資
源
の
保
護
・
開
設
・
利
用
の
立
場
を
標
準
と
す
る
食
糧
の
介
類
で
あ
ら
う
。

と
の
分
煩
は
、
濁
り
京
の
故
防
附
を
補
ふ
に
と
立
ま
ら

示
、
食
糧
問
題
に
関
し
て
前
速
の
如
く
と
れ
が
需
給
関
係
と
自
給
性
の
二
面
を
同
時
に
科
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
立
場
を
と
る

と
き
に
は
、

よ
り
積
極
的
な
霊
要
性
を
も
っ
て
く
る
が
、

と
の
標
準
に
従
へ
ば
食
糧
は
、
農
産
食
悔
・
畜
産
食
慢
・
林
産
食
肉
岨
・
水

車
出
食
阻
慣
の
四
種
と
友
る
。
以
下
私
は
勿
論
後
者
の
分
類
を
採
用
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
右
四
種
の
凡
て
に
亙
っ
て
論
争
J

る

と
と
は
出
来
左
い
か
ら
、

主
と
し
て
農
産
食
岨
帽
を
中
心
に
論
を
準
む
る
で
あ
ら
う
。

と
ζ

ろ
で
、

い
ま
日
浦
支
の
東
E
諸
民
族
の
食
糧
慣
習
を
み
る
に
、

凡
て
の
生
活
費
の
中
で
占

先
づ
指
摘
す
べ
き
第
一
特
徴
は
、

東
草
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

九

第

抗

ノ、

九

Astor V， British Agriculture-t The Principles of Future Policy. 1938. 
p.252， 

1) 



東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第
一
巻

七
O 

第

耽

-七
C

hu
る
食
積
費
の
割
合
が
西
洋
諸
園
に
比
較
し
て
高
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
パ
ツ
グ
は
、
農
家
の
金
生
活
費
の
中
で
食
短
・
家
賃
・

其f也

39.1 

;Iê~，~ 衣服

9.5 

家賃

3.1 

食糧

42.8 

16.2 山37.3 5.3 58.9 

26.2 ~i .3 14.7 12.5 41.2 

本

那

国

抹
衆

日

支

令

了 56.? 
(回附削・)
.K1W三官合計

一・ー'一一ー一ーー」
Buck L， Chinese Farm Econmy. ~，3hanghai 

19oO， P.391 

10.3 33.0 

衣
服
・
光
熱
・
そ
の
他
の
夫
占
占
む
る
百
分
比
を
日
本
・
支
那
・
合
衆
図
・
了
抹
の
四
回
闘
に

つ
い
て
比
較
計
算
し
て
ゐ
る
が

と
の
表
を
み
て
も
、
食
組
費
が
東
洋
で
は
相
針
的
に
高
い

と
一
石
ふ
一
般
的
傾
向
を
伺
如
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
食
紐
費
の
も
つ
割
合
が
比
較

的
高
い
の
は
、
東
洋
の
他
民
が
あ
J

畳
一
の
力
ロ
い
ノ
l
配
時
取
レ

U

阻
コ
高
級
友
品
種
の
食
物
佐

掠
る
結
出
時
で
た
い
と
と
は
断
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
例
へ
ば
支
那
の
農
家
が
一
般
に
粗
食
に

甘
ん
じ
て
ゐ
る
と
と
は
周
知
の
と
と
で
あ
る
が

い
ま
支
那
農
家
の
成
年
男
子
宮
り
最
低
必

要
食
糧
量
を
二
、

八

O
O
カ
ロ
リ
ー
と
し
て
も
、

バ
ッ
グ
の
調
交
し
た
と
と
ろ
に
依
れ
ば
、

北
方
の
二
三
地
方
の
う
ち
一
一
地
方
ま
で
が
こ
の
最
低
棋
準
以
下
に
在
り
、

と
れ
ら
一
一
地

方
の
平
均
ム
廷
闘
惜
婦
取
量
は
僅
か
に
一
、

四
O
六
カ
ロ
ザ

1
陀
池
ぎ
友
い
。
凡
て
の
生
活
費
の

中
で
食
費
が
如
何
な
る
比
率
を
占
む
る
か
は
、
生
活
水
準
の
高
低
を
一
示
す
指
標
と
な
り
、

の
比
率
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
よ
り
多
く
の
金
額
を
生
活
を
生
甲
斐
あ
ら
し
む
る
他
の
生

活
口
聞
に
充
て
る
と
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
右
の
如
く
日
本
・
支
那
等
に
於
け
る
食
糧
費
比

