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重
農
主
義
研
究
の
問
題
点
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経
済
学
史
り
研
究
は
、
さ
い
き
ん
経
済
史
研
究
と
の
相
互
連
関
に
お

い
て
精
力
的
に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
乙
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
研
究

視
品
川
は
、
経
消
学
史
と
経
済
史
の
双
方
を
羽
め
合
う
の
で
は
な
く
て
、
か

え
っ
て
一
向
お
の
そ
れ
ぞ
わ
を
虫
岱
に

L
、
特
定
の
時
代
、
特
定
の
社
会
、

そ
こ
に
お
け
る
人
間
と
社
会
の
関
係
、
理
論
と
実
践
、
政
治
と
経
済
と
の

か
か
わ
り
を
す
る
と
く
、
具
体
的
に
、
生
百
た
も
の
と
し
て
一
市
す
上
に
役

立
つ
ω

ス
ミ
ス
な
ら
ス
ミ
ス
、
ヒ
ュ

l
ム
な
ら
ヒ
ュ
ム
を
わ
れ
わ
れ
は

数
年
以
前
よ
り
も
、
は
る
か
に
具
体
的
に
、
生
き
た
も
の
と
し
て
つ
か
み
、

そ
の
理
論
の
誌
味
を
深
く
理
解
す
る
ζ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
、
た
し
か
に
収
後
の
研
究
が
全
体
と
し
て
な
し
と
げ
た
成
果
で
あ
ろ

号

主
民
主
誌
研
究
の
問
団
山
川

こ
う
い
う
研
究
視
角
か
ら
、
経
済
学
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
よ
う
左
す
る
気
迎
も
起
っ

て
き
た
。
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
の
羽
鳥
卓
也
氏
の
仕
一
却
、
こ
れ
か
ら
検
討
し

よ
う
と
す
る
横
山
正
彦
氏
の
可
重
農
主
義
分
析
』
、
そ
れ
に
桑
原
武
夫
編

『
ル
ソ
l
研
究
口
、
同
『
フ
ラ
ン
ス
面
科
全
詳
の
研
究
』
お
よ
び
私
の
「
革

命
思
想
の
形
成
」
な
ど
を
合
主
せ
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
検
山
内
の
『
立
民
主
義
分
析
」
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
の
狙
い
と

す
る
と
こ
る
に
つ
い
て
、
氏
白
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
宜
農
主
義

学
説
Lr
は
、
前
期
的
向
人

1
封
建
的
地
一
土
の
利
訟
を
代
叶
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
『
ご
う
も
近
代
産
業
市
民
的
内
容
を
含
む
も
の
で
は
な
い
』
(
高

橋
幸
八
郎
)
と
い
う
見
解
が
、
有
力
な
見
仰
と
し
て
支
持
さ
れ
、
わ
た
L

の
ま
え
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
き
た
。

L
か
し
、
わ
た
し
は
、
そ
れ

に
は
ど
う
し
て
も
承
服
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
た
し
が
、
自
分

白
目
で
読
ん
だ
ケ
ネ
ー
の
著
作
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
日

い
え
な
い
と
思
っ
た
」
(
は
し
が
き
〉
。
こ
う
い
う
問
題
関
心

mら
、
「
貫

一
波
主
義
の
真
相
」
を
つ
か
も
う
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
こ
の
問
題
関

心
に
つ
い
て
い
う
か
ぎ
り
、
京
は
横
山
氏
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
問

