
書

評
石

田

浩

著

『
中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
の
研
究
』

川

井

’悟

畏
友
石
田
浩
氏
の
二
冊
め
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
。
氏
の
構
想
す
る
三
部

作
（
「
台
湾
漢
人
村
落
の
研
究
」
「
大
陵
中
国
農
村
の
研
究
｜
｜
解
放
前
」

①
 

「
同
｜
｜
解
放
後
」
）
の
第
二
冊
め
で
あ
る
。
氏
と
は
知
り
あ
っ
て
十
二
年

に
な
る
が
、
こ
の
十
二
年
間
は
、
氏
が
社
会
主
義
中
国
へ
の
関
心
か
ら
そ
の

農
村
社
会
経
済
の
研
究
を
専
門
的
に
開
始
し
、
資
料
に
も
と
ず
い
て
独
自
の

中
国
農
村
社
会
像
を
形
作
ら
ん
と
し
て
き
た
年
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
、
私

も
、
氏
や
他
の
研
究
者
の
卵
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、
中
国
農
村
関
係
の
文
献

を
読
み
つ
つ
、
議
論
に
熱
中
し
、
そ
の
中
か
ら
私
な
り
の
中
国
社
会
像
や
農

村
像
を
作
ろ
う
と
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
中
国
農
村
研
究
に
つ
い
て
は
、
ほ

ぽ
同
じ
時
一
舗
に
、
学
び
あ
い
、
刺
激
し
あ
い
、
考
え
を
深
め
あ
う
仲
間
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
氏
は
私
よ
り
も
農
業
や
農
村
に
つ
い
て
は
は
る
か
に
詳
し
い

し
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
勉
強
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
農
学
部
所
属
と

い
う
条
件
に
よ
っ
て
、
氏
を
と
り
ま
く
空
気
そ
の
も
の
が
、
日
本
の
農
業
や

農
村
と
の
比
較
、
そ
し
て
農
業
技
術
や
農
村
社
会
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方

を
鍛
え
る
う
え
で
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
私
の
方
は
工
業
も
や
り

経
済
政
策
に
も
手
を
つ
け
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
文
献
上
で
中
国
と
つ
き
あ

っ
た
分
量
は
氏
と
さ
ほ
ど
差
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
農
村

に
対
す
る
集
中
性
が
ち
が
う
。
し
か
も
氏
は
、
大
陸
中
国
と
の
交
流
が
不
自

由
で
あ
っ
た
時
期
に
は
台
湾
の
漢
人
村
落
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
資
料
に
よ
る
限
界
を
突
破
し
て
漢
人
村
落
の
実
態
を

認
識
す
る
こ
と
に
意
欲
を
燃
や
し
、
大
陸
と
の
交
流
が
比
較
的
可
能
に
な
っ

た
近
年
に
お
い
て
は
何
度
も
中
国
農
村
を
訪
問
し
参
観
し
て
、
身
を
も
っ
て

中
国
農
村
社
会
を
体
得
す
る
こ
と
に
余
念
が
な
い
。
こ
う
し
て
、
ほ
ぽ
同
時

期
に
中
国
農
村
に
手
を
つ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
識
の
広
さ
と
深
さ
に

お
い
て
は
大
差
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

認
識
の
点
で
狭
く
浅
い
私
が
、
こ
う
し
て
氏
の
労
作
を
評
す
る
と
い
う
の

は
無
謀
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
評
は
的
に
は
る
か
届
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
で
、
本
稿
に
は
氏
の
考
え
に
つ
い
て
の
理
解
が
十
分
で
な
か
っ
た
り
、

誤
解
し
た
り
し
て
い
る
箇
所
が
多
々
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
寛
恕
を

請
う
て
お
く
。
し
か
し
、
ひ
ら
き
な
お
っ
て
い
え
ば
、
浅
い
が
ゆ
え
に
農
村

研
究
の
専
門
家
が
知
ら
ず
に
陥
っ
て
い
る
偏
見
を
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
も
し
も
い
く
ら
か
で
も
氏
の
研
究
へ
の

刺
激
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
研
究
サ
ー
ク
ル
の
人
聞
が
な
す

書
評
と
い
う
の
は
、
往
々
に
し
て
一
種
の
訓
合
に
陥
り
、
評
と
し
て
公
正
さ

と
適
切
さ
に
欠
け
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ひ
ら
き
な
お
ろ
う
。

私
は
典
型
的
な
馴
合
の
書
評
を
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
馴

れ
合
っ
て
「
よ
く
や
っ
た
」
と
慰
め
あ
う
た
め
で
は
な
い
。
氏
な
ら
び
に
私

た
ち
が
現
在
達
し
て
い
る
中
国
農
村
研
究
の
水
準
を
確
認
し
、
将
来
の
可
能

性
を
探
り
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
氏
の
著
書
の
概
略
を
紹
介
し

て
そ
の
骨
格
を
と
り
だ
し
、
問
題
と
な
る
こ
点
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
よ
う
。

158 (482) 



評

ま
ず
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
章
別
構
成
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

第
一
章
中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
研
究
の
再
検
討
と
分
析
視
角

第
二
章
一
九
三

0
年
代
華
北
棉
作
地
帯
に
お
け
る
農
民
層
分
解
ー
ー
と

く
に
葉
東
農
村
の
「
富
農
」
経
営
の
性
格
に
関
連
し
て
｜
｜

第
三
章
旧
中
国
農
村
に
お
け
る
市
場
圏
と
通
婚
圏

第
四
章
華
北
に
お
け
る
水
利
共
同
体
に
つ
い
て
｜
｜
『
中
国
農
村
慣
行

調
査
』
第
六
巻
・
河
北
省
那
台
県
等
の
調
査
を
中
心
に
し
て
ー
ー
ー

第
五
章
華
北
に
お
け
る
「
水
利
共
同
体
」
論
争
の
一
整
理

第
六
章
解
放
前
の
華
北
農
村
の
一
性
格
｜
｜
と
く
に
村
落
と
廟
と
の
関

連
に
お
い
て
｜
｜

第
七
章
解
放
前
の
筆
中
江
南
農
村
の
一
性
格
｜
｜
『
江
蘇
省
農
村
実
態

調
査
報
告
書
』
の
各
事
例
を
中
心
と
し
て
｜
｜

第
八
章
解
放
前
の
華
南
農
村
の
一
性
格

終
章
中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
研
究
の
総
括
と
展
望

あ
と
が
き

序
章
に
あ
た
る
第
一
章
と
終
章
を
除
け
ば
、
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
つ
の