葎
の
相
封
的
高
皮
は
、

そ
と
に
於
け
る
ニ
眠
生
指
標
準
の
低
位
と
共
に
食
組
内
本
の
貧
弱
さ
を
表
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

以
上

指
摘
し
た
如
き
第
一
の
特
徴
は
.
次
に
述
べ
る
で
あ
ら
う
所
の
第
二
以
下
の
時
間
特
徴
を
規
制
し
て
ゐ
る
。

第
二
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
東
毘
に
於
け
る
食
糧
の
根
幹
を
た
す
も
の
が
米
・
茶
・
繋
そ
の
他
の
穀
類
で
あ
る
と
一
玄
ふ こ

Buck L. Land Utilization in China， Shangh:ai 1937， P.409. 2) 



と
と
で
あ
る
。

い
ま
東
四
諸
民
族
と
比
較
す
る
に
.
東
E
諸
民
族
の
毅
一
叔
類
の
構
取
量
は
欧
米
の
凡
そ
二
倍
に
蛍
O
て
ゐ
る
に
封
じ

て
、
獣
肉
・
果
責
・
烏
卯
・
酪
農
製
品
・
脂
肪
・
砂
桝
等
の
消
費
量
は
極
め
て
少
い
。
穀
類
に
は
蛋
白
・
脂
肪
等
の
含
有
量
が
相
針

的
陀
少
い
か
ら
、
穀
類
を
主
要
食
と
す
る
場
合
に
は
必
要
量
の
蛋
白
・
脂
肪
を
揖
る
た
め
勢
ひ
そ
の
消
饗
量
を
増
さ
ね
ば
な
ら
泊
。

1綾類等ノ一年間l柄、費単位嘗品質量(蹄〉
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1) 

リ
ン
ド
ス
テ
ツ

l
vに
依
れ
ば
、

西
洋
人
の
一

日
揖
取
食
物
カ
ロ
リ
ー
平
均

0
0
0乃
室

二五、

odF乃
至
四
O

%
が

0
0
の
う
ち

動
物
性
食
物
よ
り
成
る
に
反
し
て
、
東
洋
一
で
は

そ
の
比
率
僅
か
に
五
百
河
叉
は
一
O
%
に
す
ぎ
た

ヱ之

岩佐
j::"~: 
陀

M ご

み-
~-l， 

ば

平
均
し
て

穀
燃
は
食
料
エ
ネ
ル
ギ
ー
構
取
量
の
六
恒
八

%
を
供
給
し
て
を
り

と
れ
に
豆
類
'
植
物
油

2) 

が
加
は
る
と
種
賞
今
一
慢
で
九
二
%
を
占
め
る
ト
し

fiii考

と
に
成
り
、

甘
煎
・
里
芋
の
如
き
読
菜
類
似
物

四
回

-
r
o
o
m
 

F
5
5
 
果
賞
及
び
砂
糖
も
亦
プ
%
で
あ
る
か
ら
、
時
間
り
の
僅
か
に

包五

古玉

畜
産
物
か
ら
且E
J¥、

ら
れ
る
と

と
L 
在ぞ
るの
O'f) 他

北読
京菜
のが

は
吏
ら
に
約
四
%
を
供
給
し

東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
悦
脅

勢
働
者
が
一
日
に
撮
取
す
る
み
-
蛋
白
質
の
う
ち
僅
か
に
豆

μ
又
は
一
O
%
が
動
物
性
の
も
の
で
あ
り
、

七

七

日
本
・
朝
鮮
・
ジ
ヤ
パ
・
北

第
一
巻

第

抗

Lindstedt H. Food Consumpt:ion Habits in the Fat' East; International 
Review of Agricu!ture 1931). P. 404E 
Buck， Land Utilization in Cbina PP.409， 401. 

3) 

4) 



東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
恨
脅

第
一
巻

七

第
一
政

七

，
部
印
度
で
は
と
の
比
率
大
程
一
O
%
乃
至
二
O
%
前
後
で
あ
る
が
、
然
し
揖
取
蛋
白
質
よ
り
も
吏
ら
に
頼
著
な
差
の
あ
る
の
は
脂
肪

