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本
書
は
佐
藤
次
高
氏
が
過
去
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
に
若
干
の
改
訂
と
加

筆
を
施
し
、
さ
ら
に
今
回
新
し
く
書
き
下
ろ
し
た
部
分
（
序
章
、
第
二
部
の

第
一
章
、
第
二
章
）
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
イ
ク
タ
l
制
お
よ
び
そ
れ
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
国
家
と
社
会
の
研
究
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
時
代
は
、

王
朝
で
い
え
ば
プ
ワ
イ
フ
朝
、
ァ
ィ
ュ

l
ブ
朝
、
マ
ム
ル

l
ク
朝
の
中
期
頃

ま
で
、
地
域
は
イ
ラ
ク
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ラ
ブ
世
界

で
あ
る
。
ま
ず
は
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
イ
グ

タ
l
制
の
起
源
と
歴
史
を
概
観
し
た
序
章
に
続
い
て
、

第
一
部
イ
ク
タ
l
制
成
立
期
の
イ
ラ
ク
社
会

（
第
一
章
イ
ク
タ
l
制
の
成
立
）
イ
ク
タ
l
制
は
ブ
ワ
イ
フ
朝
治
下
九

四
六
年
に
イ
ラ
ク
中
部
の
農
耕
地
帯
に
お
い
て
初
め
て
施
行
さ
れ
た
。
民
間

の
小
規
模
な
私
有
地
を
軍
人
に
授
与
し
て
政
府
の
取
り
分
を
取
得
せ
し
め
た

こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
史
上
初
め
て
で
あ
り
、
こ
こ
に
イ
ク
タ
i
制
の
新
し
さ
が

あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
イ
ク
タ
l
は
俸
給
の
か
わ
り
に
授
与
さ
れ
た
徴
税

権
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
授
与
に
は
、
和
約
や
盟
約
の

締
結
、
安
全
保
障
の
要
求
、
大
ア
ミ

l
ル
へ
の
服
従
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る

書

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ク
タ
l
授
与
が
国
家
秩
序
の
形
成
に
重
要
な
役
割

を
果
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
イ
ク
タ
l
制
が
や
が
て
西
ア
ジ
ア

社
会
に
一
般
化
し
て
ゆ
く
理
由
の
一
つ
は
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
ア
ミ

1
ル
は
種
々
の
機
会
を
と
ら
え
て
は
、
ダ
イ
ラ
ム
人
か
ら
イ
ク
タ

ー
を
没
収
す
る
一
方
、
ト
ル
コ
軍
人
に
は
イ
ク
タ
ー
を
授
与
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
イ
ク
タ
l
保
有
の
面
か
ら
ト
ル
コ
軍
人
の
優
位
が
確
立
し
て
ゆ

く
過
程
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
イ
ク
タ
l
保
有
を
基
礎
に
し
て
、

や
が
て
行
政
権
を
合
わ
せ
持
つ
軍
人
が
登
場
し
て
く
る
。

（
第
二
章
イ
ラ
ク
社
会
の
変
容
）
イ
ク
タ
l
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
徴

税
や
勧
農
の
業
務
は
ム
グ
タ
I
（
イ
ク
タ
l
保
有
者
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

の
が
た
て
ま
え
と
さ
れ
、
以
前
そ
れ
ら
の
業
務
を
遂
行
し
て
い
た
徴
税
官
の

権
限
は
著
し
く
縮
小
さ
れ
た
。
ム
ク
タ
l
の
代
理
人
と
な
っ
て
農
村
を
管
理

・
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ム
ク
タ
l
の
郎
党
お
よ
び
以
前
徴
税
官

や
有
力
者
に
仕
え
て
い
た
書
記
た
ち
で
あ
っ
た
。

プ
ワ
イ
フ
朝
成
立
以
前
の
イ
ラ
ク
で
、
農
村
社
会
の
有
力
者
と
し
て
私
有

地
を
所
有
し
て
い
た
タ
l
ニ
1
は
、
ム
ク
タ
ー
に
よ
る
厳
し
い
収
奪
を
受
け

て
、
し
だ
い
に
ム
ク
タ
l
に
隷
属
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
財
政
危
機
を
乗
り

切
る
た
め
の
手
段
と
し
て
随
時
用
い
ら
れ
た
タ
ス
ピ

1
プ
（
軍
人
を
地
方
に

派
遣
し
、
俸
給
に
見
合
う
現
金
・
現
物
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
）
の
措
置
は
、