村
あ
る
い
は
一
つ
の
地
域
の
農
村
社
会
の
性
格
あ
る
い
は
そ
の
一
側
面
を
、

一
つ
ま
た
は
い
く
つ
か
の
主
と
し
て
日
本
人
の
調
査
に
か
か
る
資
料
を
も
と

に
、
扱
っ
て
い
る
。
章
の
配
列
の
順
序
は
、
華
北
、
華
中
、
華
南
と
い
う
よ

う
に
、
天
野
元
之
助
『
中
国
農
業
の
地
域
的
展
開
』
に
な
ら
っ
て
、
北
か
ら

南
へ
と
進
む
。
第
二
品
一
か
ら
第
六
章
ま
で
の
配
列
が
、
華
北
地
区
内
で
の
北

か
ら
南
へ
と
い
う
地
域
的
配
列
な
の
か
、
そ
れ
と
も
土
地
所
有
、
農
民
層
分

解
、
農
村
市
場
、
村
落
と
い
う
第
一
章
第
三
節
に
み
ら
れ
る
氏
の
農
村
社
会

経
済
構
造
分
析
の
論
理
的
展
開
順
序
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
中

書

国
農
村
と
は
い
っ
て
も
、
東
北
地
方
や
モ

γ
ゴ
ル
、
黄
河
中
主
流
地
域
、
揚

子
江
中
上
流
地
域
、
西
南
地
方
の
農
村
に
つ
い
て
の
考
察
は
な
い
。
氏
が
対

象
を
旧
中
国
（
解
放
前
）
に
し
ぼ
っ
た
た
め
、
歴
史
の
浅
い
東
北
地
方
お
よ

び
、
歴
史
は
あ
っ
て
も
資
料
の
乏
し
い
と
み
え
た
地
域
は
除
外
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
（
第
八
章
注

ω参
照
）
。

各
章
は
第
一
章
と
終
章
を
除
け
ば
、
す
べ
て
同
じ
叙
述
形
式
を
と
っ
て
い

る
。
各
章
の
第
一
節
「
問
題
の
所
在
」
で
は
、
従
来
の
研
究
に
対
す
る
疑
点

と
当
該
農
村
で
は
何
が
主
た
る
論
点
に
な
る
か
が
示
さ
れ
る
。
第
二
節
以
下

で
は
資
料
の
紹
介
や
対
象
地
域
の
概
況
説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
論
点

に
つ
い
て
の
叙
述
や
分
析
が
な
さ
れ
た
あ
と
、
末
尾
「
結
語
」
に
お
い
て
、
〆

従
来
の
研
究
に
対
し
て
そ
の
章
で
論
証
で
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
一

章
「
中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
研
究
の
再
検
討
と
分
析
視
角
」
で
は
、
こ
う

し
て
第
二

l
入
章
で
各
地
域
ご
と
に
述
べ
ら
れ
た
従
来
の
研
究
の
問
題
点
と

そ
れ
に
対
す
る
氏
の
考
え
方
が
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
終
章
「
中
国

農
村
社
会
経
済
構
造
研
究
の
総
括
と
展
望
」
で
は
、
各
章
で
地
域
ご
と
に
述

べ
ら
れ
た
結
論
が
再
要
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
問
題
関
心
や

従
来
の
研
究
へ
の
疑
点
そ
れ
に
分
析
の
結
論
を
何
度
も
く
り
返
し
述
べ
て
い

る
の
で
あ
り
、
氏
の
問
題
関
心
と
分
析
結
果
た
る
結
論
を
知
る
だ
け
な
ら
ば
、

第
一
章
と
終
章
を
読
め
ば
十
分
で
あ
る
。

形
式
の
紹
介
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
内
容
に
入
ろ
う
。

第
一
章
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
氏
の
中
国
農
村
に
対
す
る
問
題
関
心

と
従
来
の
研
究
に
対
す
る
疑
点
を
ま
と
め
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
節

で
は
、
氏
の
中
国
へ
の
関
心
は
な
に
よ
り
も
現
代
中
国
社
会
主
義
へ
の
関
心

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
物
的
生
産
諸
力
の
増
大
と
諸

個
人
の
開
花
が
実
現
さ
れ
る
」
（
四
ペ
ー
ジ
）
社
会
主
義
社
会
が
資
本
主
義
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段
階
を
経
ず
に
い
か
に
実
現
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点

か
ら
世
界
史
を
見
る
場
合
に
出
て
く
る
一
つ
の
理
論
的
問
題
と
、
中
国
社
会

主
義
は
旧
中
国
農
村
（
解
放
お
よ
び
革
命
前
の
中
国
農
村
）
を
ど
の
よ
う
に

変
え
て
き
た
の
か
と
い
う
一
つ
の
事
実
認
識
問
題
が
結
び
つ
い
て
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
従
来
の
研
究
を
検
討
し
た
り
資
料
に

も
と
ず
い
て
氏
自
身
が
分
析
し
た
結
果
、
旧
中
国
の
農
村
は
個
人
が
析
出
す

る
「
市
民
社
会
」
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、

「
市
民
社
会
」
で
な
く
、
ま
た
資
本
主
義
で
も
な
い
旧
中
国
農
村
に
対
す
る

「
中
国
社
会
主
義
」
の
「
社
会
主
義
」
的
変
革
は
、
「
市
民
社
会
」
で
は
な

い
社
会
に
対
す
る
資
本
主
義
段
階
を
経
な
い
社
会
主
義
社
会
の
実
現
の
可
能

性
如
何
、
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
大
理
論
問
題
研
究
の
恰
好
の
一
事
例