で
あ
る
。
西
洋
で
は
一
日
の
脂
肪
掃
取
量
は
九
そ
一

0
0
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
極
東
で
は
平
均
僅
か
に
五

0
グ
ラ
ム
以

日
本
の
二

0
グ
ラ
ム
、
朝
鮮
・
ジ
ヤ
パ
の
一
五
グ
ラ
ム
以
下
を
、
ド
イ
ツ
の
一
O
九
グ
ラ
ム
〈
一
允
一
一
一
四
l

五
年
九
英
凶
の
一
四
八
グ
ラ
ム
(
一
九
一
ニ
同
年
)
等
と
剖
比
せ
よ
。

下
に
止
で
ま
っ
て
を
り
、

一
般
に
動
物
件
斐
自
の
柴
悲
一
が
棺
物
性
の
も
の
に
比
し
て
優
秀
な

と
と
は
慨
に
柴
山
代
劇
上
の

JM説
止
、
た
っ
て
ゐ
る
が
、
税
関
の
山
内
葬
邸
へ
の
料
航
は
日
本
忙
闘
し
て
款
の
恥
く

κ指
摘
し
て
を
ら
れ
る
。

我
闘
で
は
肉
類
の
消
費
は
凶
民
一
入
賞
に
換
算
す
れ
ば
僅
か
に
六
C
O
匁
徐
で
、
米
国
の
二
O
貫
に
比
較
す
れ
ば
三
十
円
?
の
一
に
過

ぎ
帝
y
.

ド
イ
ツ
の
十
七
分
一
に
相
賞
す
る
。
尤
も
日
本
人
は
魚
肉
を
多
量
に
消
費
す
る
が
、
然
し
と
れ
を
加
算
し
て
も
倒
ほ
一
入
賞

り
六
貫
五
百
匁
に
過
ぎ
な
い
。
更
ら
に
乱
・
卯
等
を
加
は
へ
て
一
日
一
人
営
の
動
物
件
蛋
白
質
の
量
を
計
算
す
れ
ば
約
一
二
瓦
で
、

み
-
苓
一
白
量
の
二
二
%
内
外
を
占
む
る
と
と
L
な
る
。
殴
米
で
は
捕
取
蛋
白
量
の
約
五
O
%
が
動
物
性
の
蛋
白
質
で
あ
る
に
比
較
す
れ

ば
貧
弱
極
ま
る
も
の
で
あ
る
u

か
〈
東
亜
に
於
け
る
食
糧
慣
習
の
第
二
の
特
徴
は
穀
訪
川
知
、
を
主
要
食
と
す
る
割
に
あ
る
が
、

然
し
そ
の
内
容
に
立
入
づ
て
み
れ

ば
、
日
本
・
満
洲
図
・
支
那
岨
一
寸
に
於
い
て
夫
A

大
な
る
差
異
が
存
在
す
る
。
日
本
に
於
け
る
食
糧
局
、

号
一
口
ふ
ま
で
も
な
く
米
を
主
と

し
、
褒
類
そ
の
他
の
雑
穀
を
従
止
し
て
ゐ
る
。

然
し
同
じ
日
本
内
地
に
於
い
て
も
、

萎
そ
の
他
の
雑
穀
類
の
消
費
量
に
封
す
る
米

消
費
量
の
比
率
は
、
都
舎
に
在
。
て
は
相
封
的
に
高
く
、

ま
た
都
曾
と
農
村
を
通
じ
て
下
屠
階
級
忙
至
る
ほ
ど
低
く
な
る
を
普
通
の

傾
向
と
し
て
ゐ
る
。
東
北
地
方
平
一
の
他
の
農
村
に
於
い
て
、
甘
茶
・
根
菜
類
或
は
雑
穀
の
消
費
が
金
食
績
の
殆
ん
ど
宇
を
占
め
て
ゐ

る
も
の
が
珍
ら
し
く
な
い
。
と
の
傾
向
は
朝
鮮
及
び
叢
湾
に
於
い
て
は
一
居
顕
著
と
在
る
。
例
へ
ば
朝
鮮
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
米
を

S
Fが
宇
ぶ
量
埠
&
長
官
せ

Lindstedt， ibid. P.405E. 
鈴木梅太郎，井上粂雄共事~，柴整讃本， PP.191-2. 

5) 
(i) 



主
要
食
と
す
る
は
都
市
の
中
流
階
級
以
上
と
農
村
の
上
流
階
級
の
極
め
て
少
数
の
も
の
に
留
る
の
で
あ
り
、
大
多
数
は
、
萎
類
・
粟

類
・
豆
萄
黍
類
を
主
要
食
と
し
て
ゐ
る
@

ま
た
地
域
的
に
言
へ
ば
、

京
畿
道
と
全
羅
北
道
で
は
米
を
主
と
し
て
委
を
副
と
し
て
を

担
、
慶
尚
南
北
道
・
忠
清
南
北
道
・
金
雑
南
道
で
は
米
安
相
半
し
、

江
原
道
は
米
・
姿
・
粟
の
順
位
‘
青
山
御
道
と
千
安
南
道
は
莱
を

主
と
し
て
米
を
副
と
し
、

子
安
北
道
・
威
鏡
南
北
道
は
莱
そ
の
他
の
雑
穀
を
主
と
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
如
く
大
慌
の
傾
向
と
し
て
は