題
は
こ
う
し
た
関
心
に
み
ち
び
か
れ
て
、
民
が
従
米
の
重
民
主
一
議
研
究
を

し
C

れ
ほ
ど
進
め
た
か
、
担
論
的
に
も
実
一
而
的
に
も
ど
れ
だ
け
の
も
の
を
つ

け
加
え
た
か
主
い
う
点
に
あ
る
。
意
凶
の
正
し
さ
は
、
結
果
の
有
効
性
台

以
し
て
保
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
書
の
な
か
み
に
九
ち
入

る
こ
と
と
L
ょ
う

υ

第
八
十
一
一
巻

四
七

第
二
号

?で

九



霊
山
主
義
研
究
の
問
題
点

ω
小
林
弁
民
は
、
に
う
い
う
研
究
方
法
を
経
許
申
一
と
経
済
学
小
一
と
の

あ
い
だ
り
「
試
行
錯
誤
酌
佐
川
此
」
之
屯
づ
け
ら
れ
ゐ
。
興
味
あ
る
指

摘
で
あ
る
(
同
氏
寸
重
商
主
義
解
体
制
の
研
究
町
一
政
三

倒
内
田
義
彦
制
「
古
典
経
済
学
研
究
』
上
、
所
収
「
ル
ソ
ー
総
昨
理

論
の
糾
問
」
、
羽
応
卓
也
「
市
民
市
命
思
想
の
山
山
間
』
第
五
章
。
な
お

拙
稿
「
フ
ヲ
γ
ス
古
典
縦
街
苧
の
系
譜
」
経
折
論
議

λ
O巻
六
号
参

問。

本
書
は
三
つ
の
ヰ
か
ら
成
る
。
第
一
章
は
「
序
論
」
で
分
析
机
角
を
定

め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
置
は
「
ケ
ネ
の
農
業
資
本
主
義
論

、
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
を
題
す
る
本
書
の
由
心
論
文
で
あ
り
、
第
三
草

「
霊
山
間
主
義
学
説
の
基
本
性
格
」
で
全
体
的
な
総
括
と
批
判
が
行
わ
れ
る
u

b

谷
川
京
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
分
節
を
も
つ
が
、
そ
の
紺
介
は
省
略
す
る
。
こ
こ

で
は
、
問
題
を
大
体
、
一
一
点
に
し
ぼ
フ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
横

山
氏
の
主
張
点
を
あ
げ
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
三
点

は
、
付
ケ
不
ー
の
方
法
論
、

M
W
ケ
ネ
!
の
経
済
理
論
L

乙
そ
の
性
格
、
伺
耳

法
主
v
唱
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
関
係
で
あ
る
。

本
書
を
ひ
ら
い
て
、
一
見
た
だ
ち
に
脊
具
に
感
ず
る
」
と
は
、
本
書
が

「
重
農
主
義
針
析
」
主
因
き
れ
な
が
ら
、
ま
ず
フ
ィ
ジ
オ
ク
一
フ
l
ト
(
タ

ネ
ー
の
後
継
者

t
b〉
を
除
外
し
て
、
ケ
不
!
の
経
済
学
だ
け
を
問
題
と

し
、
つ
ぎ
に
は
ケ
ネ
の
経
済
学
か
ら
「
経
済
表
」
お
よ
び
そ
れ
以
後
の

第
λ
十
二
巻
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ノ¥

第
二
「
乃
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作
品
を
除
外
し
て
、
も
の
ば
ら
初
期
の
作
品
に
の
み
焦
点
を
合
わ
す
と
い

う
や
り
方
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ケ
ネ
ー
の
「
百

科
全
書
」
へ
の
寄
-h論
文
た
る
「
他
地
世
論
」
と
「
穀
物
論
」
が
も
ゥ
ば

ら
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
。
ケ
不
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
l
ト
を
切
り
は
な

す
こ
と
に
つ
い
て
は
‘
一
応
の
判
明
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に

ふ
れ
る
よ
之
と
し
ζ

、
ケ
不
!
の
経
済
学
を
分
析
す
る
上
で
「
経
済
表
」

を
車
要
組
し
な
い
乙
と
に
つ
い
て
は
光
分
な
説
明
が
な
い
。
と
こ
ろ
干

「
経
消
表
」
こ
そ
、
周
知
の
工
ラ
に
ケ
ネ
l
の
理
論
体
系
の
総
括
で
あ
り
、

ま
さ
に
ケ
ネ
ー
を
ケ
ネ
1
た
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

立
入
っ
た
説
閉
が
な
い
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
大
き
な
欠
陥
で
あ
ろ
う
。

ケ
ネ
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ヲ
!
ト
を
区
別
す
る
坦
出
は
、
検
山
氏
に
よ
る

と
丙
半
刊
の
一
方
法
論
が
ち
が
う
正
い
う
点
に
あ
る
。
「
学
説
の
削
始
者
、
附

立
者
で
あ
る
ケ
)
小

1ι
、
そ
の
学
説
の
体
系
化
1
論
叫
的
整
序
に
つ
主
め

た
学
徒
た
ち
と
は
、
思
却
や
叫
論
の
基
調
に
お
い
て
は
も
b
ろ
ん
阿
一
で

あ
っ
た
が
、
前
者
に
あ
り
て
は
日
然
、
法
哲
学
的
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ

言
誤
の
真
の
意
味
に
お
い
て
世
業
主
義
的
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
者
に
お