と
な
る
の
で
あ
る
。

「
中
国
社
会
主
義
」
の
問
題
は
氏
の
第
三
冊
め
の
著
書
に
お
い
て
論
ぜ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。
と
に
か
く
こ
う
し

て
、
本
書
で
は
、
解
放
前
の
中
国
農
村
社
会
が
「
市
民
社
会
」
で
は
な
く
中

国
的
「
共
同
体
」
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ

る。
つ
づ
く
第
二
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
農
村
社
会
研
究
史
が
、
一
九

二
0
年
代
後
半
J
一
九
三

0
年
代
前
半
、
一
九
三

0
年
代
後
半
J
敗
戦
、
戦

後

t
現
在
の
三
段
階
に
分
け
て
回
顧
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
自
明
の
ご
と

く
考
え
ら
れ
て
い
た
「
共
同
体
」
の
存
在
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
態
調
査
資
料

の
獲
得
と
利
用
に
よ
っ
て
、
「
共
同
体
」
あ
る
い
は
農
民
を
規
制
す
る
枠
組

に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
ら
れ
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
氏
は

研
究
に
お
い
て
実
態
調
査
資
料
の
利
用
を
非
常
に
重
視
す
る
。
し
た
が
っ
て

氏
が
再
検
討
す
る
に
値
す
る
と
す
る
研
究
は
、
実
態
調
査
資
料
を
一
部
分
利

用
し
え
た
「
平
野
・
戒
能
論
争
」
お
よ
び
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
諸
研
究
で
あ

る
。
そ
の
中
国
社
会
主
義
へ
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
旧
中
国
農
村
社
会
を
な

ん
ら
か
の
中
国
的
「
共
同
体
」
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
氏

に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
「
村
落
共
同
体
」
の
存
在
を
否

定
し
、
社
会
経
済
単
位
と
し
て
の
農
民
の
行
動
へ
の
村
落
の
規
制
力
を
否
定

し
て
、
む
し
ろ
農
民
の
行
動
を
規
制
す
る
枠
組
を
農
村
市
場
圏
に
求
め
よ
う

と
す
る
見
脚
、
お
よ
び
農
業
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（
資
本
家
）
的
発
展
の

③
 

可
能
性
を
論
証
し
評
価
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
ら
見
解
に
反
証

す
る
こ
と
を
氏
は
第
二
章
以
下
の
具
体
的
農
村
分
析
の
中
で
行
う
の
で
あ
る

が
、
第
三
節
で
は
「
再
検
討
」
と
い
う
形
式
で
結
論
を
先
ど
り
し
て
い
る
。

そ
れ
は
本
書
の
叙
述
上
で
は
四
項
目
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
主

要
論
点
は
五
点
あ
る
。

第
一
点
は
、
農
村
に
「
共
同
体
」
が
存
在
し
て
い
る
か
、
「
市
民
社
会
」

が
成
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
中
国
農
村
に
お
い

て
は
、
共
同
体
的
土
地
所
有
を
媒
介
に
し
た
共
同
体
結
合
は
存
在
せ
ず
、
し

た
が
っ
て
「
村
落
共
同
体
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

同
族
や
同
村
民
の
土
地
の
先
買
権
の
存
在
、
高
梁
の
開
葉
子
慣
行
、
廟
地
の

存
在
な
ど
を
み
る
と
、
中
国
農
村
社
会
へ
の
市
場
経
済
原
理
の
浸
透
は
不
十

分
で
あ
り
、
農
業
生
産
力
の
低
位
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
人
間

関
係
や
慣
行
は
、
農
民
の
没
落
を
防
ぐ
と
い
う
消
極
的
な
形
に
せ
よ
、
濃
厚

に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
農
村
社
会
は
決
し
て
自
立
し

た
個
人
の
存
在
す
る
「
市
民
社
会
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
地
主
・
小
作
関
係
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
地
主
・
小
作

関
係
は
中
国
各
地
域
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
表
わ
し
、
地
主
を
単
純
に

支
配
階
級
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
点
は
、
農
業
に
お
け
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言干

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
は
、
経
営
規
模
間

の
格
差
は
必
ず
し
も
生
産
力
格
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
な
い
た
め
、
大
経
営
が

優
位
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
さ
ら
に
農
村
に
お
け
る
雇
用

労
働
の
質
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
そ
れ
を
資
本
主
義
的
賃
労
働
と
す
る
見
解

に
疑
念
を
表
明
す
る
。
農
民
層
の
分
解
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
農
民
の
総

体
的
没
落
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
だ
村
落
に
お
け
る
人
的
結
合
に

よ
っ
て
の
み
防
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

第
四
点
は
、
社
会
経
済
単
位
と
し
て
の
農
村
市
場
圏
の
問
題
で
あ
る
。
氏

は
、
農
村
社
会
を
考
察
す
る
際
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
み
と
め
つ
つ
も
、
村

落
も
ま
た
社
会
的
枠
組
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
と
え

ば
、
村
の
役
員
に
よ
る
、
君
主
問
、
村
民
間
の
喧
嘩
の
仲
裁
、
村
裁
判
、
廟
の

運
営
、
打
更
や
出
役
の
割
当
て
、
雨
乞
や
乞
食
旅
行
の
指
揮
、
税
の
割
当
て
、

上
意
下
達
と
い
っ
た
機
能
が
村
を
一
つ
の
社
会
単
位
と
し
て
ま
と
め
て
い
た

こ
と
は
、
村
が
農
民
の
社
会
生
活
に
お
け
る
一
つ
の
枠
組
で
あ
っ
た
例
で
あ

る
。
ま
た
、
解
放
後
の
社
会
主
義
的
改
造
過
程
中
に
お
い
て
も
村
が
存
続
し

続
け
た
と
こ
ろ
に
、
村
が
な
ん
ら
か
の
社
会
単
位
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
根
拠
が
あ
る
と
い
う
。
第
五
点
は
、

中
国
の
村
落
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
雑
居
集
合
体

（
ア
パ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
）
で
は
な
い
。
村
民
は
「
同
族
（
血
縁
）
」
と