甫
鮮
の
米
作
地
帯
で
は
米
消
費
量
最
も
多
く
、
そ
の
主
要
食
は
大
委
類
と
米
で
あ
る
に
反
し
、

同
北
鮮
の
畑
作
地
帯
で
は
米
の
消
費

量
は
減
じ
、
食
糧
は
雑
穀
が
主
で
米
が
副
と
し
て
組
合
き
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
食
績
消
費
の
上
に
か
く
の
如
き
明
瞭
た
る

地
域
的
差
出
聞
の
存
在
す
る
は
、
農
作
物
の
地
方
的
分
布
を
そ
の
ま
L
反
映
せ
る
も
の
に
削
げ
た
ら
ぬ
。

農
作
物
の
種
類
の
地
方
的
差
出
費
が
消
費
食
糧
の
積
類
止
そ
の
地
域
性
を
決
定
す
る
と
と
は
、
満
洲
関
及
び
支
那
に
於
い
て
も
同
校

侃
あ
て
は
ま
る
一
般
的
法
別
で
あ
る
。
利
州
同
問
陀
於
け
る
食
慢
の
質
は
朝
鮮
よ
り
も
麗
ら
に
低
下
す
る
の
で
あ
る
が
、

一

凡

X
己
、
札
杭
コ

，
内
河
ド
r
p
」
う
f
r
M
V

常
食
の
謝
象
は
高
梁
・
玉
萄
黍
・
粟
で
、
米
は
勿
論
小
婆
す
ら
高
級
食
物
に
晴
晴
す
る
。
米
や
小
葵
粉
は
僅
か
の
上
流
階
級
の
食
但
慌
た

る
に
過
ぎ
友
い
。
然
し
乍
ら
、

一
般
の
主
要
食
糧
劉
象
た
る
高
梁
・
宝
田
明
黍
・
粟
の
三
者
の
う
ち
、

何
れ
が
最
も
重
要
な
る
地
位
を

占
む
る
か
は
、
ど
の
農
作
物
が
そ
の
地
方
の
主
作
物
な
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
遼
陽
以
南
及
び
錦
州
一
帯
に
及
ぶ

南
浦
地
方
は
、
線
じ
て
果
樹
・
棉
花
・
煙
草
等
を
中
心
と
す
る
関
義
的
細
農
地
帯
を
注
す
の
で
あ
り
、

と
L
で
は
農
作
物
早
作
の
傾

向
が
最
も
強
《
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

高
梁
は
か
L
る
南
浦
の
圏
雲
的
細
農
地
帯
の
主
友
る
自
家
用
作
物
た
る
の
み
な
ら
や

高
度
の
商
品
作
物
を
注
す
。
然
る
に
と
の
も
の
は
ア
ル
カ
リ
土
壌
に
劃
す
る
抵
抗
力
が
弱
い
上
に
極
寒
に
堪
へ
得
た
い
作
物
で
あ
る

か
ら
、

北
に
向
ふ
に
従
っ
て
高
梁
栽
培
の
分
布
度
は
次
第
に
淡
く
な
り
、
克
山
・
北
安
附
近
に
至
っ
て
停
ま
っ
て
ゐ
る
。
高
梁
と
は

東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第
一
巻

七

第

耽

七



東
豆
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第

巻

七
回

第
一
蹴

七
回

正
に
反
射
に
、
北
逃
す
る
に
と
も
な
い
作
付
歩
合
の
増
加
す
る
は
粟
と
玉
局
黍
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
粟
は
よ
く
乾
燥
に
た
売
、

且
そコ

ア
ル
カ
リ
土
性
に
強
い
の
み
な
ら
や
、

そ
の
室
梓
は
唯
一
の
家
畜
飼
料
で
あ
り
、
燃
料
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
栽
培
地
域
は
北
方
に
の

み
偏
侍
す
る
と
と
な
く
瞭
く
全
滅
に
分
布
す
る
。

玉
街
黍
は
山
岳
地
帯
農
業
に
遁
宇
る
作
物
で
あ
り
、
安
東
及
び
通
化
省
陀
特
陀
多

い
と
は
一
言
ふ
も
の
L
.