い
て
は
、
言
葉
の
其
の
意
味
に
お
い
て
農
業
で
義
的
で
め
る
よ
り
は
、
む

し
ろ
白
然
法
析
学
的
で
あ
っ
土
」
主
い
う
よ
う
に
刑
判
諭
の
重
点
が
「
関
倒
」

し
て
い
る
こ
と
が
半
げ
ら
れ
る
ω

こ
こ
で
「
一
再
現
の
真
白
窓
味
に
お
い
て

操
業
主
義
的
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
何
を
指
す
か
わ
か
り
に
く
い
が
、

後
論
と
の
関
係
か
ら
見
る
と
、
ど
う
や
ら
経
験
主
義
的
な
経
済
把
握
と
い

う
芯
味
の
よ
う
で
あ
る
。
横
山
氏
は
ケ
ネ
ー
の
経
済
分
析
が
も
っ
ぱ
ら
、



経
験
と
間
内
討
を
時
E
ー
す
る
「
実
証
的
存
続
的
な
研
究
態
度
」
に
基
礎
を
お

い
て
い
る
こ
と
を
強
一
品
し
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
l
ト
は
こ
れ
に
反
し
て
「
抽

象
的
円
前
向
的
」
で
あ
る
之
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
に
わ
か
に
質
成

で
き
な
し
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
熊
度
は
、
ケ
ネ
l
白
身
の
研
究

態
度
に
本
米
的
に
含
ま
れ
て
い
た
と
私
は
見
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
ど

の
と
う
江
川
究
者
に
と
勺
て
も
、
事
実
分
析
と
刑
判
論
構
成
人
乞
研
究
過
程
の

な
か
に
合
ま
な
い
も
の
は
な
い
が
、
ケ
ネ
ー
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の
研

究
方
法
が
矛
盾
的
に
併
存
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
が
そ
れ
を
矛
盾
と
し
て

自
覚
し
な
か
っ
た
こ
と
、
と
の
点
こ
そ
が
特
徴
的

t
あ
る
。
加
山
氏
は
、

ケ
ネ
l
D
経
験
主
識
を
一
証
明
す
る
た
め
に
、
被
の
医
学
一
前
文
の
な
か
の
文

平
を
あ
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
ケ
不
l
は
白
然
科
学
的
認
識
と
精
神
科
学

的
認
識
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と

は
た
と
え
ば
干
田
情
明
氏
が
ケ
不
ー
の
「
明
証
諭
」
分
析
の
な
か
で
適
礁

の

‘

.

.
 

昔
、
、
.

に
指
摘
し
た
と
こ
λ
↑
で
あ
る
。
ク
ネ
l
は
、
こ
れ
を
信
仰
し
ι
円
然
的
知
識

の
共
存
と
い
う
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
分
析
を
行

う
に
当
っ
て
、
ケ
ネ
が
抽
象
的
な
推
迎
や
演
緯
は
も
b
ろ
人
、
形
而
上

字
的
な
、
目
的
論
的
な
凪
考
法
さ
え
も
担
召
し
た
正
信
ず
る
な
ん
ら
の
理

由
は
な
い
。
ま
た
、
航
山
氏
は
、
ケ
ネ
ー
に
と
っ
て
は
政
治
や
社
会
の
同

国
は
、
「
上
部
栴
造
と
ま
で
も
い
い
え
な
い
よ
う
な
、
陪
ん
の
医
物
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
一
体
、
ケ
不
l
は
政
治
の
問
題

を
「
ほ
ん
の
置
物
」
で
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
で
あ
rO
う
か
。
氏
か
ケ

ネ
の
経
験
主
義
の
代
表
作
と
見
ら
れ
る
「
穀
物
論
」
の
な
か
で
も
そ
不

重
川
民
主
語
研
究
の
問
題
点

マ
ク
ツ
ム

ー
は
「
経
済
統
治
白
格
律
」
を
一
市
し
て
、
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
根
本

的
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
政
治
が
「
ほ
ん
の
世
物
」
だ
k
し
た
ら
、

E
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
得
た
だ
λ
う
か
@
円
然
法
思
想
に
し
て

も
、
合
法
的
専
制
主
義
論
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
も
つ
抽
象
性
、