「
同
郷
（
地
縁
）
」
と
い
う
こ
つ
の
結
合
原
理
に
よ
っ
て
、
村
落
の
枠
内
で

の
さ
ま
ざ
ま
な
人
的
結
合
に
よ
る
互
助
関
係
に
よ
っ
て
農
業
と
生
活
の
再
生

産
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
再
検
討
の
結
果
、
前
述
の
二
つ
の
主
要
な
見
解
に
は
多
く
の
疑

点
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
で
は
、
中
国
農
村
の
社
会
経
済
構
造
は
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
す
で
に
再
検
討
時
に
結
論
の
輪
郭
は
暗
示
さ

書

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
個
別
的
地
域
に
お
け
る
主
要
論
点
に
つ

い
て
の
検
討
を
実
証
的
に
行
な
う
第
二
章
以
下
の
各
章
の
内
容
を
み
て
の
ち

に
、
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
章
が
対
象
と
す
る
農
村
は
河
北
省
豊
潤
県
米
廠
村
で
あ
る
。
資
料
は
、

一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
か
け
て
満
鉄
が
行
な
っ
た
巽
東
地
区
農
村

調
査
を
ま
と
め
た
『
第
二
次
巽
東
農
村
実
態
調
査
報
告
書
・
統
計
篇
』
豊
潤

県
と
、
昭
和
一
二
年
度
J
昭
和
一
四
年
度
の
『
農
家
経
済
調
査
報
告
』
。
反

証
対
象
は
吉
田
涼
一
氏
の
見
解
で
あ
る
。
石
田
氏
に
よ
れ
ば
、
吉
田
氏
は
、

米
廠
村
に
お
け
る
綿
作
が
富
農
経
営
型
綿
作
で
あ
る
と
し
、
上
層
農
に
お
け

る
農
業
生
産
力
が
下
層
農
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
ゆ
え
に
農
民
層
の
両
極
分

解
が
起
こ
り
、
一
雇
用
労
働
力
を
使
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
富
農
が
析
出
さ
れ
た
と

主
張
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
吉
田
見
解
に
対
し
、
石
田
氏
は
、
吉
田
氏

と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
農
家
を
上
・
中
・
下
の
三
層
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

綿
花
作
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
上
層
農
は
土
地
、
役
畜
、
農
具
等
の
所
有
に
お
い
て
他
層
よ
り
も

優
位
に
あ
る
が
、
土
地
生
産
性
や
労
働
生
産
性
の
面
で
は
他
層
と
大
差
な
い
。

ま
た
上
層
農
と
い
え
ど
も
年
度
ご
と
に
収
益
の
変
動
が
激
し
く
経
営
は
安
定

し
て
い
な
い
。
他
層
に
比
べ
て
大
幅
に
多
い
収
益
を
あ
げ
た
一
九
三
九
年
度

も
単
位
面
積
あ
た
り
の
綿
花
生
産
量
で
は
差
は
な
く
、
そ
の
利
益
は
綿
花
の

販
売
操
作
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
上
層
農
が
他
層
に
比
べ
て

生
産
力
的
に
優
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
次
に
農
民
層

の
分
解
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
氏
は
、
昭
和
二
一
年
J
一
四
年
の
三
年
間
の

『
農
家
経
済
調
査
報
告
』
の
比
較
利
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
年
間
の
規
模
別

農
家
所
有
・
経
営
戸
数
の
変
化
を
調
べ
、
一
一
？
一

O
O畝
所
有
層
の
増
加
、

三一

l
一
O
O畝
経
営
層
の
増
加
、
お
よ
び
所
有
面
積
の
分
布
に
比
べ
て
経
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営
面
積
の
分
布
が
上
方
に
偏
侍
し
て
い
る
ゆ
え
に
小
作
と
い
う
形
で
の
無
所

有
戸
や
下
層
農
の
経
営
規
模
拡
大
欲
求
の
強
い
こ
と
、
を
主
張
す
る
。
こ
う

し
て
「
大
経
営
の
前
進
、
中
層
の
没
落
」
と
い
う
見
解
は
否
定
さ
れ
た
。
こ

の
ほ
か
に
、
氏
は
三
年
間
の
選
択
農
家
の
作
目
別
作
付
比
率
の
変
化
か
ら
上

層
農
の
綿
花
単
一
経
営
化
傾
向
を
否
定
し
、
零
細
農
民
が
雇
用
労
働
者
に
な

る
か
小
作
人
に
な
る
か
は
等
し
い
可
能
性
を
も
っ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
は
向
性
質

の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
の
結
果
、
「
上
層
農
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
発
展
は
不
可
能
だ
」
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で
あ
る
。

本
章
は
吉
田
説
を
単
純
な
両
極
分
解
か
ら
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
可
能
性

を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
事
実
資
料
に
よ
っ
て
反
証
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
九
三

0
年
代
の
中
国
に
お
け
る
農
民
層
分
解

の
諸
類
型
の
全
体
的
理
解
を
め
ざ
し
、
米
廠
村
の
綿
作
に
富
農
型
綿
作
経
営

の
存
在
お
よ
び
そ
の
特
徴
を
見
出
さ
ん
と
し
た
吉
田
氏
に
す
れ
ば
、
こ
の
批

判
は
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
。
農
民
層
分
解
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ

と
は
石
田
氏
の
目
的
で
は
な
い
。
氏
に
と
っ
て
は
、
商
品
経
済
は
自
然
災
害

と
同
様
、
農
民
に
と
っ
て
外
的
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
産
力
低
位
と

い
う
も
う
一
つ
の
制
約
条
件
に
よ
っ
て
、
農
民
は
全
体
的
に
没
落
す
る
し
か

な
い
。
こ
の
ド
グ
マ
を
さ
ら
に
、
没
落
を
免
れ
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
は

な
ん
ら
か
の
人
的
結
合
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
展
開
す
る
た
め
に
は
全
体
的

な
没
落
と
い
う
傾
向
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。
石
田
氏
の
論
理
の
展
開
に
と
っ
て
の
本
章
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。

