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謂
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
財
政
思
想
は
個
人
主
義
附
白
由
思
想
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
個
人
主
義
的
白
由
忠
想
は
そ
の
成
立
過
程
に
於
て
君
権
的
絶
対
主
義
、
官
僚
的
絶
対
主
義
思
想
に
対
立
す
る
。
即
ち
君
梅
的
絶
対

主
義
、
官
傲
灼
絶
対
主
義
に
於
け
る
君
主
、
国
家
の
特
権
に
よ
っ
て
即
ち
若
主
国
家
の
国
民
に
対
す
る
干
渉
、
保
護
に
対
立
し
て
、

個
人
の
白
由
に
し
て
拡
大
せ
る
活
動
範
蝸
を
要
求
す
る
一
つ
の
社
会
的
現
れ
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
個
人
主
義
灼
白
由
忠
想
に
於

け
る
国
家
襯
に
於
て
は
ヴ
て
の
困
家
活
動
の
、
そ
の
活
動
範
囲
は
そ
の
可
能
な
る
眼
り
限
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
個
人

の
活
動
範
囲
は
拡
大
せ
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
社
会
の
文
化
に
於
て
も
、
宗
教
に
於
て
も
久
科
学
に
於
て
も
国
家
の
干
渉
、
強
制
叉
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ぱ
そ
つ
指
導
に
よ
っ
て
発
達
す
る
も
の
で
ぱ
な
く
全
く
各
個
人
の
能
カ
、
創
造
に
よ
っ
て
発
達
す
ろ
、
一
。
つ
一
、
、
あ
る
か
、
っ
一
、
、
あ
る
。
即

ち
個
人
の
能
力
、
創
造
に
よ
っ
て
個
人
的
意
思
が
創
造
せ
ら
れ
発
達
す
る
か
ら
１
、
あ
る
。
従
っ
て
国
家
活
動
に
於
て
は
こ
の
個
人
的

意
思
の
創
造
、
進
化
に
対
す
る
障
害
と
な
ら
ざ
る
範
囲
に
於
て
活
動
す
べ
く
、
こ
の
障
害
の
最
少
限
の
除
去
を
以
て
国
家
行
動
の
可

能
な
る
範
囲
で
あ
り
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
活
動
範
囲
を
拡
大
し
自
由
な
ら
し
め
る
。
か
く
て
国
家
は
そ
の
国
家
杜
会

の
各
個
の
構
成
員
の
そ
の
目
的
、
意
田
心
創
造
の
た
め
に
奉
仕
す
べ
き
一
機
関
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
消
極
的
意
義
に
国
家

を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
白
由
主
義
的
国
家
観
の
本
質
的
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
個
人
主
義
的
社
会
観
に
於
て
現
れ
た
る
一
つ

の
結
果
と
し
て
必
然
灼
に
当
然
に
白
由
主
義
的
国
家
観
が
現
れ
る
。
そ
う
し
て
歴
史
的
段
階
に
於
て
絶
対
主
義
に
対
立
す
る
。
普
遍

主
義
的
杜
会
観
に
於
て
現
れ
る
絶
対
主
義
的
国
家
観
に
対
立
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
個
人
主
義
的
白
由
主
義
思
想
は
十
八
世
紀
の

初
期
に
於
て
発
生
し
十
九
世
紀
の
申
葉
に
至
っ
て
最
も
盛
と
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
こ
の
個
人
主
義
的
自
由
思
想
の
絡
済
理
論
へ

の
適
用
は
近
代
資
本
主
義
理
論
の
基
礎
概
念
を
な
す
に
至
．
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
ジ
ヨ
ン
．
ロ
ツ
ク
ー
。
ぎ
■
。
。
丙
。
；
ｓ
Ｉ

；
睾
に
よ
っ
て
個
人
主
義
的
哲
学
観
に
基
く
白
由
思
想
を
普
遍
主
義
的
哲
学
観
に
対
立
し
て
、
経
済
理
論
に
適
用
し
て
以
来
、
従

来
の
君
権
的
絶
対
主
義
と
結
合
し
た
る
重
商
主
義
的
政
策
に
於
け
る
国
家
の
保
護
干
渉
政
策
に
対
立
し
て
勢
カ
を
も
つ
に
至
っ
た
。

個
人
主
義
的
白
由
思
想
は
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
兎
農
学
派
に
よ
っ
て
そ
の
某
礎
理
論
に
体
系
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
個
人

主
義
的
白
由
忠
想
は
理
諭
の
抽
象
と
し
て
で
は
な
く
杜
会
の
現
実
的
要
求
と
し
て
展
開
す
る
。
か
か
る
個
人
主
義
的
自
由
思
想
に
基

く
国
家
観
に
対
し
最
も
理
論
的
根
拠
を
与
え
、
か
か
る
個
人
主
義
的
自
由
思
想
を
某
礎
と
し
て
経
済
学
を
樹
一
止
し
た
も
の
は
ア
ダ
ム

．
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
上
に
於
け
る
功
績
は
独
創
的
見
解
、
叉
は
理
論
の
分
析
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
綜
合
、
集
成
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
従
来
の
学
者
に
於
け
る
個
個
の
断
片
的
認
識
を
以
て
よ
く
綜
合
、
集
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て



統
一
的
な
み
経
済
学
を
樹
立
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
殊
に
財
政
学
上
に
於
い
る
功
績
と
し
て
は
、
素
材
の
科
学
的
綜
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共

叙
述
に
於
け
る
形
式
の
合
理
性
と
正
し
い
見
解
、
理
論
に
於
て
実
際
に
於
て
正
し
い
結
果
産
業
の
発
展
及
び
国
民
財
産
の
一
連
の
関
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兼

連
の
も
と
に
原
則
化
せ
ら
れ
国
民
経
済
上
に
於
て
綜
合
的
に
国
家
収
入
を
観
察
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
個
人

主
義
的
自
由
思
想
に
於
け
る
経
済
学
に
於
て
、
財
政
学
を
国
民
経
済
学
の
一
部
と
し
て
そ
の
体
系
を
整
え
て
い
る
。

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
従
え
ば
一
杜
会
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
各
個
人
が
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
る
性
向
即
ち
各
個
人
が
そ
の

個
夜
の
生
活
を
改
善
せ
ん
と
す
る
努
カ
叉
は
そ
の
自
利
心
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
活
動
し
、
こ
の
各
個
人
の
自
由
な
る
活
動
が
妨
害

さ
れ
な
い
隈
り
は
そ
の
社
会
全
体
の
利
益
を
増
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
個
人
が
各
個
人
に
於
け
る
生
活
状
態
を
改
善
せ
ん

と
す
る
白
然
的
努
力
に
於
て
は
、
こ
の
白
然
的
努
カ
を
遂
行
せ
ん
と
す
る
各
個
人
に
対
し
て
自
由
と
安
全
と
を
以
て
保
証
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
最
も
有
カ
な
る
原
理
で
、
杜
会
を
富
有
と
繁
栄
な
ら
し
む
る
た
め
に
他
の
方
法
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
叉
愚
か
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な
る
人
為
に
よ
る
法
律
に
よ
っ
て
こ
の
作
用
を
妨
げ
る
障
碍
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
自
利
心
と
い
う
こ
と
こ

そ
ア
ダ
ム
・
ス
≧
ス
の
経
済
学
の
全
体
系
の
基
礎
に
根
ざ
す
理
想
で
あ
り
自
利
心
に
基
く
個
人
の
努
力
こ
そ
一
杜
会
の
富
有
を
増
加

せ
し
め
繁
栄
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
個
人
の
白
利
心
に
某
く
活
動
領
域
に
於
て
之
を
干
渉
、
制
隈
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

の
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
作
用
も
一
礼
会
の
嵐
の
増
殖
、
繁
栄
と
い
う
こ
と
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
可
能
な
る
眼
り
そ
の
国
家
行

動
の
領
域
を
紬
少
せ
し
め
、
以
て
各
個
人
の
白
山
な
る
活
動
領
域
を
拡
大
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
白
由
放
任

の
忠
独
を
抱
く
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
こ
こ
に
於
て
白
然
的
白
ｉ
由
の
制
皮
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
特
権
ま
た
は
抑
制

の
す
べ
て
の
制
度
が
撤
去
せ
ら
れ
る
と
白
然
的
白
由
と
い
う
閉
臼
に
し
て
簡
単
な
制
肢
が
（
か
ら
確
一
ー
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
凡
そ
奔

個
人
は
正
義
の
法
枠
を
犯
さ
れ
な
い
限
り
は
各
個
人
白
身
の
利
益
を
好
む
と
こ
ろ
に
従
い
迫
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
て
あ
る
、
ま
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た
各
個
人
の
業
務
と
資
本
と
を
以
て
、
他
の
如
何
な
る
人
、
叉
は
如
何
な
る
地
位
の
人
の
そ
れ
と
競
争
せ
し
め
る
べ
く
全
く
自
由
に

放
任
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
君
主
は
多
く
の
矛
盾
を
感
ず
る
と
こ
ろ
の
個
人
を
圧
追
す
る
行
政
や
、
又
人
問
の
知
識
を
以
て
し
て
は

到
底
望
め
な
い
よ
う
な
任
務
、
各
個
人
の
業
務
を
監
督
し
、
叉
個
人
の
業
務
を
杜
会
の
利
益
に
最
も
適
合
す
る
よ
う
導
い
て
ゆ
く
と

い
う
任
務
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
白
然
的
白
由
の
制
度
の
も
と
に
於
て
は
君
主
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
一

般
に
誰
に
で
も
容
易
に
理
解
で
き
る
明
白
な
只
三
種
の
任
務
を
行
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
即
ち
羊
、
の
第
一
は
一
朴
会
を
他

の
独
立
せ
る
杜
会
の
暴
行
と
侵
略
と
か
ら
保
護
す
る
任
務
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
出
来
得
る
限
り
一
杜
会
の
各
構
成
員
を
そ
の
礼
会

の
他
の
構
成
員
の
不
正
義
と
圧
迫
か
ら
保
護
す
る
任
務
で
あ
る
。
即
ち
正
義
の
厳
正
な
る
執
行
を
確
立
す
る
任
務
で
あ
る
。
そ
の
第