先
験
性
に
つ
い
て
ケ
ネ
!
の
↓
主
任
は
比
佼
的
す
く
な
い
と
い
う
の
が
横
山

氏
の
主
仮
で
あ
る
が
、
む

L
ろ
私
は
ヶ
不
l
の
二
元
論
的
な
思
考
法
を
こ

そ
あ
ら
か
じ
め
叫
ら
か
に

L
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る

D

そ
う
し
な
い
か
ら
、
机
山
氏
の
一
切
の
不
条
理
、
あ
い
ま
い
さ
が
ヰ
ま
れ

て
き
た
の
だ
と
思
う
。

ω
本
出
一
八
瓦
。
な
お
二
凹
頁
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

ω
「
ケ
ェ
ネ
ー
の
寸
明
証
論
』
に
お
け
る
感
党
論
と
偶
凶
諭
」
『
エ

コ
ノ
ミ
ア
』
一
九
有
心
年
一
一
号
。
な
お
、
久
保
田
明
光

L

ケ
ネ
!
研

究
』
第
二
辛
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
一
回
ふ
か
く
牧
一
河
川
さ
れ
て
い

ザ
命
。

ゆ
「
明
祉
前
」
合
見
よ
。
こ
の
論
文
は
、
「
借
地
世
論
」
と
同
年
に

発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
知
叫
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
さ

b
に
凹
心
年
代
に
彼
が
古
い
た
「
向
山
前
」
に
も
ず
を
に
「
自
然
的

秩
序
」
の
思
想
が
あ
る
。

川
刊
本
在
二
心
頁
。

つ
ぎ
に
、
経
済
理
論
の
問
題
に
入
ム
ツ
う
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
横

第
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十
一
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重
点
主
義
研
究
の
同
組
点

川
氏
は
主
と
し
て
百
科
辛
密
の
二
論
文
を
主
制
す
る
同
一
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
局
、
氏
が
強
制
す
る
の
は
ケ
ネ
ー
の
理

論
が
「
保
業
貿
本
主
義
論
」
だ
と
い
う
こ
之
に
つ
き
る
。
氏
は
「
こ
れ
ま

で
の
ケ
不
l
浬
鮮
と
は
古
っ
た
く
根
本
的
に
異
な
る
、
筆
者
独
自
の
見
解

、.、、

で
あ
る
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
ケ
ネ
に
お
い
て
明
ら
か
に
「
農
業
別

澗
が
、
刺
余
生
産
物
[
剥
余
価
値
た
る
『
純
生
産
物
町
』
一
三
ハ
官
也
宵
吋
=
。
E
p
E
門工H

の
一
部
分
(
地
代
と
の
分
剖
部
分
)
と

L
て
把
揮
苫
れ
、
そ
し
て
、
農
業

資
本
の
省
杭
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
農
業
に
お
け
る
拡
大
羽
生
産
の
フ
ァ

γ
ド
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
簡
単
に
い
う
と
こ
う
で
あ
る
ω

「
仙
地
最
諭
」
「
穀
物
論
」

で
ケ
ネ
は
、
何
別
経
営
の
分
析
を
行
い
、
経
済
計
算
を
展
開
し
て
い
る

が
、
そ
れ
を
あ
と
イ
け
て
見
る
と
、
川
川
地
農
は
そ
の
前
貸
し
L
た
賀
川
部

分
を
と
え
る
所
得
(
?
ま
り
利
潤
)
を
受
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
所
得

部
分
は
、
地
代
K
L
て
地
主
の
侠
に
入
る
も
の
と
計
算
さ
れ
て
は
い
な
い

か
ら
、
し
た
が
っ
て
「
純
生
産
物
」
は
、
拙
代
と
利
潤
と
に
わ
か
れ
る
こ

と
と
な
ゐ
。
ウ
え
I
は
、
地
「
字
削
利
益
だ
け
を
考
え
て
い
る
な
ど
と
い
わ

れ
る
が
(
こ
れ
は
直
接
に
私
の
説
を
指
し
て
い
る
〉
、
そ
う
で
は
な
く
て
主

点
は
叶
地
良

l
操
業
資
本
家
の
航
設
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ロ

こ
の
故
後
の
前
山
は
あ
と
到
し
に
し
て
、
ケ
ネ
ー
が
利
潤
を
把
握
し
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
ま
ず
般
討
し
よ
う
。