ま
す
ま
す
軍
人
に
よ
る
地
方
支
配
を
助
長
し
た
。
軍
人
は
商
業
を
も
保
護
下

に
入
れ
、
地
方
に
独
自
の
支
配
権
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

王
朝
中
期
以
降
、
地
方
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
公
的
な
保
護
権

（
ヒ
マ

l
ヤ
）
を
持
つ
ワ
l
リ
ー
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
的
ヒ

マ
l
ヤ
の
権
益
を
獲
得
し
て
い
た
ム
グ
タ
！
と
ワ

l
リ
l
の
利
害
は
対
立
し
、

両
者
の
紛
争
が
し
ば
し
ば
持
ち
あ
が
っ
た
。

(491) 167 



第
二
部
エ
ジ
プ
ト
・
シ
リ
ア
の
イ
ク
タ
l
制

（
第
一
章
ア
イ
ユ

I
プ
朝
の
イ
ク
タ
l
制
）
一
一
六
九
年
イ
ク
タ
l
制

を
施
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ラ
デ
ィ
ン
は
エ
ジ
プ
ト
に
新
体
制
を
作
り

あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
シ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
ア
イ
ユ

l
プ
朝
の
主
権

が
確
立
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
イ
ク
タ
l
授
与
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。
し
か
し

シ
リ
ア
の
各
地
に
は
、
ム
グ
タ
ー
よ
り
独
立
的
権
限
の
強
い
サ
l
ヒ
プ
が
存

在
し
て
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
に
は
サ

1
ヒ
プ
は
存
在
せ
ず
、
通
常
は
ム

グ
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
管
理
と
支
配
を
行
う
の
が
慣
例
だ
っ
た
。

ア
イ
ユ

I
ブ
朝
の
イ
ク
タ
l
制
に
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
ス
ル
タ
I
ン

に
特
定
の
地
域
を
指
定
し
て
要
求
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
ま
た
そ
の

結
果
と
し
て
、
イ
ク
タ
l
保
有
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
紛
争
や
要
求
の
多
く
は
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
治
世
に
集
中
し
て
い
る

が
、
軍
事
力
に
見
合
う
イ
ク
タ
ー
を
授
与
す
る
た
め
に
、
サ
ラ
l
フ
検
地
が

実
施
さ
れ
た
。

ム
ク
タ
ー
が
ス
ル
タ
l
ン
に
対
し
て
果
す
べ
き
第
一
の
義
務
は
軍
事
奉
仕

で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
建
設
事
業
を
分
担
し
て
請
負
う
義
務
、
水
利
機
構
を

管
理
・
維
持
す
る
責
任
等
が
あ
っ
た
。
一
方
ム
ク
タ
l
の
最
も
重
要
な
権
利

は
租
税
の
取
り
分
権
で
あ
る
。
イ
グ
タ
I
保
有
期
間
に
つ
い
て
は
、
エ
ジ
プ

ト
で
は
世
襲
の
慣
行
は
な
か
っ
た
が
、
シ
リ
ア
で
は
世
襲
の
事
例
は
少
な
く

な
い
。
イ
グ
タ
l
経
営
に
関
し
て
は
、
ア
イ
ュ

l
ブ
朝
時
代
の
ム
ク
タ
ー
も

代
理
人
を
派
遣
し
て
経
営
に
当
ら
せ
た
。
大
ム
ク
タ
！
の
場
合
、
水
利
事
業

に
意
欲
的
に
取
り
く
み
、
ま
た
蓄
え
た
収
入
を
公
共
事
業
に
ふ
り
む
け
た
事

例
が
知
ら
れ
る
。

（
第
二
章
バ
イ
パ
ル
ス
の
イ
ク
タ
1
政
策
）
本
章
で
は
初
期
マ
ム
ル
l

グ
朝
国
家
の
イ
ク
タ
l
制
の
意
義
と
役
割
が
検
討
さ
れ
る
。

パ
イ
パ
ル
ス
時
代
を
中
心
に
ア
ミ
l
ル
へ
の
イ
ク
タ
l
授
与
の
事
例
を
み

る
と
、
け
シ
リ
ア
の
事
例
数
が
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
の
約
二
倍
で
あ
る
。
こ
れ