三
は
一
杜
会
に
と
っ
て
は
そ
の
経
費
を
償
い
尚
多
く
の
利
潤
が
生
ず
る
け
れ
ど
も
個
人
や
或
は
個
人
の
団
体
が
経
営
し
て
も
そ
の
経

費
を
償
い
得
な
い
し
又
は
利
潤
を
目
的
と
す
る
事
業
と
は
な
り
得
な
い
公
共
工
事
や
公
共
施
設
の
創
設
、
維
持
す
る
こ
と
の
任
務

　
　
２
）

で
あ
る
」
か
く
の
如
く
ス
ミ
ス
は
君
主
の
任
務
を
国
防
、
司
法
、
公
共
事
業
の
三
種
に
隈
定
し
、
こ
の
限
度
を
超
え
る
君
主
の
如
何

な
る
行
動
を
も
白
然
的
自
由
の
制
政
に
反
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
杜
会
に
於
て
君
主
の
活
動
な
り
国
家
の
行
動
を
、
か
く
隈

定
す
る
こ
と
は
各
個
人
の
自
由
活
動
の
範
囲
を
拡
大
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
者
え
る
こ
と
は
国
家
活
動
を
か
く
の
如
く

制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
く
各
個
人
を
白
由
を
な
ら
し
め
各
個
人
が
そ
の
白
已
心
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結

果
は
個
人
の
経
済
を
発
達
せ
し
め
、
国
富
の
増
加
と
な
り
そ
の
杜
会
は
発
達
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
問
の
歴
史
的

要
求
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
杜
会
の
発
歴
の
要
求
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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二

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
叉
国
家
の
経
費
を
も
っ
て
、
本
質
的
に
は
不
生
産
的
な
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
「
各
国
民
の
年

々
の
労
働
は
、
そ
の
国
の
国
民
が
年
走
消
費
す
る
凡
て
の
生
活
必
需
品
と
便
宜
品
と
を
そ
の
国
民
に
本
源
的
に
供
給
す
る
と
こ
ろ
の

元
本
蟹
邑
で
あ
り
、
・
そ
の
生
活
必
需
品
及
び
便
宜
晶
は
右
の
労
働
の
直
接
の
生
産
物
か
ら
成
っ
て
い
る
か
、
叉
は
そ
の
生
産
物

に
よ
っ
て
他
の
諦
国
民
か
ら
購
入
し
た
商
品
か
ら
成
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
ス
ミ
ス
の
い
う
と
こ
ろ
の
富
と
は
、
各
国
民

の
年
序
の
労
働
と
土
地
と
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
れ
る
生
産
物
、
即
ち
生
活
の
必
需
品
と
便
宜
品
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
豊
富
な

る
生
産
物
で
あ
り
、
貨
幣
の
且
里
や
、
価
格
の
大
き
さ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
豊
富
な
る
生
産
物
を
供
給
す
る
階

級
こ
そ
生
産
階
級
で
あ
り
、
こ
の
生
産
階
級
の
年
々
の
労
働
に
よ
っ
て
作
出
せ
ら
れ
る
生
産
物
に
依
存
し
て
維
持
せ
ら
れ
る
階
級
は

不
生
産
階
級
で
あ
る
。
そ
う
し
て
斯
く
の
如
き
生
産
物
を
作
出
す
る
こ
と
が
生
産
的
で
あ
る
の
だ
が
、
尚
ス
一
・
、
ス
に
よ
れ
ば
既
に
生

の
た
め
に
産
消
費
し
た
る
価
値
を
恢
復
し
た
る
う
え
尚
価
値
（
利
潤
）
を
附
加
す
る
こ
と
も
生
産
的
で
あ
る
と
い
う
。

　
然
し
な
が
ら
こ
の
両
者
の
間
に
は
幾
分
概
念
の
混
同
が
あ
る
や
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
ス
ミ
ス
に
あ
り
て
は
商
晶

の
生
産
に
徒
う
労
働
を
以
て
生
産
的
労
働
と
兇
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
官
吏
の
労
働
に
対
し
て
も
、
官
吏
は
何
等
物
財
に
対
し
て
価
値
を
増
加
し
、
価
値
を
生
産
す
る
も
の
で
は
な
い
、
即
ち
官

吏
の
労
働
は
永
続
的
な
物
財
或
は
商
品
を
、
奴
卑
下
僕
と
同
様
に
、
生
産
す
る
も
の
で
は
な
い
、
叉
既
に
消
費
さ
れ
た
る
労
務
と
交
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換
に
同
量
の
労
務
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
生
産
し
な
い
、
と
こ
ろ
の
不
生
産
的
労
働
者
で
あ
る
。

　
国
家
の
活
動
に
於
て
も
、
本
年
度
の
彼
等
の
労
働
の
結
果
た
る
国
家
杜
会
の
保
護
、
安
寧
及
び
防
禦
は
来
年
度
の
そ
の
国
家
社
会

の
保
護
、
安
寧
及
び
防
禦
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
不
生
産
性
を
カ
説
す
る
。
そ
う
し
て
国
家
の
本
質
的
任
務
は
、
結
局
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
、
不
生
産
的
労
働
維
持
で
あ
り
、
経
費
は
そ
の
不
生
産
的
労
働
維
持
の
た
め
に
消
費
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
は
経
費
調
達
充
当
の
立
場
に
於
て
も
国
家
行
動
は
不
生
産
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
国
家
の
債
権
者
が
国
家

に
貸
す
と
こ
ろ
の
資
本
は
、
そ
の
貸
出
と
同
時
に
、
最
早
、
資
本
で
は
な
く
て
、
単
純
に
所
得
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
生

産
的
労
働
者
を
維
持
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
不
生
産
的
労
働
者
の
維
持
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
た
ぴ
支

出
さ
れ
、
叉
浪
費
さ
れ
る
や
、
将
来
の
再
生
産
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
故
に
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
国
債
は
一
っ
の
薪
し
き
資
本
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
国
債
に
よ
り
国
家
経
費
を
充
当
せ
し
む

る
こ
と
は
、
む
し
ろ
既
存
の
資
本
の
破
壌
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
異
之
、
租
税
に
よ
っ
て
国
家
経
費
を
充
当
せ
し
む
る
こ
と
は

単
に
新
資
本
の
集
積
を
妨
げ
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
別
に
資
本
の
破
壌
と
は
な
ら
な
い
。
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
蓋
し

租
税
と
し
て
支
払
わ
る
る
金
額
は
多
く
は
租
税
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
蓄
積
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
の
と
、
特
に
戦
費
が
租
税
に

よ
っ
て
充
当
せ
ら
る
る
場
合
の
如
き
、
私
人
が
一
時
貯
蓄
を
為
す
の
に
困
難
と
せ
ら
る
る
に
止
ま
る
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。　

そ
う
し
て
生
産
灼
労
働
は
生
産
的
資
本
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら
れ
る
し
、
不
生
産
的
労
働
は
収
入
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら
れ
る
と
考
え

　
　
　
　
　

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
、
ス
ミ
．
ス
の
思
想
に
あ
り
て
は
、
富
の
塘
殖
と
い
う
一
貫
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
国
家
経
費
は
不



生
産
的
労
働
者
維
持
の
た
め
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
施
設
や
官
吏
は
何
も
生
産
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け

杜
会
の
富
を
減
少
す
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
に
於
て
は
、
こ
の
不
生
産
階
級
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
浪
費
は
真
正
の
富
の
増
殖
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
殊
に
、
富
は
年
々
の
労
働
と
土
地
と
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
れ
る
生
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
は
真

正
な
る
富
で
あ
る
が
、
特
権
階
級
が
主
と
し
て
財
政
の
作
用
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
資
本
の
蓄
積
、
独
占
的
利
潤
、
貿

易
利
潤
は
真
正
な
る
富
で
は
な
い
、
こ
の
真
正
に
あ
ら
ざ
る
富
が
各
種
の
手
段
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
が
た
め
に

は
・
そ
し
て
叉
不
生
堂
的
経
費
支
弁
の
た
め
に
は
如
何
に
多
く
の
国
民
資
本
や
国
民
肝
得
が
生
産
者
階
級
か
ら
引
去
ら
れ
て
ゆ
く
こ

と
か
、
か
く
し
て
真
実
の
富
が
大
量
的
に
破
壌
せ
ら
れ
て
偽
の
富
が
形
成
せ
ら
れ
て
真
正
の
富
の
増
殖
が
侵
食
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　

の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ス
ミ
ス
の
考
え
に
あ
り
て
は
経
済
学
の
役
割
と
し
て
諸
国
民
の
富
を
増
加
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
国
家
の
職
能
を
遂
行

す
る
に
充
分
な
る
収
入
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ス
ミ
ス
は
国
家
活
動
の
範
囲
に
対
し
て
も
、
治
安
維
持
、
国
防
、

共
公
事
業
の
創
設
維
持
に
限
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
は
人
間
生
活
に
於
て
も
有
用
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の

も
の
で
は
な
く
、
経
費
は
富
の
資
本
化
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
国
の
資
本
蓄
積
額
を
大
な
ら
し
む
る
為
に
は
経
費
を
最
少
隈

度
に
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
費
の
大
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
資
本
蓄
積
額
を
小
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
国
富

の
増
加
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ス
ミ
ス
の
考
え
は
そ
の
当
時
に
於
て
は
是
認
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
の
中
葉
に
至

っ
て
国
家
の
経
費
は
急
速
に
増
加
を
示
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
を
惹
き
起
し
た
原
因
は
産
業
の
発
展
に
基
く
も
の
で
あ
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り
、
殊
に
各
種
の
大
規
な
る
機
械
が
発
明
せ
ら
れ
、
之
に
基
き
工
業
の
発
展
を
促
進
し
、
商
晶
の
大
量
生
産
を
可
能
な
ら
し
め
て
、

時
代
は
工
業
資
本
主
義
へ
と
移
行
し
て
来
た
が
為
で
あ
る
。
そ
う
し
て
国
家
は
こ
の
社
会
的
生
産
を
維
持
助
長
発
展
せ
し
め
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
国
家
の
経
済
的
活
動
の
範
囲
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
当
然

に
経
費
の
膨
脹
と
な
っ
て
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
他
面
に
於
て
は
、
こ
の
結
果
は
更
に
階
級
の
対
立
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
現

わ
れ
る
為
に
治
安
維
持
の
範
囲
を
拡
大
せ
し
む
る
と
共
に
、
階
級
対
立
と
い
う
一
社
会
の
内
部
に
於
け
る
矛
盾
の
調
和
を
は
か
る
た