ケ
ネ
が
借
地
長
の
前
貸

L
部
分
を
こ
与
え
る
超
過
K
げ
を
、
利
得
(
岡
山
ド
る

ま
た
は
利
潤

Q
H
C
E
)
ι
し
て
と
ら
凡
て
い
る
「
と
は
当
災
で
あ
る
。

第
八
十
二
巻

玉。
第
二
号

プく

し
か
L
、
こ
の
部
分
は
、
ケ
ネ
ー
が
「
存
在
を
緋
持
し
て
い
く
た
め
の
利

得
」
(
同
空
自
国

O
R
mロ
E
5
Zろ
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
こ
と
で
明
ら

め

か
な
上
う
に
、
借
地
哉
の
生
活
設
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
横
山
氏
は
、
も
ら
ら
ん
生
活
設
も
み
同
ま
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

「
フ
ェ
ル
ミ
エ
が
フ
ェ
ル
ミ
エ
主
し
て
の
存
在
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に

必
要
た
フ
ェ
ル
ミ
エ
の
取
得
分
、
す
な
わ
ち
、
利
潤
を
な
味
し
て
い
る
も

、‘.、。、.、
.
.
 、

の
し
乙
、
わ
た
し
は
解
す
る
」
(
傍
品
は
引
用
者
)
と
い
う
。
も

L
、
そ
う

な
ら
こ
の
取
得
分
は
、
借
地
内
山
の
資
本
苔
杭
に
あ
て
ら
れ
、
拡
犬
再
生
産

が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
り
て
の
点
は
ど
う
か
E
い
う
と
、
松
山
氏

は
そ
の
通
り
だ
正
答
え
る
。
そ
の
有
力
な
証
拠
と
し
て
町
「
第
一
経
済
問

題
」
か
ら
次
の
よ
ラ
な
文
章
が
引
則
さ
れ
る
。
「
プ
ェ
ル
ミ
エ
は
、
か
れ

ら
の
賃
貸
伯
契
約
の
更
新
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
賃
貸
借
契
約
期
間
中
に

お
こ
る
、
生
W
A

物
川
絡
む
た
え
ざ
る
附
大
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
利
得
は
、
政
栄
を
他
大
し
改
良
す
る
必
要
の
あ
る
国
民
に
と

っ
て
、
も
っ
と
も
有
利
な
、
も
っ
と
も
有
益
な
、
も
っ
と
も
必
要
な
も
の

で
あ
る
。
フ
ア
ル
ミ
エ
の
取
得
す
る
刑
判
は
、
経
岱
上
白
寓
を
捕
大

L
、
農
業
の
大
き
な
利
誌
と
な
る
。
そ
し
て
、
官
裕
な
フ
ェ
ル
ミ
エ
〔
の

数
い
を
ふ
や
す
こ
れ
ら
の
利
潤
は
、
賃
貸
借
契
約
の
吏
新
期
に
お
い
て
、

か
れ
ら
の
問
に
よ
り
大
き
な
遊
中
を
ひ
き
お
こ
す
。
そ
し
て
、
こ
内
こ
と

は
、
こ
の
場
合
、
地
主
や
君
主
に
純
生
産
物
の
全
郎
的
問
収
を
保
市

つ

す
る
。
L

こ
の
引
川
文
か
ら
、
借
地
農
の
資
本
有
税

l
払
大
再
生
産
を
結

論
す
る
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
。

E
い
う
の
は
、
借
地
農
の



利
益
が
r
占
え
る
の
は
、
伯
地
期
間
中
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
借
地
期
間
は
ケ

ネ
に
よ
る
と
わ
ず
か
に
二
カ
年
に
す
ぎ
な
い
。
伯
地
契
約
の
更
新
期
に

は
、
と
の
引
用
文
に
も
明
記
さ
れ
亡
い
る
よ
う
に
、
純
生
産
物
は
地
主
と

君
王
に
よ
る
「
ん
ャ
部
的
回
収
」
の
刻
象
と
な
る
。
ま
た
、
契
約
期
間
中
に
、

た
と
い
利
淵
が
増
大
し
て
も
、
そ
れ
が
拡
大
再
生
産
に
わ

τら
れ
る
と
は
、

こ
こ
で
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
世
地
農
の
数
を
増
L
、
か

れ
ら
の
前
九
ず
を
増
す
と
い
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
伯
地
山
肢

の
う
る
利
得
は
、
本
質
的
に
は
、
や
は
り
マ
ル
グ
ス
が
す
で
に
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
よ
り
高
級
の
労
働
賃
銀
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
理

解
し
た
吋
れ
ば
な
ら
な
い
。
柏
山
氏
は
、
い
た
る
と
こ
ん
で
マ
ル
ク
ス
を

引
用
す
る
け
れ
ど
も
、
肝
心
の
、
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
か
ら
逸
脱
さ
れ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ケ
不
l
は
、
事
以
上
で
は
、
た
し
か
に
品
業
に
お
け
る
資
本
家
的
な
関