第
三
章
は
、
河
北
省
幾
城
県
寺
北
柴
村
の
通
婚
圏
を
調
査
し
た
『
中
国
農

村
慣
行
調
査
』
第
三
巻
を
資
料
に
、
築
城
県
の
各
市
集
の
様
子
や
市
集
圏
の

構
造
、
河
北
・
山
東
両
省
農
村
の
婚
姻
慣
習
（
媒
人
の
性
格
を
も
含
め
て
）
、

寺
北
柴
村
の
一
八
六
人
の
妻
の
出
身
村
の
地
理
的
分
布
（
通
婚
圏
）
を
調
べ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
通
婚
圏
は
、
県
城
に
近
接
し
て
い
る
寺
北
柴

村
の
場
合
、
ほ
ぽ
県
城
を
中
心
と
す
る
市
集
閣
に
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
理

由
は
、
婚
姻
に
お
い
て
媒
人
の
果
た
す
大
き
な
役
割
と
媒
人
の
社
会
交
通
領

域
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
、
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

媒
人
を
め
ぐ
る
婚
姻
慣
習
は
、
親
戚
や
友
人
と
い
っ
た
村
落
・
同
族
的
要
因

に
も
と
づ
く
人
間
関
係
を
基
礎
に
し
て
お
り
、
婚
姻
に
お
け
る
村
民
の
行
動

は
決
し
て
市
場
閣
内
で
自
由
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
村
落
と
同
族
と
い

う
人
的
結
合
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
と
第
五
章
は
、
同
じ
く
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
を
資
料

と
し
て
、
河
北
省
那
台
県
七
里
河
下
流
の
水
利
組
織
を
分
析
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
鎌
」
と
い
う
水
利
権
が
土
地
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、

水
利
組
織
の
役
員
は
村
あ
る
い
は
同
族
を
基
礎
と
し
て
選
挙
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
水
利
組
織
の
成
員
は
村
を
媒
介
に
し
て
組
織
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
、

水
争
い
は
水
利
組
織
内
部
で
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
四
点
か
ら
、
水
利

組
織
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
は
な
く
、
「
共
同
体
」
、
そ
れ
も
村
落
に
対
す
る

「
二
次
的
共
同
体
」
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

第
六
章
も
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
一

J
五
巻
を
利
用
す
る
。
対
象
は
、

河
北
省
順
義
県
沙
井
村
、
同
省
築
城
県
寺
北
山
木
村
、
山
東
省
歴
城
県
冷
水
溝

荘
、
同
省
恩
県
後
夏
f

築
、
河
北
省
昌
梨
県
侯
家
営
、
同
省
良
郷
県
呉
店
村
で

あ
る
。
資
料
か
ら
、
村
落
の
形
成
史
（
移
住
史
）
、
雑
姓
村
で
あ
る
こ
と
、

村
廟
と
そ
の
意
義
、
廟
運
営
（
祭
紀
、
会
計
、
役
員
）
の
し
か
た
、
廟
役
員

と
村
役
員
の
一
致
性
、
廟
財
産
は
村
財
産
で
あ
る
こ
と
、
村
の
事
業
と
し
て

の
雨
乞
い
と
廟
の
修
繕
そ
し
て
学
校
運
営
、
が
農
民
と
の
質
疑
応
答
を
引
用

し
て
説
明
・
例
証
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
村
落
は
明
初
以
降
の
移

住
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
形
成
初
期
の
不
安
を
鎮
め
る
拠
り
ど
こ
ろ
と
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評

し
て
雑
姓
村
で
は
村
廟
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
、
廟
は
村
全
体
で
運
営
さ
れ
て

き
た
し
、
村
の
財
産
と
は
廟
の
財
産
の
こ
と
で
あ
り
、
廟
の
事
業
は
村
の
事

業
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
状
態
の
も
と
で
は
村
事
と
い
え
ば
廟
に
関
す
る
こ

と
だ
け
で
村
役
員
と
い
う
の
は
廟
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
こ
ろ
が
清
末
以

降
村
事
の
増
大
と
と
も
に
村
役
員
と
廟
役
員
と
が
機
能
分
化
し
て
き
た
こ
と
、

等
が
示
さ
れ
た
。
廟
は
村
落
民
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、
廟

祭
は
村
民
の
団
結
を
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
廟
財
産
は
村
内
貧
困
者
の
生
活

を
保
障
す
る
う
え
で
役
立
っ
た
。
中
国
の
村
落
は
、
「
村
落
共
同
体
」
で
は

な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
人
的
結
合
が
廟
を
中
心
と
し
て
営
ま
れ
る
舞
台
な
の

で
あ
る
。

本
章
は
華
北
農
村
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
ま
と
め
と
も
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
農
民
に
と
っ
て
、
経
済
社
会
活
動
の
領
域
と
し
て
市
場
闘
は
大

き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
生
活
と
生
産
を
安
定
さ
せ
る
う
え
で
重

要
な
の
は
血
縁
と
地
縁
に
も
と
づ
く
人
間
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
村
落
を

一
つ
の
枠
組
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

市
場
圏
と
重
な
る
通
婚
圏
も
、
ま
た
一
見
す
る
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
み
え

る
水
利
組
織
も
血
縁
と
地
縁
を
そ
の
結
合
原
理
と
す
る
村
落
な
し
で
は
十
分

理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
七
章
は
華
中
江
南
農
村
を
対
象
と
す
る
。
資
料
と
調
査
年
次
、
調
査
農

村
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
満
鉄
上
海
事
務
所
調
査
室
編
『
上
海
特
別
市

嘉
定
区
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
（
一
九
三
九
年
石
樹
門
郷
澄
掛
橋
、
丁

家
村
）
、
同
『
江
蘇
省
太
倉
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
こ
九
三
九
年
利

泰
郷
進
経
部
落
）
、
同
『
江
蘇
省
常
熟
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
（
一
九
三

九
年
厳
家
上
）
、
同
『
江
蘇
省
松
江
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
（
一
九
四

O
年
華
陽
鎮
西
裡
行
浜
、
許
歩
山
橋
、
辞
家
棟
、
何
家
壊
）
、
同
『
江
蘇

中一目

省
無
錫
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
（
一
九
四

O
年
栄
巷
鎮
小
丁
巷
、
鄭

巷
、
楊
木
橋
）
、
同
『
江
蘇
省
南
通
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
（
一
九
四