め
に
杜
会
的
な
経
費
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
来
た
が
為
で
あ
る
。
そ
う
し
て
叉
国
家
の
経
費
の
膨
腹
と
い
う
事
実
に
伴
っ
て
、
国

富
も
叉
増
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
即
ち
杜
会
の
発
展
に
伴
い
発
生
す
る
経
費
の
異
常
な
る
増
加
は
現
実
の
事
実
と
な
っ
て
来
た
の

で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
れ
迄
の
経
費
に
於
け
る
不
生
産
的
概
念
の
基
礎
づ
け
を
以
て
し
て
は
到
底
そ
れ
を
説
明
し
得
ざ
る
事
実
と
な

っ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
現
実
の
事
態
を
何
等
か
の
形
式
に
於
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
に
追

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
経
費
に
於
け
る
生
産
性
を
主
帳
す
る
と
こ
ろ
の
学
者
の
現
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
杜

会
的
要
請
に
基
く
当
然
の
結
果
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
て
は
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
国
家
の
経
費
に
つ
い
て

は
、
そ
の
不
生
産
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
Ｏ
＞
工
ｐ
昌
○
ｏ
昌
サ
戸
ミ
§
巨
一
〇
『
ｚ
與
片
一
◎
目
し
＜
Ｆ

　
◎
＞
３
昌
ｃ
り
昌
岸
Ｆ
ミ
畠
一
冒
◎
『
２
貴
一
〇
昌
一
で
一
ｃ
ｏ
軍
－
ｃ
ｏ
二
．

　
　
＞
｝
昌
・
。
ま
員
ミ
９
事
Ｏ
『
Ｚ
・
苧
旨
も
．
彗
、
－
彗
り

　
ｏ
＞
３
昌
○
ｏ
昌
サ
Ｆ
ミ
ｓ
三
－
◎
『
乞
ゆ
↑
一
◎
～
で
し
ミ
．



三

・
こ
れ
ま
で
は
経
費
に
関
し
て
ス
ミ
ス
の
抱
い
て
い
る
根
本
的
な
思
想
を
さ
ぐ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
主
張
す
る
自
然
的

自
由
の
制
度
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
遂
行
し
な
け
れ
ば
を
ら
な
い
三
種
類
の
任
務
、
即
ち
国
防
、
司
法
、
公
共
事
業
の
創
設
、
維
持
と

い
う
三
種
の
任
務
遂
行
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
経
費
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
必
要
な
る
経
費
を
順
次
に
論
じ
て
い
る
。

　
国
防
費
に
っ
い
て
　
「
元
首
の
第
一
義
務
た
る
杜
會
を
他
の
濁
立
の
杜
曾
の
暴
カ
や
攻
撃
に
封
し
て
防
禦
す
る
の
義
務
は
、
軍
事

的
實
カ
が
な
く
て
は
果
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
軍
事
的
實
カ
を
平
時
に
お
い
て
準
備
し
、
戦
時
に
お
い
て
使
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

た
め
に
要
す
る
経
費
は
杜
会
の
状
態
が
異
る
に
従
い
、
時
代
の
進
歩
に
薩
じ
、
決
し
て
同
一
で
は
な
い
。
」
と
し
、
國
防
費
に
於
け

る
歴
史
的
考
察
が
詳
細
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
狩
猟
民
族
に
お
い
て
は
そ
の
杜
会
を
構
成
す
る
各
員
が
狩
猟
生
活
者
で
あ
る
と
同

時
に
戦
士
で
あ
る
と
し
て
戦
争
に
従
事
す
る
時
に
於
て
も
各
員
自
身
の
生
活
な
り
そ
の
費
用
な
り
を
各
員
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
維

持
す
る
。
従
っ
て
狩
猟
民
族
に
あ
っ
て
は
軍
事
費
が
必
要
で
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
牧
畜
民
族
と
な
っ
て
も
、
普
通
に
は

定
庄
せ
ず
、
そ
の
時
の
事
情
に
よ
っ
て
容
易
に
住
所
を
変
更
す
る
。
牧
畜
民
族
が
出
征
す
る
と
き
に
於
て
も
全
民
族
が
財
産
を
持
っ
て

移
転
す
る
。
そ
し
て
そ
の
朴
会
の
構
成
員
の
各
員
は
各
白
の
負
担
に
よ
っ
て
戦
争
に
従
事
し
た
こ
と
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
杜

會
状
態
が
更
に
進
ん
で
、
殆
ん
ど
外
國
貿
易
を
も
た
ず
、
ま
た
殆
ん
ど
凡
て
の
個
々
の
家
族
が
白
家
用
に
作
る
粗
雑
な
家
庭
的
な
製
造

業
の
外
に
は
製
造
業
ら
し
い
も
の
を
も
た
ぬ
農
業
國
民
の
場
合
に
於
て
も
、
す
べ
て
め
人
は
各
＼
、
前
の
場
合
同
様
に
、
戦
士
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

か
り
に
そ
う
で
な
く
と
も
、
す
ぐ
そ
う
な
れ
る
の
で
あ
る
。
」
「
即
ち
、
彼
等
も
ま
た
兵
士
で
あ
っ
て
、
た
だ
兵
士
と
し
て
は
練
習
が

足
ら
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、
あ
く
ま
で
も
兵
士
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
を
戦
場
に
送
る
た
め
の
準
備
に
は
、
元
首
も
國
家

　
　
　
　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
五
五
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
．
（
五
五
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ツ
ト
ル
メ
ン
ト

も
、
大
し
た
経
費
を
使
わ
な
い
で
よ
い
の
で
あ
る
。
」
「
農
業
は
、
最
も
粗
筆
な
低
級
な
場
合
に
お
い
て
も
、
定
住
地
を
前
提
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ピ
テ
イ
シ
ョ
ン

る
。
非
常
な
損
を
し
な
く
て
は
放
棄
し
得
な
い
一
種
の
固
定
的
な
住
　
所
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
純
然
た
る
農
民
が
戦
争

を
や
る
と
き
に
は
、
人
民
全
部
が
撃
っ
て
出
征
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
く
と
も
、
老
人
や
女
子
や
子
供
達
は
後
に
残
っ
て
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

の
世
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
軍
務
適
齢
の
人
寿
が
皆
出
征
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ
て
」
　
「
も
し
戦
役
が

播
種
が
終
っ
て
か
ら
始
ま
っ
て
収
穫
前
に
終
る
な
ら
ば
、
農
民
と
彼
の
重
要
な
労
働
者
と
を
農
場
か
ら
取
り
去
つ
て
も
大
し
た
損
に

　
　
　
引

は
な
ら
ぬ
。
」
「
そ
こ
で
彼
は
短
期
の
戦
役
な
ら
ば
報
酬
を
受
け
ず
に
従
軍
す
る
こ
と
を
意
と
し
な
い
。
そ
し
て
元
首
や
ま
た
は
國
家

に
と
っ
て
も
、
こ
う
い
う
人
々
を
戦
場
に
お
い
て
維
持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
彼
等
を
出
征
さ
せ
る
た
め
に
要
す
る
費
用
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

同
じ
く
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
農
業
時
代
に
於
け
る
兵
役
の
関
係
と
経
費
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
そ
の
当

時
の
農
兵
は
戦
場
に
於
て
も
家
庭
に
於
け
る
と
同
じ
く
各
個
人
の
収
入
に
よ
っ
て
生
活
し
戦
闘
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
杜
会
の
進

展
に
っ
れ
て
製
造
業
の
発
達
と
戦
争
技
術
の
進
歩
と
い
う
二
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
各
個
人
の
収
入
に
よ
っ
て
は
維
持
す
る
こ
と
は
不

可
能
と
な
り
兵
士
に
対
す
る
給
与
の
必
要
が
生
じ
、
従
っ
て
叉
軍
務
に
従
事
す
る
間
は
国
家
に
よ
っ
て
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
戦
争
が
複
雑
に
な
る
と
そ
の
披
術
を
完
全
な
ら
し
む
る
た
め
に
分
業
が
発
生
す
る
過
程
を
詳
細
に
研

　
　
　
　
わ

討
し
て
い
る
。
国
防
に
つ
い
て
は
徴
兵
制
と
傭
兵
制
と
を
比
較
研
討
し
、
常
備
兵
制
と
徴
兵
制
と
以
て
優
れ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
判

述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
国
防
費
に
っ
い
て
、
要
す
る
に
〕
兀
首
の
第
一
の
義
務
た
る
他
の
濁
立
の
杜
会
の
暴
カ
又
は
不
正
に
対
し

一
、
杜
会
を
防
街
す
る
こ
と
は
、
文
明
が
進
む
に
つ
れ
て
益
々
経
費
の
か
か
る
も
の
と
な
る
。
朴
曾
の
兵
力
は
、
も
と
は
平
時
に
お
い
て

も
戦
時
に
お
い
て
も
元
首
に
と
っ
て
何
等
の
経
費
を
要
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
が
、
祉
会
の
改
良
が
度
を
進
め
る
に
徒
っ
て
、
先
ず

戦
時
に
、
後
に
は
平
時
に
お
い
て
さ
え
も
元
首
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
。
火
撚
の
発
明
に
よ
っ
て
戦
術
の
上



に
齎
ら
さ
れ
た
大
変
革
が
・
一
定
数
の
兵
士
を
平
時
に
お
い
て
教
練
し
訓
練
す
る
た
め
の
経
費
を
、
ま
た
戦
時
に
お
い
て
そ
う
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

兵
去
傭
う
た
め
の
欝
竺
段
と
高
め
た
の
で
あ
っ
た
明
」
「
近
代
に
於
て
は
、
色
・
の
理
由
に
よ
つ
て
、
そ
の
杜
曾
の
防
衛
に
は

ヨ
リ
多
く
の
経
費
が
か
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
良
の
自
然
的
進
歩
の
不
可
避
的
な
結
果
は
、
戦
術
の
一
大
革
命
に
よ
っ
て

大
轟
に
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
革
命
は
偶
然
の
出
黍
た
る
火
薬
の
発
明
に
よ
つ
て
起
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
近
代
戦
争
に
お
い
て
は
・
火
器
の
経
費
が
高
く
つ
く
こ
と
の
た
め
、
そ
の
経
費
を
賄
う
こ
と
の
で
き
る
國
民
が
明
白
に
有
利
な