は
シ
リ
ア
の
流
動
的
で
活
発
な
政
治
情
勢
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
こ
の

時
代
に
お
い
て
も
ま
だ
ス
ル
タ
1
γ
に
特
定
の
地
域
を
要
求
し
て
い
る
例
が

か
な
り
あ
る
。
こ
の
他
に
バ
イ
パ
ル
ス
は
、
シ
リ
ア
で
多
数
の
ア
ミ
l
ル
に

思
恵
的
に
私
有
地
を
授
与
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
家
体
制
を
整
え
て
ゆ
〈

過
程
で
の
特
別
な
措
置
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ア
ミ
l
ル
に
よ
る
イ
ク
タ
l
経
営
と
農
民
支
配
の
た
め
の
中
枢
機
関
と
し

て
機
能
し
て
い
た
の
が
、
デ
ィ
l
ワ
l
γ

・
ア
ル
・
ア
ミ
l
ル
で
あ
る
。
こ

の
デ
ィ
l
ワ
l
ン
の
ス
タ
ッ
フ
は
租
税
の
徴
収
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
に
種

子
農
料
を
貸
与
し
、
水
利
機
構
を
管
理
・
維
持
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
。

ア
ミ
l
ル
の
多
く
は
大
都
市
に
住
ん
で
い
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
自
ら

の
イ
ク
タ
！
と
か
な
り
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。

ア
ミ
l
ル
以
外
の
イ
ク
タ
l
保
有
を
み
れ
ば
、
ス
ル
タ
l
γ
直
属
の
マ
ム

ル
1
ク
の
イ
ク
タ
l
は
、
シ
リ
ア
に
集
中
し
て
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
マ
ム
ル

ー
タ
は
そ
の
多
く
が
俸
給
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
ハ
ル
カ
騎
士
（
自
由
身
分
の
騎
士
）
は
、
数
ば
か
り
で
な
く
イ

ク
タ
l
保
有
の
点
で
も
マ
ム
ル
l
グ
を
し
の
い
で
い
た
。
ま
た
ウ
ル
バ

l
ン

（
半
農
半
牧
ま
た
は
遊
牧
の
ア
ラ
プ
）
に
対
し
て
も
イ
グ
タ
ー
が
授
与
さ
れ

た
が
、
そ
の
本
来
の
目
的
は
ス
ル
タ
l
ソ
と
ウ
ル
パ

l
ン
と
の
聞
の
信
頼
関

係
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
に
バ
イ
パ
ル

ス
は
ワ
l
フ
ィ
デ
ィ

1
ヤ
（
エ
ジ
プ
ト
へ
来
往
し
た
ホ
ラ
ズ
ム
人
、
ク
ル
ド

人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
な
ど
）
を
お
お
む
ね
厚
遇
し
、
イ
ク
タ
ー
を
授
与
し
た
。

（
第
三
章
イ
ク
タ
l
制
の
展
開
）
パ
イ
パ
ル
ス
時
代
に
は
マ
ム
ル

l
グ

以
外
の
勢
力
が
依
然
と
し
て
か
な
り
の
数
の
イ
タ
タ
ー
を
保
持
し
て
い
た
。
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評

し
か
し
十
三
世
紀
末
頃
ま
で
に
は
マ
ム
ル

l
p軍
団
の
勢
力
が
し
だ
い
に
拾

頭
し
、
ス
ル
タ
l
y
が
マ
ム
ル

l
F
を
無
視
し
て
自
ら
の
政
権
を
維
持
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
状
況
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
マ
ム
ル

I
グ
朝
国

家
の
領
土
は
固
定
化
し
、
イ
ク
タ
ー
の
た
め
の
新
た
な
補
充
地
を
確
保
し
に

く
く
な
ヮ
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
の
が
フ
サ

l
ム
検
地
と
ナ
l
ス
ィ
ル
検
地
で
あ
る
。

フ
サ
l
ム
検
地
実
施
の
直
接
の
原
因
は
、
当
時
ア
ミ
l
ル
た
ち
が
ハ
ル
カ

騎
士
の
権
利
を
保
護
す
る
名
目
で
、
彼
ら
の
イ
ク
タ
I
収
入
を
横
領
し
て
い

た
こ
と
に
あ
り
、
検
地
は
両
者
聞
の
保
護
関
係
を
廃
止
す
る
こ
と
を
第
一
の

目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
以
外
に
、
政
府
に
は
ス
ル
タ
l
ン
権
力
の