高
梁
や
宝
山
珂
黍
に
比
し
て
吏
ら
に
低
級
な
作
仙
円
で
あ
る
だ
け
に
、
気
候
・
土
性
等
の
外
岡
山
の
地
物
自
然
に
制

約
を
う
け
る
こ
と
は
少
い
。
小
裂
は
新
江
・
濁
江
・
一
ニ
訂
む
詰
告
を
中
心

ιす
あ
れ
測
の
主
作
物
で
あ
H

「

鮮
換
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
満
洲
の
水
稲
作
は
、
間
島
・
安
東
・
通
化
の
諸
省
に
分
布
し
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
農
作
物
の
地
方
的
分
布
を
決
定
す
る
主

要
保
件
は
、

今
日
た
ほ
淵
訓
農
業
に
在
つ
て
は
気
候
・
風
土
園
土
壌
の
如
き
地
物
自
然
の
諾
要
素
で
あ
り
、

か
く
し
て
決
定
さ
れ
た

農
作
物
の
地
域
性
が
主
要
食
植
の
地
方
的
型
一
を
打
ち
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
部
ち
北
部
地
方
の
主
要
在
る
食
糧
封
象
は
第
て
か
粟

で
あ
り
、

主
萄
黍
が
之
に
次
ぎ
て
補
充
的
役
割
を
演
じ
、

と
れ
に
極
/
¥
I
F
量
の
小
委
が
加
は
っ
て
ゐ
る
。

中
部
及
び
南
部
で
は
高

梁
・
粟
・
玉
萄
一
奈
の
三
者
並
立
す
る
と
は
い
へ
‘
新
京
附
近
で
は
高
梁
が
首
位
に
を
h

ヘ
粟
と
玉
目
別
黍
が
混
食
せ
ら
る
L
が
、
安
奉

線
以
北
の
東
謹
道
地
帯
で
は
王
国
勾
黍
が
主
要
食
と
か
ι
り
、
南
浦
の
園
撃
的
細
農
地
帯
の
主
食
物
は
宙
飛
で
、

と
れ
に
他
の
高
深
と
玉
萄

黍
が
配
置
さ
れ
て
ゐ
る
。

支
那
に
於
け
る
食
糧
の
地
域
性
を
端
的
に
現
表
せ
る
も
の
は
、
南
米
・
北
麺
の
慣
習
で
あ
る
。
と
れ
は
、
支
那
の
主
要
農
業
地
帯

が
揚
子
江
以
南
の
米
作
地
帯
と
北
方
の
小
委
地
帯
と
に
二
大
別
せ
ら
る
L
と
と
の
投
影
に
外
た
ら
ぬ
。
バ
ッ
ク
の
調
杢
に
従
へ
ば
、

農
民
が
多
少
と
も
食
膳
に
の
ぼ
せ
る
主
要
食
物
の
う
ち
第
一
位
を
占
む
る
は
小
委
で
あ
っ
て
、
み
一
調
査
農
家
の
五
分
の
四
ま
で
が
多

少
と
も
小
委
を
食
す
る
が
、

そ
の
内
誇
は
北
方
に
於
け
る
九
五
d

戸
、
南
方
の
水
田
地
帯
で
は
六
四

μ
と
な
っ
て
を
り
、
第
二
位
は
米



の
五
四
%
で
、
水
団
地
帯
で
は
調
査
農
家
の
九
八
%
ま
で
食
糧
に
供
し
，
北
方
で
は
僅
か
に
九
正
月
の
農
家
が
食
す
る
陀
過
ぎ
ね
。
第

-R

五
九
話
、

四
五
%
の
粟
の
順
で
あ
り
、
前
者
は
水
田
地
に
多
く
、
粟
の
消
費
は
反
針
に
北
方
地
帯
に
多
く
、
夫

人
三

μ
と
h
ふ
教
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
南
方
の
主
要
食
糧
の
中
で
米
の
占
む
る
割
合
と
北
方
に
於
げ
る
小
委
の
も

三
位
以
下
は
四
七
%
の
甘
詩
、

ク
割
合
と
の
聞
に
は
可
成
の
差
異
が
存
在
す
る
c

甫
方
の
水
団
地
帯
に
於
い
て
は
全
消
費
食
糧
に
謝
す
る
米
の
割
合
は
、

+
人
種
六

O

が
以
上
で
あ
り
、

例
へ
ば
庚
東
省
新
舎
将
で
は
、

根
菜
類
二
・
五
%
と
い
ふ
割
合
に
な
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
に
反
し
て
、
北
方
の
小
委
地
帯
に
於
け
る