　
　
　
　
　
０
）

地
位
を
占
め
引
。
」
と
述
べ
国
防
費
膨
脹
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。

　
司
法
費
に
つ
い
て
〕
兀
首
の
第
二
の
義
務
た
る
社
曾
の
各
員
を
他
の
各
員
の
不
正
叉
は
墜
制
か
ら
、
で
き
る
隈
り
、
防
寓
け
る
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｎ

務
・
即
ち
・
嚴
正
な
る
司
法
行
政
を
施
行
す
る
義
務
も
亦
、
杜
曾
の
時
代
を
異
に
す
る
に
従
つ
て
異
つ
た
経
費
を
必
要
と
す
る
」
と

述
べ
司
法
行
政
費
・
司
法
裁
判
費
に
つ
い
て
司
法
行
警
法
裁
判
の
成
立
遇
程
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
け
る
個
、
の
司
法
行

政
・
司
嚢
判
並
び
に
そ
れ
に
必
要
な
経
費
に
関
す
る
本
質
を
明
ら
か
に
し
歴
史
的
に
且
杜
会
学
的
に
詳
細
な
説
明
が
加
．
”
一
ら
れ
て

い
る
が
財
政
学
的
立
場
か
ら
は
あ
ま
り
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

土
木
工
蒐
び
公
共
施
設
の
経
費
に
つ
い
て
「
一
兀
首
叉
は
国
家
の
第
三
に
し
て
最
後
の
霧
は
、
公
共
施
設
９
竃
；
。
一
目
。
。
け
一
け
目
、
．

ぢ
富
一
又
は
夫
工
事
一
呂
一
…
・
色
に
し
て
、
一
大
杜
曾
に
と
つ
て
は
大
に
有
用
で
は
あ
る
が
、
そ
の
螢
上
そ
の
利
潤
が

個
人
叉
は
少
数
の
個
人
に
封
し
て
そ
の
経
費
を
償
う
に
足
ら
な
い
た
め
、
個
人
叉
は
少
数
の
個
人
が
そ
れ
を
作
り
叉
は
維
持
す
る
と

は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
作
り
且
つ
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
任
務
藁
す
た
め
に
必
要
な
蟹
も
、
杜
会
の
種

々
の
時
代
を
通
じ
て
そ
の
程
度
が
異
つ
て
い
た
。
杜
会
の
防
衛
及
び
司
法
の
た
め
に
必
要
な
公
共
施
設
や
土
木
工
事
や
に
つ
い
で
、

こ
の
種
の
土
木
工
事
及
び
施
設
と
し
て
麦
る
も
の
は
、
杜
会
の
商
業
の
利
便
を
増
す
た
め
の
も
の
及
び
人
民
の
教
夏
振
興
す
る

　
　
　
　
７
ダ
』
。
ス
ミ
ス
ｏ
啄
改
諭
へ
糞
構
）
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
（
五
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
；
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
（
五
五
四
）
．

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
教
育
振
興
の
た
め
の
施
設
に
は
二
種
あ
る
、
一
は
少
年
の
教
育
の
た
め
の
そ
れ
、
二
は
老
若
す
べ
て
の
階
級

　
　
　
　
　
わ

　
　
　
　
　
１

に
封
す
る
そ
れ
」
で
あ
る
。
公
道
、
橋
梁
、
可
航
運
河
、
港
湾
等
の
如
き
一
國
の
商
業
の
利
便
を
増
進
せ
し
む
べ
き
土
木
工
事
の
創

設
及
び
維
持
に
要
す
る
経
費
に
っ
い
て
は
「
こ
れ
を
所
謂
公
共
的
収
入
（
眉
匡
庁
篶
く
Ｏ
冒
Ｏ
）
即
ち
そ
の
徴
収
及
び
賦
課
が
多
ぐ
の

國
に
お
い
て
行
政
権
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
収
入
を
以
て
、
支
辮
す
る
こ
と
が
必
要
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
等
土
木

工
事
の
大
部
分
を
経
螢
す
る
の
に
、
そ
れ
等
白
身
に
必
要
な
経
費
を
支
辮
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
収
入
を
得
、
そ
し
て
社
曾
の
一
般
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

収
入
に
は
特
別
の
負
擦
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
て
行
く
こ
と
は
、
そ
う
む
つ
か
し
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
従
っ
て
か
く
の
如
き
土

木
工
事
費
に
つ
い
て
は
政
府
の
収
入
に
よ
っ
て
之
を
充
当
す
る
の
必
要
の
な
い
こ
と
論
じ
通
行
税
８
－
そ
の
他
特
別
の
手
数
料
を

徴
収
し
て
、
そ
れ
に
充
・
っ
こ
と
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
商
業
の
利
便
の
た
め
に
存
す
る
今
一
つ
の
施
設
た
る
造
幣
は
、
多
く
の

國
々
に
お
い
て
は
、
軍
に
そ
の
経
費
を
自
辮
す
る
に
足
ら
ず
、
元
首
に
少
額
の
収
入
即
ち
造
幣
手
数
料
を
興
え
る
、
ま
た
こ
れ
と
同

じ
目
的
を
も
つ
今
一
つ
の
施
設
た
る
郵
便
局
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國
に
お
い
て
、
そ
の
経
費
を
白
辮
し
た
上
、
な
お
元
首
に
相
當

　
　
　
　
　
　
　
　
幻

巨
額
の
収
入
を
欝
ら
す
」
も
の
で
あ
る
。
叉
特
殊
の
産
業
に
対
す
る
助
成
の
方
法
で
あ
る
特
許
会
社
に
つ
い
て
、
各
国
に
於
け
る
特

許
会
杜
を
歴
史
的
に
考
察
し
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
叉
政
府
に
よ
っ
て
何
等
特
権
の
与
え
ら
れ
な
い
株
式
会
杜
に
於
て

も
そ
の
産
業
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
即
ち
銀
行
業
、
保
険
業
、
浬
河
業
、
水
遭
の
如
き
も
っ
い
て
は
そ
の
経
営
を
委
ね
て
差
支
え
な

い
と
論
じ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
教
育
に
つ
い
て
各
国
に
於
け
る
教
育
制
度
を
詳
細
に
研
討
し
た
る
上
青
少
年
教
育
と
杜
会

教
育
即
ち
成
人
教
育
の
必
要
を
認
め
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
教
育
の
効
果
と
し
て
技
術
を
向
上
せ
し
め
て
一
国
産
業
の
発
達
を
助
長

せ
し
め
る
こ
と
、
及
び
国
民
が
国
家
政
策
を
理
解
し
協
力
す
る
こ
と
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
元
首
の
威
厳
を
維
持
す
る
た
め
の
経
費
に
つ
い
て
　
　
元
首
の
義
務
を
果
す
た
め
に
必
要
な
絡
費
の
外
に
元
首
の
威
厳
を
維
持
す



る
た
め
に
も
経
費
は
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
経
費
は
杜
会
の
進
歩
と
政
府
の
形
態
と
の
二
つ
が
種
々
異
な
る
に
従
っ
て
増
減
す
る
も

の
で
あ
る
。
即
ち
か
く
の
如
き
経
費
は
国
民
の
支
出
が
増
加
す
る
に
伴
っ
て
増
加
し
、
叉
君
主
政
体
の
方
が
共
和
政
体
よ
り
増
加
す

る
も
の
で
あ
る
と
そ
の
特
性
を
述
べ
て
い
る
。

　
経
費
の
負
担
の
帰
属
に
っ
い
て
　
「
社
会
の
防
衛
費
と
主
穫
者
の
威
嚴
を
維
持
す
る
た
め
の
経
費
と
は
、
い
ず
れ
も
、
全
杜
曾
の

一
般
的
利
益
の
た
め
に
支
出
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
全
杜
會
の
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
支
辮
さ
れ
る
の
が
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

然
で
あ
っ
て
、
社
会
の
全
員
ぱ
、
各
＼
各
自
の
能
力
に
出
来
る
だ
け
比
例
し
て
貢
納
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
司
法
行
政
費
は
社
曾
全

体
の
利
益
の
為
に
支
出
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
支
辮
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
。
然
し
司
法
裁
判
の
経
費

は
或
特
定
人
に
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
裁
判
所
の
手
数
料
収
入
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
叉
特
定
の
地
方
に
利
溢
を
与

え
る
が
如
き
経
費
は
そ
の
地
方
的
収
入
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
道
路
や
交
通
機
関
を
維
持
す
る
た
め
の
経
費
は
、
全
杜
会
の
利

益
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
充
当
し
て
も
よ
い
、
然
し
旅
行
者
、
荷
物
の
運
搬
消
費
者
等
特
定
の
者
に
利
溢

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
通
行
税
に
よ
っ
た
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
教
育
及
び
宗
教
的
教
化
の
施
設
経
費
も
亦
一
般
的
貢
納

に
よ
っ
て
支
弁
し
て
も
よ
い
、
然
し
授
業
料
、
そ
の
他
の
自
発
的
貢
納
に
よ
る
方
が
適
当
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
叉
全
杜
会
に
と
っ

て
有
益
な
る
施
設
に
於
て
そ
の
収
入
が
不
足
を
生
じ
た
る
場
合
は
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
補
填
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
要

す
る
に
ス
ミ
ス
に
あ
り
て
は
経
費
の
充
当
に
っ
い
て
、
そ
の
経
費
の
本
質
に
よ
っ
て
、
礼
会
一
般
に
利
益
を
与
え
る
も
の
は
朴
会
一
般

の
負
担
と
し
、
特
定
人
の
利
益
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
人
に
よ
っ
て
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ま
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雷
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り
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ｏ
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ｈ
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＠
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ｃ
ｏ
邑
身
ミ
§
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ｏ
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ｐ
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・
ｏ
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＠
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昌
ｃ
ｏ
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事
一
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ｓ
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一
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・
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四
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四
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四

國
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國
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國
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十
二
貝

十
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頁

十
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十
頁

三
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頁

三
十
八
頁

四
十
頁

六
十
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六
十
七
頁

六
十
七
頁

二
百
五
十
四
頁

　
国
防
費
、
元
首
の
威
厳
を
維
持
す
る
経
費
、
其
他
一
切
の
政
府
の
必
要
経
費
に
充
当
す
べ
き
収
入
は
特
別
の
収
入
機
構
が
で
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ア
ン
ズ