基
礎
を
マ
ム
ル
l
ク
軍
人
に
よ
っ
て
固
め
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。
ス
ル

タ
l
ν
は
マ
ム
ル

l
ク
を
中
心
と
す
る
新
し
い
国
家
秩
序
を
確
立
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
農
村
を
調
査
し
、
税
収
入
を
確
定
し

て
イ
グ
タ
l
の
再
分
配
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
検
地
の
結
果
、
ハ
ル
カ
騎

士
に
対
す
る
ア
ミ
l
ル
の
保
護
権
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
イ
ク
タ
l
授
与

に
お
い
て
は
、
ハ
ル
カ
騎
士
の
イ
ク
タ
l
収
入
は
大
巾
に
減
少
さ
せ
ら
れ
、

ス
ル
タ
l
ン
の
マ
ム
ル
l
ク
の
収
入
が
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
結
局
、
ア
ミ

1

ル
や
ハ
ル
カ
騎
士
は
政
府
に
対
す
る
不
信
の
念
を
つ
の
ら
せ
、
ス
ル
タ
1
γ

は
殺
害
さ
れ
て
、
検
地
は
失
敗
に
終
る
。

こ
の
後
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
ナ
l
ス
ィ
ル
検
地
は
、
よ
り
徹
底
し
た
改

革
を
国
家
と
社
会
に
も
た
ら
し
た
。
前
の
場
合
と
同
様
に
、
政
府
は
ス
ル
タ

l
γ
権
力
の
基
礎
を
直
属
の
マ
ム
ル

l
ク
軍
団
へ
と
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

マ
ム
ル

l
ク
を
中
心
と
す
る
支
配
体
制
を
整
え
る
た
め
に
は
、
イ
ク
タ
l
数

の
増
大
と
イ
ク
タ
l
授
与
の
機
能
化
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
イ
ク
タ
l
収

入
は
確
実
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ま

書

で
イ
ク
タ
l
に
係
っ
て
き
た
複
雑
な
権
力
関
係
を
整
理
し
、
取
り
分
の
徴
収

権
を
す
べ
て
一
人
の
ム
ク
タ
l
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
つ
ま

り
ナ
l
ス
ィ
ル
検
地
施
行
の
原
則
は
イ
ク
タ
I
支
配
の
一
元
化
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
検
地
後
ス
ル
タ
l
γ
の
マ
ム
ル

1
グ
の
収
入
は
大
巾
に
増
大
し
た
。

一
方
ハ
ル
カ
騎
士
の
イ
ク
タ

1
は
さ
ら
に
低
い
収
入
に
お
さ
え
ら
れ
、
彼
ら

は
し
だ
い
に
没
落
し
て
ゆ
く
。
マ
ム
ル

l
グ
出
身
の
ア
ミ

1
ル
は
、
イ
グ
タ

l
保
有
に
よ
っ
て
取
得
し
た
富
を
都
市
へ
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市

の
経
済
的
実
権
を
も
そ
の
手
中
に
収
め
て
い
っ
た
。
「
マ
ム
ル
ー
タ
体
制
」

は
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
に
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
部
イ
グ
タ
1
制
下
の
エ
ジ
プ
ト
社
会

（
第
一
章
イ
ス
ラ
ム
社
会
史
へ
の
視
点
）
本
章
は
十
三
世
紀
半
ば
の
地

方
社
会
調
査
記
録
『
フ
ァ
イ
ユ

i
ム
の
歴
史
』
を
手
掛
り
に
、
イ
ス
ラ
ム
社

会
を
研
究
す
る
上
で
の
基
本
的
な
事
柄
を
考
察
す
る
。

イ
ス
ラ
ム
社
会
を
分
析
す
る
に
は
、
農
村
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
都

市
と
商
業
、
さ
ら
に
は
定
住
社
会
と
遊
牧
民
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
遊
牧
民
の
問
題
で
あ
る
が
、
完
全
に
定
着
せ
ず

半
農
半
牧
の
生
活
を
続
け
た
者
は
、
ウ
ル
バ

1
γ
と
呼
ば
れ
、
社
会
と
国
家

に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

む
ら
社
会
の
主
要
な
階
層
は
、
フ
7

ッ
ラ
l
フ
l
y
あ
る
い
は
ム
ザ
l
p

ウ
1
ン
と
呼
ば
れ
る
耕
作
民
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
村
落
内
に
は
、
村
長
、