所
に
よ
っ
て
は
九
五

μ
に
上
る
と
と
ろ
さ
へ
あ
る
。

全
食
峰
の
中
で
米
が
九
五

M

畑
、
そ
の
他
の
雑
穀
が
二
・
五
%
、

主
要
食
糧
は
甚
だ
複
雑
で
あ
っ
て
、
た
Y

一
種
類
の
食
糧
で
五
O
%
或
は
そ
れ
以
上
を
占
む
る
も
の
は
殆
ん
左
左
い
と
見
て
差
支
へ

な
い
。

漏
り
農
村
に
於
い
て
の
み
な
ら
や
・

都
曾
に
於
い
て
も
さ
う
で
あ
る
。

侠
凶
・
甘
粛
は
著
名
な
委
食
地
方
で
あ
る
に
拘
は

ら
や
.
険
問
陀
於
、
け
る
食
獄
中
、

小
川
#
の
占
む
る
平
均
椋
四
八
%

甘
粛
一
一
一
五

μ
忙
過
ぎ
ね
。

亡
、
ノ
ー
げ
ご
も
ノ
レ
」
零
M
M白
ど
1
4
U』
、
之
芳
忙
・
シ
サ

て
『
』
い
刀
V
4
J勺
込
河
町
ル
H
川
4
t
v
J
R升
{
「
?
"

部
開
・
小
第
・
玉
鹿
町
豪
語
ど
む
仙
問
費
量
は
間
Y
干
狩
し
て
を

p
w
そ
れ
れ
那
談
e

視
船
帯
察
a

豆
類
生
可
が
引
は
り
や
め
で
め
る
が
、

と

れ

ら
の
う
ち
何
が
主
首
を
占
む
る
か
は
、
満
洲
闘
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
地
方
に
作
付
せ
ら
る
L
農
廃
物
の
種
類
に
依
っ
て
決
定
せ
ら

る
L
の
で
あ
る
。
北
方
の
農
民
が
小
委
を
貰
っ
て
低
殺
な
雑
穀
を
主
食
物
と
な
し
、

と
れ
に
反
し
て
南
方
が
米
を
主
食
物
と
た
し
て

ゐ
る
と
言
ふ
か
L
る
現
象
を
目
し
て
‘

そ
の
原
因
を
北
方
農
民
の
相
封
的
貧
困
に
蹄
せ
ん
と
す
る
人
が
多
い
が
、

然
し
農
民
の
貧
困

と
い
ふ
轄
に
於
い
て
は
南
方
も
北
方
も
只
五
十
歩
百
歩
の
差
共
あ
る
の
み
。
要
は
南
方
に
於
け
る
水
稲
の
作
付
比
率
が
紹
釘
的
穴
き

さ
を
占
め
、
従
っ
て
米
は
比
較
的
低
廉
で
あ
る
に
謝
し
て
、
北
方
で
は
小
委
の
作
付
比
率
が
割
合
に
多
い
と
は
い
で
そ
れ
が
高
梁
・

宝
萄
黍
・
そ
の
他
の
作
付
を
犀
倒
ず
る
こ
と
な
く
、

相
互
に
割
合
よ
く
平
均
し
て
ゐ
る
上
に
.
小
葵
の
債
格
は
相
針
的
に
高
い
か
ら

東
亜
食
糧
問
題
と
食
樋
慣
習

第

宅幸

第
一
蹴

七
五

七
五

Buck， Land Utilization in Chin.a P.406 
曲直生著， i雨鍛北支経理堅調:1¥')91'諸，北支民衆食糧ノ初法的研究 (i荷織調査月
報，昭和14年 9月)， P.11)7. 
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東
昼
食
糧
問
題
k
食
糧
慣
習

第

春

4 じ
プt

第

就

七
〆、

に
外
た
ら
お
。

以
上
の
如
く
東
亙
の
諸
民
族
的
領
域
に
於
い
て
夫
A

消
費
食
糧
の
種
類
が
具
る
の
み
左
ら
や
、
同
一
領
域
内
に
在
っ
て
も
地
方
主

具
K
す
る
に
従
つ
の
程
止
の
燈
差
が
み
ら
れ
る
射
に
東
亜
食
樋
泊
費
の
第
三
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
。
穀
類
の
う
ち
、
最
も
高
綾
友

あ
は
米
で
あ
り
、
次
に
小
務
削
黙
。
高
印
刷
等
と
い
ふ
順
序
と
な
る
。
米
や
小
簿
一
が
町
甲
に
類
似
正
直
、
ム
門
健
・
カ
ル
シ
L

ム
・
燐
府
内
U
C
比
絞

的
多
量
に
含
有
す
る
と
云
ふ
柴
世
賀
県
的
立
場
に
於
い
て
然
る
の
み
な
ら
や
、

と
れ
ら
は
生
産
費
の
よ
り
か
さ
む
農
産
物
で
あ
る
と
一
式

ふ
経
済
的
意
味
に
於
い
て
も
高
級
農
産
物
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
支
那
・
満
洲
闘
よ
り
朝
鮮
を
経
て
日
本
内
地
に
進
む
に