係
を
と
ら
え
て
お
り
、
資
本
家
的
借
地
農
工
ふ
引
の
桜
態
を
明
隙
に
え
が
い

て
い
る
ω

し
か
し
紋
が
珂
論
的

ι地
代
主
区
別
さ
れ
る
利
潤
を
つ
か
ん
で

い
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
理
論
的
に
は
己
の
問
題
を
剰
余

価
値
l
泊
代
と
し
て
主
ら
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
覚
的
に
日
の
前
に
見

て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
す
型
論
的
に
つ
か
ん
で
い
る
こ
と
と
は
別
な
の
で

、、盲園‘、、.‘.曹

J
あ均る
ο

だ
か
ら
、
棋
山
氏
も
ケ
ネ
が
範
時
と
し
て
の
刺
川
淵
附
を
認
め
て
い

の

な
い
と
と
を
台
向
し
な
け
れ
ば
ぼ
ら
な
い
の
た
@
ケ
ネ
が
組
耐
と
し
て

の
利
潤
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
し
た
ら
、
柿
山
氏
は
な
ぜ

「
罪
者
独
白
川
の
見
解
」
た
ど
と
い
う
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
農
民

霊
長
主
義
研
究
の
問
題
点

が
純
生
産
物
の
一
怖
を
管
取
っ
て
そ
れ
を
自
己
の
生
活
誌
に
あ
て
る
こ
と

は
、
借
地
長
で
あ
ろ
う
と
、
折
半
小
品
川
県
で
あ
ろ
う
主
同
じ
こ
と
で
、
至

探
あ
た
り
前
の
こ
L

乙
で
し
か
な
い
と
広
に
は
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
の
帰
結
と
し
て
、
検
山
氏
は
ケ
ネ
l
の
階
級
的
基

鮮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
れ
は
「
地
主
ま
た
は
農
業
資
本
家
の

い
ず
れ
か
一
方
の
刺
益
を
単
一
に
代
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
共
通

利
害
を
代
表
し
た
も
の
L

に
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
し
か

し
、
す
ぐ
っ
イ
け
て
い
う
。
「
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
、
地
主

l
借
地
農

業
家
阿
者
の
利
許
の
統
一
的
代
汗
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
け
の
し
て
珂
者

が
単
純
に
等
し
い
比
主
で
結
合
し
て
い
る
誌
味
で
は
な
く
、
「
土
地
所
有

の
外
且
的
讃
美
は
、
そ
の
経
済
的
有
立
に
、
ま
た
資
本
主
義
的
生
産
の
確

認
一
(
マ
ル
ク
ス
〉
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
と
と
」
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
と
。
横
山
氏
は
、
借
地
農
に
百
一
点
を
お
く
地
+
寸
1
仙
地
法
迎
合
勢
力
と

い
っ
た
も
の
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
氏
は
豆
長
主
義
主
「
地
主
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
だ
と
す
る
私
の
考
え
を
戦
政
的
に
扱
わ
れ
る
が
、
し
か
し

上
米
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
犯
は
長
良
土
義
を
「
地
主
的
改
革
の
体
系
」
と

し
て
理
解
す
る
こ
E
m
ポ
都
合
さ
を
感
ず
る
ど
乙
ろ
か
、
ま
す
ま
す
自
説

の
正
当
さ
を
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
っ
て
土
い
。
も
し
、
引
仙
の
説
が

同
起
っ
て
い
る
の
な
ら
、
横
山
氏
は
な
ぜ
辿
合
勢
力
の
一
環
に
突
如
と
し

て
地
主
を
入
れ
こ
ん
だ
り
す
る
の
で
あ
ろ
っ
か
。
ま
こ
之
に
不
可
解
で
あ

り
、
不
徹
底
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
点
に
つ
レ
て
は
、
な

お
多
く
述
べ
る
べ
き
こ
と
を
も
っ
け
れ
ど
も
、
祇
数
の
関
係
か
ら
次
の
論

第
八
十
二
巻

五

第

ノ、



重
也
氏
主
車
問
究
心
珂
題
点

円
一
に
移
b
ざ
る
を
得
な
い
。

叫
式
山
一
九
頁
。

ω
一
五
六
一
H
。
こ
の
京
に
つ
い
亡
、
私
は
一
度
、
特
え
た
こ
と
が
あ

る
。
拙
持
1
本
命
思
想
の
形
成
』
一
部
=
沼
参
照

J

ω
一
二
四
一
H
Q

ω
一
二
頁
。

品
川
一
剰
余
価
問
学
説
史
」
向
坂
訳
、
一
郎
、
一
斗
阿
川
氏
。

紛
一
二
九
耳
。

何
一
五
八
一
五
九
到
。

的
わ
が
国
の
大
部
分
り
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
「
地
王
l
封
建
的
」