耕
地
の
管
理
者
、
見
回
り
役
、
大
工
、
説
教
師
、
物
語
師
な
ど
が
い
た
。
農

村
と
都
市
の
関
係
を
み
れ
ば
、
町
は
権
力
者
や
資
産
家
に
よ
る
農
村
支
配
の

拠
点
で
あ
る
。
ま
た
町
は
経
済
的
・
社
会
的
に
「
交
通
」
の
中
心
地
で
あ
り
、

周
辺
農
村
の
市
場
、
教
育
・
知
的
活
動
の
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
果
し
て
い
た
。

総
じ
て
む
ら
と
町
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
ひ
と
つ
の
統
合
体
で
あ
っ
た
と
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ぃ
、
え
4
Q

。

イ
ク
タ
I
制
と
の
関
連
で
み
れ
ば
、
む
ら
の
大
半
は
イ
ク
タ
ー
と
し
て
ア

ミ
l
ル
や
マ
ム
ル

l
ク
に
授
与
さ
れ
て
い
た
。
マ
ム
ル

l
F
は
異
民
族
出
身

の
支
配
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
支
配
権
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
民
衆
の

社
会
生
活
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
ウ
ラ
マ

l
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
必

要
だ
っ
た
。

（
第
二
章
十
二

t十
四
世
紀
の
エ
ジ
プ
ト
農
村
社
会
と
農
民
）
本
章
は

従
来
の
研
究
に
欠
落
し
て
い
た
農
村
社
会
や
農
民
生
活
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
る
試
み
で
あ
る
。

当
時
の
む
ら
の
状
態
は
、
決
し
て
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
激
し
い
発
展

と
衰
退
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
社
会
構
成
は
、
村
長
、
富
農
、
小
土
地

保
有
農
、
農
業
労
働
者
等
の
農
業
に
従
事
す
る
む
ら
人
と
、
耕
作
監
督
者
、

見
回
り
役
、
大
工
、
説
教
師
、
礼
拝
呼
び
掛
け
人
、
物
語
師
、
コ
プ
ト
僧
、

獣
追
い
等
の
非
農
民
か
ら
な
っ
て
い
た
。

小
土
地
保
有
農
の
農
業
生
産
を
み
れ
ば
、
彼
ら
は
ム
ク
タ
I
に
対
し
て
一

年
毎
に
耕
作
を
請
負
い
、
一
定
の
租
税
を
支
払
う
と
い
う
契
約
を
結
ん
で
、

農
業
経
営
を
行
っ
て
い
た
。
播
種
期
が
来
て
も
種
子
を
持
た
な
い
農
民
に
対

し
て
は
、
種
子
農
料
を
支
給
す
る
の
が
毎
年
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
農
具

に
つ
い
て
も
、
耕
作
農
民
の
中
に
は
、
そ
れ
を
所
有
し
な
い
者
が
あ
っ
た
。

経
営
は
家
族
労
働
力
を
基
本
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
貧

農
の
場
合
、
臨
時
の
農
業
労
働
者
と
し
て
も
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。

こ
の
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
農
業
に
お
け
る
顕
著
な
現
象
は
、
砂
糖
き
び
栽
培
が

下
エ
ジ
プ
ト
か
ら
上
エ
ジ
プ
ト
へ
大
規
模
な
形
で
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
砂
糖
き
び
は
政
府
の
農
場
で
栽
培
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ

れ
ら
の
農
場
で
は
、
小
土
地
保
有
農
民
や
四
分
の
一
分
益
農
（
ム
ラ
I
ピ
ウ

ー
ン
）
が
そ
の
栽
培
に
あ
た
っ
て
い
た
。

水
利
に
つ
い
て
は
、
各
む
ら
の
水
の
持
ち
分
は
慣
行
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
水
を
配
分
・
利
用
す
る
た
め
に
は
、
幾
つ
か
の
む
ら

が
共
同
組
織
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
村
落
内
に
お
け
る
水
の

利
用
の
仕
方
も
、
お
そ
ら
く
む
ら
の
共
同
体
的
な
慣
行
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
ジ
ス
ル
（
潜
淑
土
手
）
を
管
理
・
維
持
す
る
こ
と
は
必
要