従
ひ
.
米
・
小
市
首
の
治
質
量
の
増
加
す
る
は
、
夫
K

の
領
域
に
於
け
る
阻
民
経
惰
柚
町
一
遂
の
水
準
の
相
違
を
反
映
せ
る
も
の
に
外
な
ら

ぬ
が
、

し
か
も
何
段
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
於
け
る
食
糧
消
費
慣
習
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
農
作
物
の
種
類
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
が
.
古
車
亙
を
通
じ
て
の
共
通
特
徴
を
左
し
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
断
は
る
ま
で
も
な
く
、
農
作
物
の
種
類

を
決
定
す
る
保
件
に
は
、

地
物
自
然
か
ら
来
る
も
の
と
経
済
的
諸
関
係
か
ら
来
る
も
の
と
の
こ
稜
あ
る
が
、
東
亜
に
於
い
て
は
一
般

に
山
間
ほ
前
者
が
上
り
有
力
な
る
作
用
を
営
ん
で
ゐ
る
。
食
楓
伺
慣
習
に
於
け
る
地
域
的
の
稜
生
ず
る
基
困
は
と
k
A

に
在
る
と
見
な
け
れ

ば
悲
ら
ぬ
し
、

叉
そ
れ
は
一
般
民
衆
の
購
買
力
の
低
き
と
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
指
摘
す
べ
き
特
徴
は
食
績
の
季
節
的
多
様
性
で
あ
る
が
、

と
れ
は
先
の
地
域
性
に
関
す
る
特
徴
と
表
裏
の
関
係
に
立
っ
て

ゐ
る
。
萎
出
来
時
に
は
婆
の
み
に
て
食
繋
ぎ
、
秋
に
入
つ
て
は
米
の
み
に
頼

p
、
或
は
甘
轄
の
消
費
量
が
増
大
す
る
如
く
、
そ
の
間

季
節
的
調
節
が
行
は
れ
難
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

か
く
の
如
き
季
節
に
よ
る
消
費
食
物
の
餐
化
は
、
大
陸
諸
園
に
於
い
て
一
居

明
瞭
に
表
は
れ
.

旦
つ
同
一
の
地
域
で
も
下
屠
階
殺
ほ
ど
激
し
く
、

ま
た
都
市
よ
り
も
農
村
に
於
い
て
激
し
い
。
例
へ
ば
朝
鮮
の
南



方
の
下
居
農
民
に
於
い
て
は
六
月
よ
り
九
月
迄
が
凡
て
委
食
で
あ
る
が
、

九
月
中
旬
よ
り
」
l

月
下
何
迄
は
全
米
食
，
十
一
月
よ
り
一

そ
の
問
恭
秋
窮
の
介
在
、

れ
が
食
糧
の
定
型
を
な
し
て
ゐ
る
。
然
し
上
清
に
な
る
ほ
ど
姿
雑
穀
の
年
中
均
等
配
分
と
自
由
対
減
が
合
理
的
陀
出
来
て
ゐ
る
。
-
或

月
中
旬
ま
で
は
大
棋
を
混
入
し
た
米
食
、

そ
れ
か
ら
姿
私
ま
で
は
萎
の
割
合
の
累
進
す
る
米
姿
混
食
、

は
北
支
那
の
農
民
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
事
情
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
北
支
那
の
食
事
献
立
内
容
は
性
質
上
主
と
し
て
季
節

的
で
あ
る
。
駄
と
h
?
と
早
来
の
食
物
は
稜
・
高
梁
・
王
菊
黍
及
び
晩
夏
或
は
児
秋
に
牧
模
さ
れ
る
甘
藷
か
ら
成
。
て
ゐ
る
。
事
廿
の
食

物
の
日
現
化
は
大
安
の
牧
協
と
共
に
や
っ
て
き
、
第
二
回
目
の
副
理
化
は
小
姿
の
牧
穫
と
共
に
や
っ
て
く
る
。

と
の
そ
の
日
暮
的
た
生
活

も
平
年
授
ら
ば
至
極
順
調
に
行
く
の
で
あ
る
が
、

食
ふ
や
食
は
や
'
の
欣
態
が
屡
A

起

不
作
の
年
に
な
る
と
恭
大
茶
を
刈
取
る
前
に
、

る
と
と
が
あ
る
。
小
茶
ば
最
上
の
史
料
と
汚
へ
ら
れ
、

し
か
も
叉
そ
れ
は
仕
事
の
劇
し
い
季
節
に
必
要
た
・
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ら
の
品
川
十
節
的
中
山
仙
台
物
。
中
で
小
務
M
V

一
首
叱
し
い
時
に
牧
略
さ
れ
る
と
一
生
一
日
ふ
ζ

'
ど
は
好
都
合
仕
?
と
む
あ
る
。
満
洲
閣
に
於
い
て
も

と

れL

問
機
の
事
情
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
が
.