い
な
い
場
合
に
は
特
に
刑
更
俸
彩
俸
す
る
元
資
に
よ
る
も
の
と
租
税
と
で
気
。
元
蔓
は
国
家
に
属
し
て
い
る
元
資
叉
は

卿
セ
ズ
ん
以
郷
ヱ
ニ
恥
は
・
第
彬
か
土
地
か
で
あ
る
。
元
首
は
、
他
の
資
本
の
所
有
者
と
同
じ
く
資
本
を
白
ら
使
用
し
て
利
潤
を
得
る
か

叉
は
他
人
に
貸
し
て
利
子
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
首
が
自
ら
資
本
を
使
用
し
事
業
を
経
営
し
以
て
国
家
収
入
を
企
て
た
例
を
説

睨
し
又
は
困
家
白
ら
金
融
業
を
経
営
し
た
る
事
例
を
あ
げ
て
説
明
し
、
君
主
は
概
し
て
商
人
と
し
て
は
成
功
し
な
い
し
、
商
人
と
元

首
の
二
つ
の
性
格
は
而
立
し
な
い
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
う
し
て
「
郵
便
事
業
は
本
來
商
業
灼
で
あ
る
。
政
府
は
、
各
種
の
事

務
所
を
作
り
・
必
要
な
馬
及
び
車
を
買
い
入
れ
叉
は
借
り
入
れ
る
費
用
を
前
貸
す
る
、
そ
し
て
そ
の
郵
送
さ
れ
る
物
に
封
し
て
徴
す

る
料
金
に
よ
っ
て
・
非
常
に
大
き
い
利
益
を
以
て
、
そ
の
償
還
を
受
け
る
。
こ
れ
は
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
寸
れ
ば
、
各
種
の
政
府



が
そ
の
経
螢
に
成
功
し
た
唯
一
の
商
講
企
業
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
貸
付
け
る
第
夢
は
そ
の
巨
額
で
は
な
い
・
そ
し
て
事
業
ゼ

の
も
の
に
は
何
の
秘
密
も
な
い
。
そ
の
代
金
の
回
収
は
確
定
で
あ
る
の
み
で
な
く
即
時
で
あ
る
一
と
い
う
。
次
に
貸
付
資
本
の
利
子

に
っ
い
て
国
家
が
確
定
的
収
入
の
財
源
と
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
旨
述
へ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
ス
ミ
ス
は
資
本
、
信
用
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ソ
ク

る
収
入
よ
り
は
財
源
と
し
て
土
地
収
入
の
重
要
性
を
土
地
の
本
質
的
意
義
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
「
資
本
や
信
用
は
、
性
質
上
不
安

定
で
可
壊
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
対
し
て
安
全
性
と
威
厳
と
を
与
う
べ
き
唯
一
の
、
確
定
不
動
に
し
て
永
久
的
な
主
た
る

元
資
と
し
て
信
頼
し
難
い
。
既
に
牧
畜
民
族
た
る
こ
と
を
脱
し
た
大
國
民
の
政
府
は
、
一
つ
と
し
て
、
そ
の
公
共
的
収
入
の
大
部
分

を
か
く
の
如
き
資
源
か
ら
収
め
得
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
地
は
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
ヨ
リ
安
定
し
た
永
久
的
性
質
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ン
ト

元
資
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
、
公
有
地
の
地
代
は
、
既
に
牧
畜
氏
族
た
る
境
を
脱
し
た
多
く
の
大
國
氏
の
公
共
的
収
入
ゆ
主
た
る
源
一

　
　
　
　
３
）

泉
で
あ
っ
た
」
と
。

　
¢
大
内
兵
衛
氏
の
訳
語
に
よ
る
。
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マ
キ
シ
ム
メ

　
ス
ミ
ス
は
租
税
を
研
究
す
る
に
先
だ
っ
て
「
次
の
如
き
四
原
則
が
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
第
一
、
「
各
國
の
臣
民
は
、
そ
の
各
ミ
の
能
カ
に
で
き
る
だ
け
比
例
的
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
彼
等
が
そ
れ
ぞ
れ
國
家
の
保
護
の

下
に
獲
得
す
る
収
入
に
比
例
し
、
政
府
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
納
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
大
國
に
お
け
る
政
府
の
費
用
と
個
人
と
の

　
　
　
ア
ダ
ム
．
ス
、
、
、
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
五
五
七
）

●



．
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関
係
は
・
恰
も
・
大
所
有
地
の
蟹
費
と
共
同
小
作
人
と
の
關
係
の
如
き
も
の
で
あ
る
、
こ
の
小
作
人
は
誰
も
皆
そ
の
所
有
地

に
封
す
る
利
害
潔
に
比
例
し
て
そ
れ
ぞ
れ
貢
納
の
霧
を
も
つ
。
こ
の
原
則
を
守
る
か
守
ら
な
い
か
が
、
即
ち
所
謂
租
税
の
公
平

か
不
公
平
言
§
写
ｇ
亘
§
一
言
一
菱
亘
か
の
岐
れ
路
で
・
の
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
三
種
の
源
泉
の
そ
の
一
つ

の
み
に
か
け
ら
れ
る
税
は
・
他
の
二
っ
の
源
泉
に
か
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
讐
、
す
で
に
必
ず
や
不
公
平
で
あ
る
こ

と
は
・
…
に
ど
う
し
て
も
述
べ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
下
に
お
い
て
各
種
の
租
税
を
欝
す
る
に
際
し
て
は
、
私
は
、
こ
の
種

の
不
公
平
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
上
更
め
て
論
じ
な
い
で
あ
言
、
私
は
、
多
ぐ
の
場
合
に
お
い
て
、
私
の
観
察
を
、
特
殊
の
租

税
に
よ
一
て
影
響
を
受
け
る
私
人
の
特
殊
の
収
入
に
対
し
て
す
ら
不
公
平
な
負
措
と
な
る
よ
う
な
特
殊
の
租
税
に
よ
る
不
公
平
の
み

に
、
隈
局
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」

　
＞
』
冒
事
．
ミ
ｓ
事
・
『
冬
庄
・
目
、
．
ミ
一

　
大
内
兵
衛
訳
国
富
論
同
二
七
七
頁

こ
れ
は
一
般
に
「
公
平
の
原
則
一
・
或
は
「
平
等
の
原
則
一
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
原
則
は
概
念
が
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
の
当
時

に
於
て
は
致
密
な
る
概
念
規
定
は
そ
の
杜
会
的
要
求
が
必
要
と
し
な
か
つ
た
言
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
ス
、
、
、
ス
は
国
家
経
費
と
国
民

各
個
人
の
関
係
・
即
ち
国
家
経
費
充
当
に
於
け
る
淵
源
を
大
所
有
地
と
共
同
小
作
人
の
関
係
に
た
と
え
て
い
る
。
ス
、
、
、
ス
に
於
け
る

熾
は
尚
扁
の
分
鳩
研
究
の
必
要
は
雰
に
認
言
れ
る
。
然
し
て
こ
の
ス
、
、
、
ス
の
観
念
は
ス
ミ
ス
の
時
代
に
於
て
は
是
認
せ

ら
れ
る
妥
当
な
る
も
の
で
あ
一
た
か
も
知
れ
な
い
が
然
し
現
代
に
於
け
る
轟
な
る
国
家
杜
会
に
於
て
は
直
ち
に
そ
の
観
念
が
受
容

れ
ら
れ
る
奈
か
は
簡
の
予
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
そ
の
所
有
地
に
対
す
る
型
口
閑
係
に
比
例
す
る
貢
納
の
霧
一
を
以

一
」
今
日
所
謂
土
地
の
賃
貸
料
と
は
異
な
る
こ
と
当
然
で
あ
り
、
叉
租
税
を
以
て
土
地
の
賃
貸
料
と
い
う
観
雲
以
て
律
す
る
こ
と
の



出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
然
し
こ
の
原
則
は
地
代
利
潤
及
ぴ
賃
銀
に
対
す
る
租
税
の
公
平
を
考
察
し
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

勿
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
公
平
と
は
如
何
な
る
事
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
研
究
の
予
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は

公
平
と
い
う
観
念
に
っ
い
て
各
個
人
が
「
能
カ
に
で
き
る
だ
け
比
例
的
に
」
即
ち
「
獲
得
す
る
収
入
に
比
例
し
」
て
納
税
す
べ
き
で

あ
る
と
述
べ
る
に
止
ま
り
何
を
以
て
具
体
的
に
公
平
と
い
う
こ
と
が
具
現
す
る
か
に
つ
い
て
は
論
及
し
て
お
ら
な
い
。
然
し
て
ス
ミ

ス
の
い
江
つ
よ
う
に
各
個
人
の
所
得
に
比
例
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
租
税
を
以
て
公
平
と
す
る
と
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
尚

考
察
の
予
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
税
卒
に
つ
い
て
、
「
所
得
に
比
例
し
て
」
と
述
べ
て
い
る
の
み
で
各
個
人
の
所
得
に
於
け
る
増
加

に
伴
う
て
適
用
す
る
税
卒
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

　
次
に
原
則
の
そ
の
二
を
あ
げ
て
い
る
。

　
節
二
、
　
「
各
個
人
が
沸
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
租
税
は
、
確
定
的
（
０
９
冨
ぎ
）
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
不
確
定
的
（
弩
９
貫
胃
く
）
で
あ

っ
て
は
な
ら
ぬ
。
文
沸
の
時
期
、
支
沸
方
法
、
支
沸
う
べ
き
金
額
は
、
す
べ
て
納
税
者
に
、
ま
た
そ
の
他
誰
に
で
も
・
嚇
節
ル
づ
概

ー
ン軍

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
租
税
を
沸
う
べ
き
人
は
皆
、
何
程
か
の
程
皮
に
お
い
て
租
税
徴
収
人
の

棟
力
下
に
立
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
人
友
は
、
白
分
の
嫌
い
な
人
に
は
余
計
の
税
を
課
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
・
そ

う
い
う
加
重
を
ほ
の
め
か
し
て
、
何
等
か
の
贈
物
ま
た
は
役
得
を
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
租
税
の
不
確
定
は
、
横