v
と
い
う
公
式
の
ト
リ
コ
に
な
っ
て
い
る
ω

こ
う
」
か
ら
、
い
わ
れ
な
き

地
主
恐
怖
記
が
発
生
す
る
が
、
地
主
は
た
と
い
近
代
地
全
で
な
く
と

も
、
れ
っ
き
と
し
た
プ
ル
ジ
ョ
ア
身
分
で
あ
り
、
封
建
的
生
産
問
係

の
代
表
者
で
は
あ
り
伴
な
し
。

四

さ
い
じ
に
、
重
法
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
関
係
を
見
ょ
う
。
横
山
氏

は
、
フ
ヲ
ン
久
革
命
ま
で
の
基
礎
過
程
に
お
い
て
、
資
本
家
的
農
業
経
営

者
が
現
実
に
ど
れ
ほ
ど
利
潤
を
あ
げ
て
き
た
か
を
健
か
め
よ
う
と
い
う
狙

い
を
も
コ
て
、
一
八
世
紀
初
一
聞
い
ら
い
の
穀
物
納
栴
、
貨
幣
別
代
、
地
価

の
変
動
主
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
狙
い
は
、
き
わ
め
て
興
味
ぷ
か
い
。
し

か
し
、
主
と
し
て
ラ
ブ
ル
ー
ス
に
依
拠
し
た
こ
の
検
討
は
、
残
念
な
が
ら

第
八
十
二
巻

五

控

号

/、
四

横
山
氏
の
希
望
を
ま
っ
介
く
一
一
見
切
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
殺
物
価
格

は
な
る
ほ
ど
+
一
般
的
に
騰
貴
し
て
い
る
が
、
し
か
し
貨
幣
地
代
の
上
井
刀

!
ヴ
は
、
殻
物
価
格
の
上
押
に
や
や
遅
れ
な
が
ら
、
し
か
し
と
井
の
度
合

い
は
は
る
か
に
大
き
く
、
羊
命
に
返
っ
く
に
つ
れ
て
一
〕
問
叫
ん
か
い
附
穴
f

半

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
命
ま
で
の
殺
物
政
況
が
、

借
地
農
で
は
な
く
て
、
地
主
の
利
益
に
帰
岩
L
た
こ
止
の
明
ら
か
た
刊
拠

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
穀
物
政
策
は
、
ま
さ
に
4

庶
民
土
義
告
の
推
進
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
横
山
氏
は
‘
こ
の
結
果
に
た
い
し
て
、
こ
れ
は
↑
フ
ブ

ル
ー
ス
の
「
文
字
ど
お
り
の
推
論
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
借
地
盤
業
者

も
ま
た
刺
誌
を
得
た
に
ゐ
が
い
な
い
と
い
う
氏
日
身
の
「
推
論
」
を
く
だ

し
て
い
る
が
、
説
得
的
で
は
な
い
ω

た
と
え
ば
、
地
代
の
騰
山
氏
は
、
借
地

農
の
利
潤
部
分
に
く
い
込
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
農
業
労
働
者
の
実
質
賃

銀
の
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
が
、
と
れ
が

利
潤
の
地
大
企
説
明
す
る
一
論
理
と
な
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

重
農
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
ど
の
よ
う
な
凶
作
替
を
あ
た
え
た
か
と
い

う
興
味
あ
る
テ
マ
に
つ
い
亡
は
、
一
七
八
六
年
の
英
仏
述
内
条
約
に
つ

い
て
若
干
の
指
摘
が
あ
る
だ
け
で
、
革
命
期
の
分
析
は
今
後
の
謀
関
と
し

て
山
泊
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勝
利
は
、
同
時
に
ま
た
、

「
新
し
い
長
栄
一
(
一
E
同ロ
2
-
E
H
O
Eロ40HHO)
の
勝
利
で
あ
っ
た
」
と

あ
る
の
は
、
も
し
ケ
ネ
l
的
な
「
大
農
終
営
」
が
勝
利
し
た
と
い
う
意
味

な
ら
ば
、
簡
単
に
そ
う
は
い
え
な
い
。
そ
う
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
農