不
可
欠
な
事
柄
で
あ
る
が
、
ジ
ス
ル
は
政
府
管
理
の
も
の
と
む
ら
管
理
の
も

の
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
ス
ル
タ
l
ン
や
ム
ク
タ
l
は
農
村
支
配
を
維
持
す

る
た
め
に
、
水
利
事
業
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
農

民
は
、
水
利
機
構
の
管
理
・
維
持
を
す
べ
て
ス
ル
タ
l
ン
や
ム
ク
タ

i
に
頼

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
ら
の
農
民
た
ち
は
共
同
体
的
慣
行
に
も
と

づ
い
て
、
自
ら
生
産
と
生
活
の
た
め
の
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
第
三
章
マ
ク
リ
l
ズ
ィ

1
の
エ
ジ
プ
ト
社
会
論
）
十
四
世
紀
後
半
か

ら
十
五
世
紀
初
頭
は
、
繁
栄
し
て
い
た
マ
ム
ル

l
ク
朝
が
急
速
に
衰
え
て
ゆ

く
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
著
さ
れ
た
マ
ク
リ
l
ズ
ィ

1

の
『
エ
ジ
プ
ト
社
会
救
済
の
書
』
は
、
災
禍
の
実
態
と
原
因
の
検
討
、
災
禍

の
社
会
へ
の
影
響
、
災
禍
を
と
り
の
ぞ
く
対
策
を
述
べ
て
い
る
。
マ
ク
リ
l

ズ
ィ

l
は
、
「
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
危
機
」
を
論
理
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
マ
ム
ル

l
グ
体
制
の
矛
盾
を
具
体
的
な
形
で
批
判
す
る
こ
と
が
で
き

た

（
付
論
ア
ミ

l
ル
・
キ
ト
プ
ガ
ー
へ
の
覚
え
書
）
一
一
一
八
一
年
ス
ル
タ

ー
ソ
H

カ
ラ
l
ウ
l
ン
が
シ
リ
ア
遠
征
の
際
、
エ
ジ
プ
ト
に
残
る
副
ス
ル
タ

ー
ン
に
、
帝
国
統
治
の
方
針
を
指
示
し
た
覚
え
書
を
翻
訳
し
、
註
釈
と
検
討

を
加
え
た
も
の
。
覚
え
書
は
、
ワ
l
リ
l
の
任
務
、
ム
ク
タ
！
の
タ
イ
プ
な

ど
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
新
し
い
知
見
を
与
え
て
く
れ
る
。
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評

以
上
、
内
容
紹
介
が
や
や
長
く
な
っ
た
が
、
本
書
を
読
了
し
て
ま
ず
感
じ

ら
れ
る
こ
と
の
第
一
は
、
各
章
の
テ
1
マ
す
べ
て
に
関
し
て
、
事
実
に
即
し

た
具
体
的
な
分
析
と
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

実
証
性
の
高
さ
は
、
む
ろ
ん
史
料
の
精
査
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
徹
底
ぶ
り
は
ま
こ
と
に
敬
服
に
値
す
る
。

本
書
に
用
い
ら
れ
た
史
料
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
刊
本
と
写
本
、
ベ
ル
シ
ア
語
の

刊
本
で
あ
り
、
巻
末
の
ピ
プ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
l
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
き

わ
め
て
多
数
の
そ
れ
ら
を
網
羅
的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
一

種
の
迫
力
が
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
中
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地

の
図
書
館
で
収
集
さ
れ
た
写
本
（
三
五
点
）
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
の

も
本
書
の
特
徴
で
あ
り
魅
力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
研
究
態
度

の
結
果
と
し
て
、
本
書
に
は
、
従
来
の
研
究
を
充
分
に
ふ
ま
え
た
上
で
、
随

所
に
新
た
な
知
見
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

研
究
の
視
点
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
イ
ク
タ
l
制
を
単
な
る
土
地
制
度
あ
る

い
は
徴
税
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
は
考
え
ず
、
常
に
イ
ク
タ
l
制
と
い
う
政
治

．
経
済
体
制
が
規
定
す
る
国
家
と
社
会
の
在
り
様
を
問
題
に
し
て
い
る
の
も

本
書
の
秀
れ
た
点
で
あ
る
。
し
か
も
中
世
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
対
象
と
す
る
研

究
の
場
合
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
視
点
は
国
家
に
片
寄

り
が
ち
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
社
会
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点

が
大
き
な
特
長
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
農
業
生
産
の
方
法
や
農
民
生
活
の
様