か
L
る
消
費
食
湿
の
季
節
的
多
棟
性
は
，
か
く
食
担
口
川
の
仙
性
問
機
時
期
に
よ
っ
て
先
づ
係

件
づ
け
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
償
制
廿
の
受
動
に
よ
っ
て
も
維
持
さ
れ
る
所
の
関
係
で
あ
る
。
換
一
三
一
目
す
れ
ば
米
・
突
の
慣
格
が
安
く
友

れ
ば
た
と
ひ
平
常
は
雑
穀
を
主
食
と
す
る
4
4
も
容
易
陀
米
・
姿
食
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
と
と
は

景
戸
東
の
時
世
動
や
作
柄
の
好
悪
或
は
時
節
に
よ
っ
て
食
糧
の
草
位
消
費
量
が
費
化
す
る
と
云
ふ
と
と
で
あ
ら
う
。
例
へ
ぽ
濠
洲
の
平
均

農
家
世
帯
で
は
男
子
同
単
位
嘗
の
食
料
消
費
量
は
、
豊
年
と
凶
年
で
相
釣
的
に
殆
ん
ど
礎
化
は
左
い
。
然
る
に
満
洲
或
は
支
那
C
農
民

は
ひ
ど
く
貧
乏
線
吃
近
づ
い
て
ゐ
る
の
で
、

凶
作
は
直
ち
に
食
物
嬬
取
量
の
減
少
と
な
っ
て
現
は
れ
、

反
相
到
に
聞
耳
年
は
食
糧
の
損
剰

消
費
止
怠
っ
て
現
は
れ
る
。
同
一
の
諸
保
件
を
具
へ
て
ゐ
る
二
地
方
を
比
較
し
て
.

一
方
で
は
食
糧
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
を
来
し
て

来
立
食
糧
問
題
と
食
糧
慣
習

第
一
一
蹴

七
七

第
一
巻

七
七

こ
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一
七
八

ゐ
る
に
拘
は
ら
十
、
他
地
方
で
は
過
剰
と
た
っ
て
ゐ
る
例
を
屡
A

み
る
の
は
、
全
く
右
の
如
き
事
情
に
基
く
の
で
あ
る
。
ま
た
特
に

東
亜
食
糧
問
題
と
食
糧
恨
習

第
一
審

七
JI、

第

披

大
陸
の
農
村
に
於
い
て
は
、
農
繁
期
と
農
閑
期
で
は
食
犠
消
費
量
に
甚
だ
し
い
差
具
が
あ
る
。

一
般
に
冬
季
の
農
閑
期
で
は
粥
の
ニ

食
で
あ
り
、
農
耕
が
開
始
せ
ら
る
L
と
三
食
止
た
る
の
が
、
満
洲
・
支
那
に
於
い
て
の
み
た
ら
十
、
朝
鮮
の
農
村
に
於
い
て
も
普
通

の
現
象
で
あ
る
。
農
繁
期
に
於
い
て
も
者
一
地
入
賞
を
と
る
様
利
の
あ
る
も
の
は
、
働
き
手
た
る
男
子
の
み
で
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
凡
て

明
食
で
あ
る
が
、
主
要
食
糧
に
射
す
る
か
L
る
統
制
は
非
常
に
よ
く
行
届
い
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
消
費
食
糧
に
射
す
る
季
節
的
多

様
性
は
生
活
水
準
の
高
低
と
密
接
な
閥
係
を
も
ち
、
且
つ
そ
れ
が
特
に
農
村
に
於
い
て
穎
著
に
現
は
れ
る
の
は
生
産
Lr
一
農
民
経
済
の

自
給
性
の
然
ら
し
む
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

以
上
私
は
東
亜
に
於
け
る
消
費
食
糧
憤
習
に
闘
す
る
一
般
的
読
明
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

か
レ
る
訟
明
を
な
す
所
以
は
、
一
束
豆

に
於
け
る
食
糧
の
需
給
関
係
の
構
造
を
明
白
左
ら
し
む
る
上
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
最
初
東
亜
食
糧
需
扮
問
題
に
ま
で
進
む
議
定
で
ゐ
た
が
、
こ
れ
は
都
合
よ
女
の
機
曾
に
ゆ
づ
り
た
い
主
恩
ム
。
)

切.