柄
で
も
な
く
惚
敗
し
て
も
い
な
い
場
合
で
さ
え
、
本
來
あ
ま
り
に
人
気
の
な
い
人
々
を
、
い
よ
い
よ
横
柄
な
ら
し
め
ま
す
ま
す
寓
敗

せ
し
め
る
。
納
め
ね
ば
な
ら
ぬ
金
額
は
何
程
か
と
い
う
こ
と
が
、
各
人
に
と
っ
て
確
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
租
税
に
お
い
て

は
、
特
に
巫
要
な
桝
柄
で
あ
っ
て
、
相
當
程
皮
の
不
公
平
も
、
極
め
て
雌
か
の
不
確
定
性
に
比
す
れ
ば
、
決
し
て
よ
り
大
き
い
弊
害

で
は
な
い
と
い
え
よ
う
、
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
闘
民
の
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
私
は
信
じ
て
い
る
。
」

　
　
　
ア
ダ
ム
．
ス
、
、
、
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
五
五
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
三
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
五
六
〇
）

　
＞
．
○
り
昌
斗
戸
≦
一
ｓ
－
亭
◎
｛
ｚ
註
｝
◎
目
－
ｐ
ミ
ｏ
ｏ
・

　
大
内
兵
衛
訳
　
幽
當
論
　
的
　
二
七
七
頁

　
こ
れ
は
「
確
実
の
原
則
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
納
税
者
に
対
す
る
徴
税
官
吏
の
感
情
的
賦
課
と
徴
税
官
吏
に
対
す
る
不
正
行
為
を

と
り
あ
げ
て
い
る
。
不
確
定
的
な
租
税
が
徴
税
官
吏
に
於
て
の
み
な
ら
ず
国
民
経
済
に
於
－
も
悪
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。　

次
に
原
則
の
三
を
あ
げ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ム
．
ン
イ
ニ
ェ
ン
ド

　
第
三
、
「
す
べ
て
の
租
税
は
、
そ
れ
を
支
払
う
納
税
者
に
と
っ
て
擾
も
便
宜
と
考
、
元
ら
れ
る
よ
う
な
時
期
及
び
方
法
に
お
い

て
か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
土
地
の
地
代
叉
は
家
屋
の
賃
料
に
対
す
る
税
は
、
そ
う
い
う
地
代
が
普
通
支
払
わ
れ
る
時
期

に
支
払
う
べ
し
と
す
れ
ば
、
納
税
者
に
恐
ら
く
は
最
も
便
宜
な
時
期
に
、
彼
が
そ
れ
を
支
払
う
べ
き
手
段
を
一
番
持
っ
て
い
そ
う
な

時
期
に
・
課
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
著
修
品
の
如
き
消
費
物
に
課
す
る
租
税
は
、
終
局
的
に
は
す
べ
て
消
費
者
に
よ
り
、

且
つ
概
し
て
彼
に
援
も
便
宜
な
方
法
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
い
う
税
の
支
沸
は
、
そ
う
い
、
。
つ
貨
物
雇
買
う

毎
に
、
少
し
づ
つ
な
さ
れ
る
か
ら
。
且
つ
そ
れ
等
の
貨
物
は
、
そ
れ
を
買
う
も
買
わ
な
い
も
、
彼
の
自
由
で
あ
り
意
の
ま
ま
で
あ
つ

て
・
彼
が
そ
う
い
う
税
の
た
め
に
多
少
の
不
都
合
を
感
じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
白
身
の
資
任
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
」

　
＞
．
ｏ
ｏ
昌
三
ポ
≦
♂
巴
｝
ｏ
『
ｚ
ｇ
｛
◎
～
弓
．
、
、
蘭
．

　
大
内
兵
衛
論
國
當
論
同
二
七
七
頁

　
こ
れ
は
「
便
宜
の
原
則
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
便
宜
の
原
則
と
し
て
納
税
者
の
収
入
時
期
に
応
じ
て
納
税
時
期
を
定
め

叉
納
税
者
の
納
税
に
最
も
容
堵
な
る
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
地
代
又
は
家
賃
に
対
す
る
租
税
は
そ
の
収
入
の
時
期
が
最
も
納
税
に
容

易
で
あ
ろ
う
し
・
叉
消
費
物
に
課
す
る
租
税
は
そ
の
購
買
の
度
毎
に
納
税
す
る
の
が
最
も
容
易
な
方
法
で
消
費
者
に
よ
っ
て
貨
担
す



る
こ
と
に
を
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
原
則
の
第
四
を
あ
げ
て
い
る
。

　
第
四
「
す
べ
て
の
租
税
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
國
庫
に
納
め
ら
れ
る
も
の
以
上
に
は
、
で
き
る
だ
け
少
く
、
人
民
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

取
出
し
又
は
ポ
ケ
ッ
ト
の
外
に
留
め
て
置
く
よ
う
に
、
考
案
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
租
税
が
次
の
よ
う
な
四
つ
の
方
法
に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
國
庫
に
収
納
す
る
も
の
以
上
に
巨
額
な
金
額
を
、
人
民
の
ボ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
出
し
叉
は
ポ
ケ
ッ

ト
の
外
に
留
め
て
置
く
倶
れ
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
そ
れ
の
賦
課
に
非
常
に
多
敷
の
官
吏
を
必
要
と
し
、
そ
の
官
吏
の
俸
給
が
租

－
税
収
入
の
大
部
分
を
喰
い
つ
く
し
、
且
つ
そ
れ
等
官
吏
の
役
得
が
人
民
に
封
し
て
別
の
附
加
的
な
租
税
と
な
る
場
合
。
そ
の
第
二
は
、

租
税
が
人
民
の
産
業
活
動
を
阻
害
し
、
彼
等
を
し
て
多
数
の
人
々
に
生
活
と
職
業
と
を
輿
え
る
よ
う
な
特
定
の
業
務
に
従
事
す
る
の

勇
気
を
沮
衷
せ
し
む
る
場
合
。
か
か
る
場
合
は
、
一
方
、
人
民
に
納
税
を
強
制
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
彼
を
し
て
そ
の
納
税
を
ヨ
リ

容
易
に
な
し
得
る
よ
う
に
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
元
資
の
あ
る
も
の
を
減
少
あ
る
い
は
壊
滅
さ
せ
る
も
の
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
節
三

に
は
、
租
税
を
適
脱
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
不
幸
な
人
次
に
課
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
没
収
そ
の
他
の
刑
罰
で
あ
る
、
こ
れ
が
彼
等

を
破
産
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
の
有
つ
て
い
る
資
本
金
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
べ
き
利
溢
を
、
社
曾
が
失
う
こ
と
は
、
決

し
て
珍
し
く
な
い
。
愚
か
な
租
税
は
密
費
買
に
封
す
る
大
き
い
誘
惑
を
捉
供
す
る
。
そ
し
て
密
質
買
に
対
す
る
罰
金
の
大
き
さ
は
誘

惑
の
大
き
さ
に
比
例
す
る
。
か
＼
る
法
律
は
、
普
逝
の
正
義
の
原
則
に
反
し
て
、
先
ず
誘
惑
の
網
を
作
っ
て
置
い
て
、
し
か
る
後
そ

れ
に
引
つ
か
か
っ
た
者
を
罰
す
る
も
の
だ
、
そ
の
上
、
か
＼
る
法
律
は
、
刑
罰
を
ど
う
し
て
も
蝋
減
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
蛍
の
那
情
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

即
ち
、
そ
の
狙
罪
を
犯
す
誘
惑
が
ま
せ
ば
ま
す
ほ
ど
そ
の
罰
を
加
重
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
閉
四
に
は
、
人
民
を
し
て
、

和
税
徴
収
官
吏
の
頻
繁
な
臨
検
や
厭
な
検
査
に
服
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ
は
彼
俗
を
無
用
の
手
敷
と
困
却
と
堅
制
と
に
曝
す

　
　
　
　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
五
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
（
五
六
二
）

も
の
で
あ
る
、
嚴
密
に
い
え
ば
、
困
却
は
費
用
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
の
等
債
物
で
あ
り
、
で
き
る
な
ら
ば
誰
も
が
免
れ
た
い
も

の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。
租
税
が
元
首
に
と
っ
て
の
利
益
で
あ
る
以
上
に
、
そ
れ
よ
り
は
な
お
余
計
に
人
民
の
負
担
と
な
る
こ

と
が
あ
る
の
は
、
実
に
以
上
の
四
っ
の
異
っ
た
方
法
の
内
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」

　
＞
一
〇
〇
昌
斗
ぎ
ミ
§
－
手
ｏ
｛
ｚ
津
｛
◎
～
勺
一
ミ
饒
．

　
大
内
兵
衛
諜
　
國
富
論
　
回
　
二
七
八
頁

　
こ
れ
は
「
徴
収
費
の
最
少
の
原
則
」
叉
は
「
最
少
徴
税
費
の
原
則
」
と
い
わ
れ
る
。
右
の
如
く
ス
ミ
ス
は
国
民
か
ら
現
実
に
国
庫

に
収
入
せ
ら
れ
る
以
上
の
も
の
を
徴
収
せ
ら
れ
る
原
因
と
し
て
四
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
場
合
は
徴

税
抜
術
上
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の
場
合
の
如
く
、
租
税
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
を
阻
害
し
た
り
、
国
民
の
特
定
の
労

働
意
欲
を
阻
害
し
た
り
、
叉
は
納
税
に
於
け
る
源
泉
を
圧
迫
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
過
剰
徴
税
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と

大
き
く
・
国
民
経
済
上
に
於
て
も
重
要
な
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
杜
会
的
に
も
大
き
な
問
題
を
与
え
る
。
そ
の
第
三
の
場
合
は

国
家
の
課
税
権
に
伴
う
刑
罰
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
警
琴
一
嚢
◎
；
己
崇
一
◎
…
；
竃
…
｝
書
ミ
一
；
二
邑
委
婁
；
一
・
一
ら
。
胴
。
宝
募
。
。
。
甲
こ
の
著
者
は
右
引
用
し

　
　
　
た
る
と
こ
ろ
に
わ
い
て
和
税
の
「
一
般
灼
原
則
」
と
し
て
次
の
六
ヶ
条
を
あ
げ
て
ゐ
る
、
－

　
　
Ｕ
　
「
密
愉
山
人
の
危
険
の
あ
る
場
合
は
、
和
税
は
重
く
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
」