O

年
金
沙
鎮
頭
総
廟
）
、
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pp印
伊
豆
ど
な
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（い

V
S
F
と（

5
8令
門
戸
製
品
郎
知
門
円
滑
習
得
必
）
、
林
恵
海
『
中
支
江
南
農
村

社
会
制
度
研
究
』
上
巻
（
一
九
三
九
J
一
九
四
三
年
江
蘇
省
呉
県
楓
橋
鎮
）
。

本
章
は
、
こ
れ
ら
の
、
大
都
市
上
海
を
間
近
に
控
え
、
県
城
か
ら
比
較
的
近

い
ゆ
え
に
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
達
し
た
農
村
に
つ
い
て
、
農
民
の
社
会
交

通
領
域
は
福
武
直
氏
の
い
う
「
町
村
共
同
体
」
に
ま
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
拡
が

ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
血
縁
・
地
縁
に
よ
り
生
じ
る
社
会
関
係
が
存
在
し
た
こ

と
を
実
証
す
る
。
そ
れ
は
農
耕
上
で
は
、

ω
換
工
の
普
及
と
雇
一
傭
関
係
に

も
血
縁
・
地
縁
に
よ
る
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

ω
農
具
や
家
畜
の

無
償
貸
借
・
共
同
所
有
・
共
同
利
用
、

ω
水
利
漉
瓶
労
働
の
地
縁
的
集
団

性
、
に
表
わ
れ
る
。
ま
た
土
地
売
買
上
で
は
、
「
田
健
回
隣
」
と
い
っ
た
土

地
所
有
権
の
移
動
に
際
し
て
の
村
の
閉
鎖
性
を
示
す
慣
行
が
見
ら
れ
る
。
金

融
上
で
は
、
農
民
間
の
相
互
扶
助
的
金
融
た
る
銭
会
の
存
在
や
同
族
・
友
人

に
よ
る
無
担
保
金
融
の
慣
行
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
グ
リ
l
グ
利
用
に
お
け
る

村
の
排
他
性
、
君
主
円
慣
行
と
盗
人
の
罰
金
の
廟
祭
費
用
充
当
慣
行
が
示
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
慣
行
の
存
在
は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
浸
透
の
も
と
で
没
務
の
危

機
に
さ
ら
さ
れ
た
個
別
農
民
が
、
血
縁
・
地
縁
を
通
じ
て
、
か
え
っ
て
相
互

扶
助
的
な
「
生
活
共
同
体
」
の
再
生
産
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
八
章
は
華
南
農
村
を
対
象
と
す
る
。
本
章
で
は
前
章
ま
で
と
違
っ
て
、

主
と
し
て
依
拠
さ
れ
て
い
る
村
落
調
査
資
料
は
な
い
。
叙
述
は
、
華
北
・
華

中
と
比
較
し
た
華
南
農
業
の
特
徴
、
土
地
所
有
面
積
と
経
営
面
積
の
特
徴
、

自
小
作
別
農
家
割
合
の
特
徴
、
と
い
っ
た
概
況
を
説
明
し
た
あ
と
、
も
っ
ぱ

ら
同
族
結
合
に
関
す
る
文
献
を
利
用
し
て
、
そ
の
結
合
の
特
徴
を
、

ω族
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田
の
割
合
と
そ
の
形
成
史
、

ω
族
回
の
小
作
制
度
、
助
同
族
の
祭
組
、

ω
族
聞
の
械
闘
、
例
族
内
裁
判
、
に
ま
と
め
説
明
す
る
こ
と
に
費
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
華
南
農
村
に
お
い
て
、
土
地
所
有
・
経
営
面
積
の
零
細
な

農
家
が
多
い
こ
と
、
零
細
な
農
民
は
同
族
回
に
依
拠
し
て
生
活
し
て
い
る
こ

と
、
族
田
は
地
域
差
は
あ
る
も
の
の
広
東
省
で
は
重
要
な
割
合
を
占
め
る
こ

と
、
同
族
結
合
は
族
田
の
存
在
、
族
の
祭
問
、
械
閥
、
族
内
裁
判
に
典
型
的

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
き
わ
め
て
強
固
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
示
さ
れ
た
。

以
上
の
論
証
に
よ
っ
て
、
中
国
農
村
の
社
会
経
済
構
造
は
ど
の
よ
う
に
把

握
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
に
よ
っ
て
、
農
法
、
農
業
生
産
力
、
商
品
経

済
の
浸
透
、
村
落
形
成
史
な
ど
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
中
国
農
村
で

は
、
個
々
の
農
民
あ
る
い
は
農
家
は
、
た
ん
に
個
別
的
に
市
場
を
通
じ
て
結

び
つ
く
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
あ
る
い
は
人

的
結
合
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
的
結
合
は
血
縁
・
地
縁
と
い
う
主

と
し
て
二
つ
の
結
合
原
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
村
落
は
そ
れ
ら
人
的
結

合
の
一
つ
の
完
結
し
た
枠
を
な
す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

地
域
お
よ
び
村
に
よ
っ
て
、
血
縁
・
地
縁
の
い
ず
れ
が
ど
の
よ
う
に
結
合
の

モ
メ

γ
ト
を
な
す
か
に
は
ち
が
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
石
田
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
人
的
結
合
を
含
む
枠
組
と
し
て
の
村
落
を
「
生
活
共
同
体
」
と

呼
ぶ
。
生
産
力
の
低
位
に
制
約
さ
れ
、
自
然
や
政
権
と
い
っ
た
外
圧
か
ら
自

ら
の
生
活
と
生
産
を
守
る
た
め
、
農
民
は
こ
う
し
た
「
共
同
体
」
に
依
拠
し

て
生
活
し
生
産
を
行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
生

活
共
同
体
」
は
、
生
産
力
の
低
位
と
外
的
条
件
に
よ
る
不
安
が
続
く
解
放
後

に
お
い
て
も
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
氏
の

主
張
で
あ
る
。

本
書
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
日
本
で
論
じ
ら
れ
た
中
国
農
村
社
会