子
を
生
き
生
き
と
し
た
具
体
的
な
形
で
叙
述
し
た
第
三
部
第
二
章
の
農
村
社

会
研
究
は
、
文
字
通
り
地
に
足
の
つ
い
た
研
究
で
あ
り
、
そ
の
学
的
価
値
は

宜向い。マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
イ
ラ
ク
地
域
と
エ
ジ
プ
ト
・
シ
リ
ア
地
域

の
両
方
に
ま
た
が
っ
た
研
究
で
あ
る
点
も
評
価
さ
れ
よ
う
。
双
方
の
地
域
を

書

扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
主
要
部
を
、
イ
ク

タ
l
制
を
通
じ
て
、
よ
り
有
機
的
な
連
関
の
う
ち
に
全
体
的
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
イ
ク
タ
l
制
研
究
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

セ
ル
ジ
ュ

l

p
朝
以
後
の
西
ア
ジ
ア
の
イ
ク
タ
l
制
ゃ
、
イ
ラ
グ
と
エ
ジ
プ

ト
の
イ
ク
タ
l
制
の
仲
立
ち
と
な
っ
た
ザ
ン
ギ
1
朝
の
場
合
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
が
、
今
後
そ
れ
ら
の
時
代
や
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
く
上
に
お
い
て
も
、
本
書
は
き
わ
め
て
有
用
で
あ
ろ
う
。

技
術
的
な
こ
と
に
関
し
て
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
社
会
・
経
済
史
を

研
究
し
て
ゆ
く
上
で
、
当
時
の
行
政
用
語
や
慣
用
語
の
解
釈
は
難
し
く
、
し

ば
し
ば
大
き
な
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
辞
書
類
以
外
に
史
料
中
の
用
例

を
地
道
に
検
討
し
な
い
か
ぎ
り
正
し
い
解
釈
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
の
点
本

書
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
用
語
の
解
釈
は
、
実
証
的
態
度
に
裏

打
ち
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
信
頼
性
も
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
重
要

語
句
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
末
の
用
語
解
説
も
親
切
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
に
よ
る
史
料
の
精
査
に
は
目

を
見
張
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
我
々
は
、
中
世
イ
ス
ラ

ム
世
界
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
史
料
的
制
約
の
問
題
に
気
付
か
せ
ら
れ
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
本
書
に
お
い
て
も
、
中
小
の
ム
ク
タ
1
の

イ
ク
タ
ー
と
の
直
接
的
か
か
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
は
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
ら
な

い
点
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ユ

l
ブ
朝
に
お
い
て
、
イ
ク
タ
l

経
営
の
実
態
が
詳
細
に
判
明
し
て
い
る
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
フ
ァ
イ
ュ

l
ム
地
方
を
「
完
全
な
イ
ク
タ
l
」
と
し
て
授
与
さ
れ
た
ア

、
l
ル
・
フ
ァ
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め

て
大
き
な
ム
ク
タ
ー
で
あ
る
。
マ
ム
ル

l
ク
朝
時
代
の
イ
ク
タ
1
経
営
の
方

法
に
関
す
る
記
述
も
ア
ミ

1
ル
す
な
わ
ち
大
ム
ク
タ
l
の
場
合
で
あ
る
。
中
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下
級
の
マ
ム
ル

l
p
軍
人
の
イ
ク
タ
！
と
の
か
か
わ
り
あ
い
が
わ
か
ら
な
く

て
は
、
「
マ
ム
ル
l
p
体
制
」
を
充
分
に
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
マ
ム
ル
l
ク
朝
初
期
に
は
依
然
と
し
て
か
な
り
の
勢
力
を
保
ち
、
イ

ク
タ
l
保
有
の
点
で
も
マ
ム
ル

l
ク
を
し
の
い
で
い
た
ハ
ル
カ
騎
土
の
イ
ク

タ
l
保
有
や
イ
ク
タ
l
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
言
及
が
な
い
。
し

た
が
っ
て
ハ
ル
カ
騎
士
が
な
ぜ
ア
ミ

l
ル
の
ヒ
マ

l
ヤ
（
保
護
）
の
下
に
は

い
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
そ
も
そ
も
ヒ
マ

1
ヤ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
究
明
が
不
足
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

以
上
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
社
会
の
相
対
的
に
下
級
の
レ
ベ
ル
に
関
す
る
史