　
　
２
　
「
課
税
に
貨
用
の
か
＼
る
税
は
避
く
べ
し
。
」

　
　
３
　
「
不
確
定
の
税
は
避
く
べ
し
。
」

　
　
４
　
「
で
き
得
る
眼
り
、
貧
乏
人
に
軽
く
金
持
に
重
く
謀
し
て
」
富
の
不
公
平
を
「
緩
和
す
べ
し
。
」

　
　
５
　
「
園
民
を
貧
困
に
す
る
税
は
如
何
な
る
も
の
と
雛
も
怒
和
、
以
て
拒
絶
す
べ
し
。
」

　
　
６
　
「
納
税
者
の
宣
醤
を
要
求
す
る
租
税
は
避
く
べ
し
、
、
」

　
　
　
＞
守
ヨ
○
ｏ
ま
亭
考
ｇ
一
｝
ｏ
『
ｚ
邑
◎
～
ミ
り
・
大
内
兵
衛
課
　
幽
當
論
　
岡
　
二
八
○
．
典



　
第
四
に
あ
げ
る
場
合
は
徴
税
技
術
上
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
は
ス
ミ
ス
の
あ
げ
る
租
税
の
原
側
で
あ
る
が
尚
ス
ミ
ス
は
「
上
述
の

原
則
は
・
明
ら
か
に
正
義
に
か
な
い
有
用
な
も
の
と
し
て
、
如
何
な
る
國
民
も
こ
れ
に
多
少
の
注
意
を
よ
せ
て
來
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
べ
て
の
國
民
は
・
彼
等
が
判
断
カ
を
壷
し
て
、
彼
等
の
租
税
を
彼
等
が
考
案
し
得
る
範
園
に
わ
い
て
で
き
る
だ
け
公
平
に
し
よ
う

と
つ
と
め
て
來
た
の
で
あ
つ
た
、
ま
た
、
そ
の
支
沸
の
‘
時
及
び
方
法
の
雨
者
に
關
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
正
確
に
、
納
税
者
の
便
宜

に
適
う
よ
う
に
し
て
來
た
・
そ
し
し
ま
た
・
そ
れ
等
が
君
主
に
齋
ら
す
と
こ
ろ
の
収
入
の
割
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
人
民
に
負
措
の

か
か
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
來
た
の
毒
一
げ
。
」
と
正
義
に
し
て
有
用
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
有
名
な
る
ス
ミ
ス
の
四
大
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
　
共

な
る
も
の
は
ス
ミ
ス
の
独
創
．
的
見
解
で
は
な
く
既
に
之
に
つ
い
て
論
者
が
出
て
い
た
の
で
あ
る
が
然
し
な
が
ら
各
種
の
見
解
を
分
析

綜
合
し
統
一
し
学
説
上
必
要
な
地
位
を
な
し
租
税
政
策
の
重
要
な
指
針
た
ら
し
め
た
こ
と
は
淘
に
ス
ミ
ス
の
功
績
で
あ
る
。
然
し
て
、

か
く
こ
の
原
則
が
地
位
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
単
な
る
抽
象
的
な
理
念
、
或
は
理
想
と
し
て
樹
立
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
当
時
の
現
実
的
な
杜
会
的
要
求
に
従
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
そ
の
当
時
の
市
民
杜
会
に
於
け
る
秩
序
の
維
持
、
之
に
伴
う
資
本
‘

蓄
積
の
過
程
に
於
て
当
然
の
要
請
と
し
て
原
則
化
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
自
然
的
自
由
の
制
度
に
於
け
る
必
然
的
な
要

請
と
し
て
樹
立
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ス
ミ
ス
は
「
租
税
一
般
に
通
ず
る
と
こ
ろ
の
四
大
原
則
－
「
租
税
一
般
に
関
す
る
四
っ
の
金
言
」
を
述
べ
て
ゐ
る
。
」
「
謂
は
ゆ
る
租
税
原
則

　
な
る
命
名
は
後
代
の
財
政
学
者
の
古
興
に
対
す
る
教
科
書
的
冒
演
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
の
濁
創
に
非
ざ
る
こ
と
を
ス
ミ
ス
に
対
し
て
間
題
と
す
る
は

　
寧
ろ
説
か
る
學
説
史
的
論
断
定
で
あ
ら
う
。
．
租
税
原
則
の
間
魑
に
っ
い
て
は
な
ほ
ワ
グ
ナ
ー
に
闘
聯
し
て
生
ず
る
も
、
そ
れ
は
正
義
の
理
念
を
表

　
す
も
の
と
解
し
て
大
過
な
い
で
あ
ら
う
。
重
要
な
こ
と
は
謂
は
ゆ
る
ス
ミ
ス
の
四
原
則
は
－
ｉ
租
税
原
則
な
る
名
称
の
創
始
者
の
何
人
な
る
か
に

　
つ
い
て
は
と
も
あ
れ
・
慎
し
む
べ
き
は
所
謂
主
体
的
解
澤
で
あ
る
。
ｉ
ｌ
当
時
の
英
佛
杜
會
の
租
税
納
付
者
の
現
実
的
な
欲
求
で
あ
つ
た
こ
と
、

　
當
然
・
近
代
杜
會
の
合
理
主
義
を
表
明
し
て
契
約
の
平
等
を
表
明
し
て
ゐ
る
こ
と
こ
れ
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
が
租
税
利
益
説
を
と
り
乍
ら
所
得
税
申

　
心
の
直
接
税
を
説
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
時
代
以
来
、
ケ
ネ
ー
を
経
て
、
資
本
主
義
は
漸
く
そ
の
形
態
を
整
へ
て
來
た
の
で
あ

　
　
　
　
ア
ダ
ム
．
ス
ミ
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
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＊
　
　
　
＞
｛
凹
昌
ｃ
ｏ
昌
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Ｆ
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く
ｏ
邑
一
了
ｏ
，
ｚ
ｇ
ぎ
５
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ｏ
、
、
り
．
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ユ
．
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衛
課
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富
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肉
　
一
一
八
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頁

七
二
（
五
六
四
）

六

　
ア
ダ
ム
．
ス
ミ
ス
に
従
う
と
地
代
、
利
潤
及
ぴ
賃
銀
が
収
入
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
土
地
及
び
資
本
の
私
有
が
許
さ
れ
て

い
る
社
会
に
於
て
は
各
個
人
に
於
け
る
収
入
の
源
泉
は
地
代
、
利
潤
及
ぴ
賃
銀
で
あ
る
。
即
ち
地
代
、
利
潤
及
ぴ
賃
銀
が
一
切
の
収

入
の
三
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
他
の
収
入
は
、
す
べ
て
之
等
の
各
々
か
ら
、
或
は
之
等
の
も
の
の
申
の
二
、
或
は
、
之
等
の
源
泉
か
ら

発
生
す
る
の
で
あ
る
。
或
商
品
の
価
格
、
或
は
そ
の
交
換
価
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
之
等
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃
銀
の
三
つ
の
部
分
の

何
れ
か
そ
の
一
つ
、
或
は
そ
の
他
の
、
或
は
そ
れ
等
の
す
べ
て
の
も
の
に
分
解
す
る
如
く
に
、
各
国
に
於
け
る
年
々
の
労
働
の
結
果

た
る
生
産
物
全
部
を
構
成
す
る
一
切
の
商
品
の
価
格
、
ま
た
は
交
換
価
値
も
、
之
を
総
括
す
れ
ば
、
同
じ
く
三
倒
の
部
分
に
分
解
す

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
が
そ
の
国
の
各
種
の
国
民
の
間
に
、
彼
等
の
労
働
の
賃
銀
と
し
て
、
叉
は
彼
等
の
資
本
と
し
て
、
或

は
土
地
の
地
代
と
し
て
分
配
さ
れ
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
各
社
会
の
労
働
に
よ
っ
て
年
冷
採
集
さ
れ
、
或
は
生
産
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
全
部
が
、
即
ち
そ
の
総
価
格
が
、
か
く
し
て
本
源
的
に
、
そ
の
社
会
の
各
種
の
構
成
員
の
間
に
分
配
さ
の
る
の
で
あ

る
。
賃
銀
、
利
潤
及
ぴ
土
地
の
地
代
は
す
べ
て
の
交
換
価
値
の
三
つ
の
本
源
的
源
泉
で
あ
る
。
と
同
時
に
ま
た
一
切
の
収
入
の
本
源

的
源
泉
で
あ
る
。
そ
の
地
の
す
べ
て
も
収
入
は
終
局
的
に
は
之
等
三
者
の
何
れ
か
ら
か
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
各
個
人

の
収
入
は
、
結
い
に
お
い
て
三
種
の
源
泉
即
ち
地
代
、
利
澗
及
び
賃
銀
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
Ｃ
如
何
な
る
租
税
も
、
終
局
的
に



は
・
こ
の
三
種
の
収
入
の
内
い
ず
れ
か
か
ら
、
も
し
く
は
ど
れ
と
い
う
こ
と
な
く
そ
の
凡
て
か
ら
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
な
し
、

課
税
の
対
象
を
ば
地
代
、
利
潤
、
賃
銀
及
び
こ
れ
等
の
凡
て
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
．
る
場
合
、
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ヤ
ノ
ン

　
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
　
　
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
、
一
定
の
標
準
に
よ
り
、
即
ち
、
各
地
区
の
地
代
を
評
価
し
て
一
定
と

し
一
そ
の
評
価
は
そ
の
後
変
更
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
土
地
の
真
実
の
地
代
が
変
る
ご
と
に
変
り
、

そ
の
耕
作
の
改
良
又
は
衰
退
に
つ
れ
て
高
低
す
る
よ
う
な
方
法
で
賦
課
さ
れ
る
こ
と
ポ
あ
る
。
か
く
の
如
く
地
代
税
に
於
て
は
不
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
セ
尺

の
評
価
値
に
よ
る
も
の
と
可
変
の
評
価
値
に
よ
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
一
定
不
変
の
標
準
に
よ
り
各
地
区
に
配
賦
す
る
地
租
は
、

そ
の
制
定
の
当
時
は
公
平
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
国
の
各
地
に
お
い
て
耕
作
上
の
改
良
と
怠
慢
と
の
度
が
変
っ
て
く
る
に
従
い
、
時
の

た
っ
に
っ
れ
て
・
不
公
平
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
て
真
実
の
納
税
者
は
常
に
地
主
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
租
税