業
史
研
究
者
の
立
見
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ



う
ロ
い
ま
一
つ
、
松
山
氏
は
「
人
民
の
友
」
ゴ
フ
に
お
い
て
も
ま
た

「
重
農
主
義
学
説
の
基
本
線
は
ほ
k
ん
ど
会
而
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
わ
」

主
主
張
す
る
が
、
マ
ラ
!
の
著
作
お
よ
び
活
動
純
血
を
知
る
占
に
L

と
っ
て

は
、
全
然
こ
う
い
う
こ
k
は
あ
り
件
な
い
回
平
命
を
通
じ
て
の
マ
ラ
の

敵
対
物
は
、
ま
さ
に
草
産
主
義
者
の
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム
!
ル
、
ミ
一
フ

ポ
l
、
ラ
フ
ァ
イ
且
ヴ
ト
な
ど
で
あ
り
、
彼
は
大
経
営
で
は
な
く
、
小
一
民

民
的
な
「
自
由
」
の
た
め
に
た
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
横
山
氏
の
引
川
す

る
マ
ヲ
!
の
言
葉
は
、
マ
ラ
自
身
が
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ル

不
・
ジ
ラ
ル
タ
ン
の
著
作
の
要
約
と
L
て
害
か
れ
た
も
り
で
あ
り
、
宮
た

‘，.‘. 

同
じ
文
章
の
な
か
に
小
農
主
義
の
主
張
が
明
確
に
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
苦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
い
ど
に
、
横
山
氏
は
高
橋
辛
八
郎
氏
お
よ
び
私
の
重
農
主
義
の
見
方

の
な
か
に
、
レ
-
一
ン
の
「
ご
つ
の
途
」
の
理
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と

L
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
諭
一
評
し
て
い
る
。
横
山
氏
は
、
「
二
つ
の
途
」
は

レ
l
ニ
Y
の
時
期
に
の
み
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
て
、
プ
ヲ

γ
ヌ
革
命
期
に

は
重
農
主
義
だ
け
が
近
代
的
進
化
を
代
表
し
た
の
で
あ
り
、
と
れ
に
対
立

し
た
も
の
は
小
農
民
の
「
前
資
木
主
義
」
あ
る
い
は
「
反
資
本
主
義
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
二
重
の
誤
解
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
つ
ま

り
、
レ

l
-
一
ン
の
時
期
に
レ

l
-
一
γ
が
農
民
革
命
の
主
体
勢
力
と
し
て
注

軍
最
主
義
研
究
の
問
題
点

日
し
た
農
民
胞
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
と
し
て
明
ら
か
に
「
反
資
本
主

義
L

的
な
ナ
ロ

l

ユ
キ
主
義
に
侵
透
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
尖
が
あ
る

こ
と
、
第
二
に
フ
ラ
ン
λ

革
命
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
陪
扱
闘
争
が
あ
る

か
ぎ
り
、
近
代
的
進
化
。
内
科
を
め
く
る
敵
対
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ

っ
て
、
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
態
が
古
い
か
ら
と
い
う
己
と
で
、
こ
の

間
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
点
を
横
山
氏

は
浬
解
し
よ
う
し
乙
し
て
い
な
い
。

以
上
、
横
山
氏
。
新
著
を
め
マ
っ
て
、
率
直
な
私
の
批
判
点
す
述
べ
て

き
た
。
霊
長
主
義
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
検
討
に
ま
た
ね
ば
な
ら
た

い
多
〈
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
本
書
を
通
じ
て
改
め
て
痛
感
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
点
で
、
こ
の
書
物
は
考
え
さ
せ
る
多
く
の
論
点
を
呈
示

し
て
い
る
と
思
ラ
n

今
後
、
横
山
氏
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
私
も
ま
た
一
層

検
討
を
深
め
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
一
文
が
そ
の
た
め
の
何
ら
か
の
し
げ

き
に
な
り
う
る
な
ら
ば
辛
い
で
あ
る
。
一
九
五
八
・
六
・
一
一
一
一
一

ω
本
書
一
巳
四
頁
。

側
二
心
一
頁
内

ゆ
宮
司
旦
日
斗
，

Zぼ
ω
n
F
5
5
F
E
H
2
1
8曲

川
開
二
二
頁
。

第
八
十
二
巻
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