料
上
の
情
報
不
足
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん

著
者
も
－
割
譲
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
イ
ラ
ク
の
農
村
社
会
の

変
容
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
タ
I
ニ
ー
な
ど
の
村
落
上
層
農

民
の
動
向
ば
か
り
で
な
く
、
「
耕
作
農
民
で
あ
る
ム
ザ
l
リ
ウ
l
ン
や
ア
カ

ラ
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
史
料

の
発
掘
も
含
め
て
今
後
の
研
究
課
題
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い

わ
れ
て
い
る
史
料
の
発
掘
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
図
さ
れ
て
の
こ
と
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
は
し
が
き
に
お
い
て
著
者
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
東

地
域
や
ヨ

l
ロ
ッ
パ
の
図
書
館
に
は
未
刊
行
の
写
本
は
ま
だ
数
多
く
残
さ
れ

て
お
り
、
写
本
に
も
と
づ
く
歴
史
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
、
社
会
や
経
済
に

関
す
る
情
報
も
増
え
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
著
述
史
料
に
よ
る
情
報
の
限
界
と
い
う
こ
と
も
今
後

は
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
も
我
々
は
中
世
ア
ラ
ブ
・
イ

ス
ラ
ム
世
界
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
古
文
書
史
料
の
不
足
と
い
う
現
実
に
直

面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
史
料
が
ま
っ
た
く
存
在

し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
エ
ジ
プ
ト
の
財
政
制
度
一
一
六
九
｜

一
一
一
一
四
一
年
』
に
お
い
て
ラ
ピ

l
は、

A
・
カ
イ
ロ
・
ゲ
ユ
ザ
文
書
、

B

．

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
図
書
館
蔵
の
文
書
（
叶
官
主

g
E
官
官
同
国
）
、

c．
ヮ

ク
フ
文
書
を
利
用
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
古
文
書
類
に
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
的
性
格
に
一
長
一
短
が
あ
る
し
、
も
た
ら
す
情
報
に
も
限

界
が
あ
っ
て
、
安
易
に
過
大
な
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
A

と
B
は
い
わ
ゆ
る
公
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

調
査
に
非
常
な
労
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
利
用
に
際
し
て
も
大
き
な
技

術
的
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
が
国
に
お
い
て
も
、
そ
ろ
そ
ろ
こ

う
し
た
史
料
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
の
時
期
が
来
つ
つ
あ
る
こ
と
は
ま
ち

E

、0

・却し
Z
J
h
y

さ
て
評
忠
告
は
本
書
の
扱
う
時
代
を
専
門
と
す
る
者
で
は
な
い
の
で
、
読
書

中
に
幾
つ
か
の
素
朴
な
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
す
こ
し

ば
か
り
そ
れ
を
表
明
し
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
六
五

l
六
六
頁
に
、
ブ

ワ
イ
フ
朝
の
成
立
以
前
、
タ
l
ニ
l
と
共
に
村
の
有
力
者
で
あ
っ
た
デ
ィ
フ

カ
l
ン
は
、
イ
ク
タ
l
制
下
の
イ
ラ
ク
社
会
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
っ
た
く

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
単
に
史
料
上
に
見
出
せ
な
く
な
る
と
し
て
か
た
づ
け
た
く
な
い
問

題
で
は
あ
る
。
ま
た
フ
サ
l
ム
検
地
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
検
地
を
施

行
す
る
直
接
の
原
因
は
、
ヒ
マ

l
ヤ
を
廃
止
し
て
ハ
ル
カ
騎
士
を
救
済
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
が
、
結
果
は
正
に
そ
の
逆
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
も
、
検
地
の
所
期
の
目
的
が
一
応
ハ
ル
カ
騎
士
の
経
済
的
救
済
に
も
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
結
果
が
そ
れ
を
あ
れ
ほ
ど
露
骨
に
裏
切
っ
て
も
よ
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
す
る
。

172 (496) 



最
後
に
、
六
六
頁
に
二
ケ
所
あ
る
「
彼
ら
の
保
護
下
に
お
い
た
（
廿
科
目
白
）
」

お
よ
び
「
保
護
す
る
（
ザ
制
自
国
）
」
は
、
動
調
E
型
の
三
人
称
男
性
複
数
完
了

の
変
化
な
ら
ば
、
｝
MmHBS，
、
と
母
音
を
ふ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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