の
構
造
、
と
り
わ
け
村
落
共
同
体
に
関
す
る
議
論
に
真
正
面
か
ら
と
り
く
ん

で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
議
論
の
過
程
の
中
で
得
ら
れ
た
研
究
成
果
を
自
己
の

中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
理
解
の
中
に
生
か
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
近
年
、

市
場
・
商
品
経
済
関
係
か
ら
中
国
社
会
経
済
を
分
析
し
、
一
九
四
九
年
以
前

は
半
封
建
半
植
民
地
社
会
経
済
、
一
九
四
九
年
以
後
は
「
社
会
主
義
」
あ
る

い
は
そ
の
過
渡
期
で
あ
る
と
と
ら
え
る
見
解
が
数
多
く
の
成
果
を
生
み
出
し

て
き
た
。
本
書
は
、
そ
れ
ら
分
析
か
ら
脱
落
し
て
い
る
農
民
の
協
同
関
係

を
社
会
経
済
分
析
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
四
九
年
以
後
の

「
中
国
社
会
主
義
」
を
一
九
四
九
年
以
前
と
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
し
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
中
国
社
会
主
義
」
の
独
自
性
を
も
際
立
た
せ
う
る

視
角
を
提
示
し
て
い
る
。
後
進
国
「
社
会
主
義
」
分
析
に
お
け
る
「
共
同
体

論
的
視
角
」
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
、
農
民
の
協
同
関

係
が
社
会
主
義
的
変
革
以
前
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
か
を
追
求
し

た
の
が
本
書
の
分
析
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
角
の
自
覚
的
提
示
と
、
解
放
前
に

お
け
る
そ
の
一
定
程
度
の
有
効
性
を
実
態
調
査
資
料
か
ら
た
ん
ね
ん
に
例
証

し
え
た
こ
と
が
、
本
書
の
成
果
で
あ
る
。

与
え
ら
れ
た
紙
幅
は
あ
と
わ
ず
か
ゆ
え
、
本
書
の
は
ら
む
問
題
点
に
つ
い

て
、
簡
略
に
私
の
意
見
を
述
べ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
資
料
の
使
い
方
の
問
題
。

氏
は
「
実
態
調
査
資
料
」
に
依
存
し
す
ぎ
て
い
る
。
事
実
に
も
と
づ
か
な
い

空
論
は
も
ち
ろ
ん
問
題
外
で
あ
る
が
、
「
実
態
」
を
調
査
し
た
資
料
の
文
面

に
素
直
な
こ
と
が
そ
の
分
析
を
意
義
あ
ら
し
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
調
査
が

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
、
一
つ
ひ
と
つ
の
情
報
は
何
を
示
し
何
を
示
し

て
い
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
分
析
が
も
の
足
り
な
い
。
二
つ
だ
け
例

を
出
す
。
巽
東
農
村
の
調
査
数
字
は
あ
ま
り
に
数
字
と
し
て
詳
し
す
ぎ
る
。
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評

そ
れ
ゆ
え
、
わ
ず
か
な
数
字
の
差
に
大
き
な
意
味
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
変
化

傾
向
を
一
般
化
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
た
っ
た
三
年
間
の
期
間
に
数
戸

の
増
減
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
解
傾
向
を
い
う
に
は
数
字
の
背
後
の
意
味
を
問

う
べ
き
だ
。
ま
た
、
協
同
慣
行
の
存
在
は
、
文
面
に
表
わ
れ
な
い
多
数
の
非

協
同
慣
行
と
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。
「
共
同
体
論
的
視
角
」
に
も
と
づ
い
て
、

わ
ず
か
な
協
同
慣
行
の
存
在
か
ら
そ
の
全
面
的
存
在
を
主
張
す
る
の
は
正
し

く
な
い
。
資
料
の
性
質
の
分
析
に
よ
り
た
と
え
「
共
同
体
論
的
視
角
」
に
も

と
づ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
協
同
慣
行
に
は
そ
の
実

態
に
ふ
さ
わ
し
い
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
相

互
扶
助
関
係
を
「
生
活
共
同
体
」
に
結
び
つ
け
る
の
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ

り
、
「
共
同
体
」
概
念
そ
の
も
の
を
浅
薄
に
す
る
。
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、

氏
が
「
共
同
体
」
と
い
う
用
語
に
こ
だ
わ
る
の
も
、
「
共
同
体
」
探
求
と
い

う
問
題
意
識
を
も
っ
て
実
態
調
査
し
た
人
々
の
作
っ
た
資
料
を
、
あ
ま
り
に

素
直
に
利
用
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
。
共
同
体
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
氏
と
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
議
論

を
し
て
き
た
。
そ
の
中
の
論
点
の
一
つ
は
「
生
活
共
同
体
」
概
念
に
つ
い
て

で
あ
ヲ
た
。
こ
の
概
念
が
本
来
の
「
共
同
体
」
概
念
で
は
な
く
、
「
市
民
社

会
」
か
「
共
同
体
」
か
と
い
う
二
者
択
一
的
発
想
か
ら
中
国
農
村
社
会
を
規

定
し
た
結
果
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
中
味
は
な
ん

ら
か
の
人
間
関
係
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
相
互
扶
助
関
係
に
す
ぎ
な
い
場
合

も
あ
る
こ
と
、
は
明
ら
か
で
あ
る
。
氏
に
と
っ
て
は
、
「
共
同
体
論
的
視
角
」

の
表
明
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
解
放
前
の
村
落
や
人
間
関
係
の
分
析
も
、

中
国
農
村
社
会
に
い
か
な
る
「
共
同
体
」
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
う
歴
史

的
研
究
で
は
な
く
、
た
ん
に
「
共
同
体
論
的
視
角
」
で
中
国
農
村
社
会
を
見

れ
ば
、
そ
れ
が
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
「
一
性
格
」
表
示
で
し
か
な
い
の
で

雲

あ
る
。
こ
の
結
果
、
氏
の
「
生
活
共
同
体
」
の
「
共
同
体
」
性
は
き
わ
め
て

あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
氏
は
「
共
同
体
」
と
い
う
用

語
に
執
着
す
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
「
社
会
関
係
」
や
「
集
団
」
で
は
い
け
な

い
の
か
。
あ
え
て
「
共
同
体
」
と
名
づ
け
る
べ
き
根
拠
は
あ
る
の
か
。
第
二

に
、
商
品
交
換
関
係
は
他
の
社
会
関
係
と
排
他
的
な
性
質
を
も
っ
と
は
限
ら

ず
、
そ
れ
は
そ
れ
を
な
り
た
た
せ
補
完
す
る
人
間
関
係
を
必
然
的
に
伴
っ
て

い
る
。
氏
の
「
共
同
体
論
的
視
角
」
か
ら
は
、
商
品
交
換
関
係
は
「
市
民
社

会
」
的
な
も
の
と
し
て
農
民
と
農
家
に
と
っ
て
の
外
的
条
件
と
さ
れ
て
し
ま

う
。
商
品
経
済
関
係
と
そ
れ
を
な
り
た
た
せ
補
完
す
る
人
間
関
係
の
総
体
を

と
ら
え
る
社
会
論
は
な
い
も
の
か
。
第
三
に
、
商
品
経
済
発
展
の
歴
史
的
発

展
段
階
を
考
慮
に
入
れ
、
た
ん
な
る
「
社
会
集
団
」
で
は
な
い
歴
史
的
存
在

と
し
て
の
「
共
同
体
」
論
を
展
開
す
る
に
は
、
氏
の
「
生
活
共
同
体
」
で
は
、

そ
も
そ
も
歴
史
的
研
究
に
必
要
な
生
成
史
的
理
解
を
欠
い
て
い
る
。
第
六
章

の
移
住
史
や
村
廟
建
設
史
は
「
生
活
共
同
体
」
概
念
の
生
成
史
的
理
解
に
ま

で
高
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
三

O
J四
0
年
代
の
調
査
資
料
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
村
落
は
い
っ
た
い
い
つ
出
現
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、

台
湾
漢
人
村
落
形
成
史
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
移
住
と
村
の
形
成
以
来

同
じ
性
格
を
示
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
氏
の
共
同
体
論
は
こ
う
し
た
歴
史

的
変
化
の
研
究
に
補
わ
れ
て
こ
そ
、
た
ん
な
る
「
視
角
」
の
主
張
以
上
の
意

義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

①
三
部
作
と
は
、
『
台
湾
漢
人
村
落
の
社
会
経
済
構
造
』
一
九
八
五
年
関
西
大
学

出
版
部
、
本
書
、
そ
れ
に
氏
が
現
在
次
々
と
発
表
し
つ
つ
あ
る
一
連
の
論
稿
を
集

大
成
し
た
あ
か
つ
ぎ
に
上
梓
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
『
中
国
農
村
社
会
経
済
椛
造
の
変

容
分
析
』
、
の
三
冊
で
あ
る
。
な
お
、
『
台
湾
漢
人
村
落
の
社
会
経
流
構
造
』
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
松
田
吉
郎
氏
に
詳
細
な
書
評
が
あ
る
。
（
関
西
大
学
『
経
済
論

165 (489) 



集
』
第
三
六
巻
第
一
号
一
九
八
六
年
五
月
）

②
こ
の
共
同
学
習
の
思
い
出
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
『
台
湾
漢
人
村
落
の
社
会
経

済
構
造
』
の
「
あ
と
が
き
」
や
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
私
た

ち
の
研
究
会
活
動
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
中
国
経
済
研
究
会
『
会
報
』
第
一
号

J
第
四
号
、
臨
時
号
（
一
九
七
六
年
十
月

t
一
九
七
九
年
九
月
）
お
よ
び
『
活
動

状
況
表
』
（
一
九
人
一
年
三
月
）
、
野
沢
豊
『
近
き
に
在
り
て
』
第
二
号
ハ
一
九
八

二
年
九
月
）
「
研
究
会
め
ぐ
り
京
都
大
学
中
国
経
済
研
究
会
〈
京
都
）
」
、
同
号
内

山
雅
生
「
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
と
華
北
農
村
社
会
の
突
態
把
握
」
、
同
第
九
号

ハ
一
九
八
六
年
五
月
）
「
第
四
回
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
合
同
研
究
会
の
記
録
」
、

石
田
浩
「
『
中
国
一
農
村
慣
行
調
査
』
研
究
と
鍵
城
県
寺
北
柴
生
産
大
隊
の
訪
問
」

『
東
方
』
三
六
号
一
九
人
四
年
三
月
、
等
に
そ
の
一
端
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

③
こ
の
見
解
の
代
表
者
と
し
て
民
は
次
の
よ
う
な
人

f

検
討
し
て
い
る
。
稿
武
直
『
中
国
一
決
村
社
会
の
構
造
』
（
『
福
武
寵
著
作
集
』
第
九

巻
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
六
年
）
、
古
島
和
雄
「
旧
中
国
に
お
け
る
土
地

所
有
と
そ
の
性
格
」
（
山
本
秀
夫
・
野
間
消
編
『
中
国
一
農
村
革
命
の
展
開
』
ア
ジ

ア
経
済
研
究
所
一
九
七
二
年
）
、
河
地
重
蔵
『
毛
沢
東
と
混
代
中
国
』
？
、
ネ
ル

グ
ァ
書
房
一
九
七
二
年
三

③
こ
の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
第
二
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
吉
田

波
一
コ
一

O
世
紀
中
国
の
一
棉
作
農
村
に
お
け
る
農
民
展
分
解
に
つ
い
て
」
〈
『
東

洋
史
研
究
』
第
三
四
巻
第
三
号
一
九
七
五
年
一
二
月
〉
で
あ
る
。
な
お
、
同
氏

に
は
「
半
植
民
地
中
国
に
お
け
る
農
民
層
分
解
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
『
新
し
い
歴

史
学
の
た
め
に
』
一
四
二
号
一
九
七
六
年
五
月
）
が
あ
る
。

（A
5版

W
＋
三
一
一

O
頁
一
九
八
六
年
五
月
晃
洋
書
房
〉

（
福
山
大
学
経
済
学
部
講
師

）
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