は
・
普
通
小
作
人
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
る
、
そ
し
て
地
主
は
地
代
の
支
払
に
際
し
て
そ
れ
だ
け
差
引
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
各
地

区
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
、
そ
の
地
代
の
増
加
に
伴
れ
て
増
加
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
土
地
を
改
良
し
て
得
る
地
主
の
利
潤

に
・
元
首
は
与
ら
な
い
。
こ
う
い
う
改
良
に
よ
り
、
そ
の
地
区
内
の
他
の
地
主
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ポ
こ
と
は
も
と
よ
り
あ
り
得
る

こ
と
で
あ
る
が
、
か
り
に
あ
る
特
定
の
土
地
に
お
い
て
租
税
負
担
の
増
加
が
起
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
通
常
非
常
に
軽
微
で
あ

ろ
う
か
ら
、
そ
の
た
め
そ
れ
等
の
土
地
の
改
良
を
阻
害
し
た
り
、
土
地
の
生
産
物
を
し
て
こ
れ
な
き
場
合
に
達
し
得
た
で
あ
ろ
う
点

．
以
下
に
下
ら
し
め
た
り
は
し
な
い
“
ち
そ
れ
は
そ
の
量
を
減
ら
せ
る
傾
を
も
っ
も
の
で
は
な
い
寺
れ
ば
、
そ
の
生
産
物
の
駕

を
つ
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
民
の
勤
勉
を
妨
害
し
な
い
。
そ
れ
は
、
租
税
の
支
払
に
不
可
避
で
あ
る
不
都
合
を
の
ぞ

－
い
て
何
等
か
外
の
不
都
合
を
地
主
に
課
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
も
し
不
変
の
評
価
値
に
よ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
不
公
平
な
も

の
と
な
る
倶
れ
の
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
不
変
の
評
価
値
が
地
主
に
と
っ
て
有
利
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
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、
タ
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は
・
一
国
が
繁
栄
し
て
地
代
が
騰
貴
す
る
こ
と
、
尚
こ
の
税
は
貨
幣
で
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
の
評
価
格
も
亦
貨
幣

　
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
貨
幣
及
び
銀
の
価
値
が
一
定
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
評
価
格
の
不
変
性
と
い
う
こ
と
は
納
税
者
に
と

　
っ
て
も
国
家
に
と
っ
て
も
時
の
経
遇
と
い
う
こ
と
で
不
都
合
な
も
の
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
土
地
の
生
産
物
に
課
す
る
税
　
　
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
税
は
、
そ
の
実
は
、
地
代
に
課
す
る
税
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
か
じ

、
め
農
業
者
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
る
に
し
て
も
、
終
局
的
に
は
地
主
が
支
払
う
の
で
あ
る
。
生
産
物
の
一
定
の
部
分
が
税
と
し
て
支
払

　
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
に
は
、
農
業
者
は
、
こ
の
部
分
は
、
毎
年
の
平
均
で
ど
の
位
の
価
値
に
当
る
か
を
算
定
し
、
そ
れ
だ
け
を
差
，

引
い
た
地
代
を
、
地
主
に
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
農
業
者
で
あ
り
な
が
ら
、
一
種
の
地
租
た
る
教
会
の
十
分
ノ
一
税
（
｛
苧
。
）

が
年
々
の
平
均
で
ど
の
位
に
な
る
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
な
い
も
の
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
十
分
ノ
一
税
そ
の
他
す
べ
て
こ
の

種
の
税
は
一
見
公
平
と
思
わ
れ
る
が
実
は
不
公
平
な
税
で
あ
る
。
生
産
物
の
一
定
部
分
は
、
土
地
の
状
況
如
何
に
よ
り
、
地
代
の
相

当
部
分
と
し
て
見
れ
ば
大
小
非
常
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
が
非
常
に
肥
沃
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
産
物
は
非
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辛
ｒ
ピ
タ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ア
・
－
．
『
ス
ト
サ
ク

多
い
か
ら
、
そ
の
半
分
も
あ
れ
ば
農
業
者
に
対
し
て
そ
の
耕
作
に
投
じ
た
資
本
金
を
、
そ
の
近
隣
に
お
け
る
農
業
資
本
の
普
通
の
利

潤
と
共
に
償
却
す
る
に
十
分
足
り
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
場
合
他
の
半
分
は
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
半
分
の
価
値
は
、

も
し
十
分
ノ
一
税
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
を
地
代
と
し
て
地
主
に
支
払
つ
て
差
支
な
い
筈
で
あ
る
。
ソ
ゲ
、
し
て
も
し
生
産
物
の
十
分
ノ

　
一
が
十
分
ノ
一
税
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
な
ら
ぱ
地
代
の
五
分
ノ
一
の
減
額
を
請
求
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

資
本
金
を
普
遁
の
利
潤
を
以
て
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
地
主
の
地
代
は
全
生
産
物
の
半
分
即
ち
十

　
ノ
分
五
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
十
分
の
四
と
な
る
、
之
に
反
し
て
、
土
地
が
貧
弱
で
、
そ
の
生
産
物
は
少
な
く
、
そ
の
耕
作
費
は
非

晴
に
高
く
て
、
そ
の
全
生
産
物
の
五
分
の
四
が
農
業
者
の
資
本
金
を
普
通
に
お
い
て
償
却
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
し
て
見
よ
う
。
こ



の
場
合
は
・
た
と
へ
十
分
ノ
一
税
が
な
く
と
も
、
地
主
の
地
代
は
、
全
生
産
物
の
五
分
ノ
一
即
ち
十
分
ノ
ニ
以
上
た
る
こ
と
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
・
し
か
る
に
農
業
者
は
そ
の
生
産
物
の
↓
－
分
ノ
一
を
十
分
ノ
一
税
と
し
て
払
は
ぬ
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
前
の
場
合
と
同

様
・
地
主
へ
搾
の
減
額
を
要
求
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
こ
こ
に
於
て
地
主
の
地
代
は
全
生
産
物
の
十
分
ノ
一
に
過
ぎ
｛
と
と
な

る
・
十
ポ
ノ
一
税
は
か
く
し
て
非
常
に
不
公
平
な
税
と
な
る
と
と
も
に
、
地
主
の
改
良
に
と
つ
て
も
、
農
業
者
の
耕
作
に
と
つ
て
も

大
な
る
障
害
と
な
る
・
と
い
う
の
は
彊
の
支
出
に
は
全
く
カ
を
致
さ
な
い
教
会
が
、
利
潤
の
分
前
の
み
に
大
い
に
与
る
よ
う
で
あ

る
な
ら
ば
・
地
主
は
・
大
切
で
あ
つ
て
嘉
し
て
非
常
に
経
費
の
か
か
る
改
良
に
手
を
出
す
筈
は
な
く
、
農
業
者
は
有
用
で
あ
つ
て

も
・
概
し
て
非
常
に
経
費
の
か
か
る
作
物
を
作
つ
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
既
に

述
べ
た
る
如
く
・
ス
ミ
ス
に
従
一
ば
租
税
が
直
接
に
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
と
間
接
に
土
地
の
生
産
物
に
課
せ
ら
れ
る
と
を
問
は
ず
常

に
地
主
の
負
と
な
る
も
の
で
あ
色
租
税
が
直
接
に
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
場
合
は
地
主
は
封
諾
所
有
者
で
あ
る
か
ら
之
を
他
に
転

嫁
す
る
こ
と
は
で
き
奪
従
一
て
地
主
の
負
担
と
な
る
。
艦
が
土
地
の
生
産
物
に
課
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
租
税
は
豆
し
て
み

れ
ば
小
作
人
に
よ
一
て
支
払
は
れ
る
け
れ
ど
小
作
人
は
経
営
の
破
綻
を
回
避
す
る
た
め
に
地
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

家
屋
税
竃
の
賃
料
一
曇
；
こ
麦
・
一
は
こ
れ
を
二
つ
の
聾
に
区
型
・
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
は
建
物
賃
料
９
目
．

巨
｛
三
で
貢
そ
の
二
は
普
緩
地
地
代
６
…
手
昌
け
一
で
雲
。
震
を
簑
し
て
貸
付
つ
け
の
は
第
一
に
は
も

し
彼
が
こ
婁
本
を
確
実
な
操
を
と
一
て
貸
付
け
一
・
と
き
の
利
子
と
、
第
二
に
奮
を
狸
修
繕
し
て
お
主
定
年
隈
内
に
そ
の

塞
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
資
本
を
償
却
に
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蕩
賃
料
久
は
慧
の
嚢
利
潤
は
、
そ
の
時
の
利
率
に

よ
一
て
規
定
せ
ら
れ
る
裏
雲
賃
料
の
う
ち
一
一
諾
な
利
澗
を
提
供
す
る
に
足
る
も
の
以
上
の
雰
は
、
煙
で
あ
れ
、
当
然
に

敷
地
地
代
に
な
る
も
の
で
言
借
家
人
が
支
払
う
き
ろ
の
家
屋
の
賃
料
に
対
す
る
税
は
一
部
は
居
住
者
に
一
部
は
土
地
の
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
五
六
七
）

　
　
．
　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）

■



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
。
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
五
六
八
）

　
者
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
利
子
、
利
潤
に
課
せ
ら
れ
る
税
　
　
資
本
よ
り
生
ず
る
収
入
又
は
利
潤
は
、
自
ら
二
つ
の
部
分
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一

　
は
利
子
の
支
払
に
当
て
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
二
は
利
子
を
支
払
う
の
に
必
要
な
も
の
以
上
に
残
る
剰
余
分
、
即
ち
利
子
と
利
潤
・
こ

　
の
後
者
即
ち
剰
余
分
は
直
接
に
課
税
す
べ
き
物
件
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
本
を
使
用
す
る
た
め
の
危
険
と
手
数

と
に
対
す
る
報
償
で
あ
り
、
多
く
の
場
Ａ
口
に
お
い
て
軽
少
に
過
ぎ
る
ほ
ど
の
報
償
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
言
う
て
い
る
・
資
本
の
使
用

者
は
こ
の
程
度
く
ら
い
は
報
償
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、
彼
自
身
の
利
盆
を
害
し
な
い
で
・
そ
の
資
本

使
用
を
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
も
し
も
全
利
潤
を
標
準
と
し
て
直
接
に
課
税
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
・
彼
は
・

彼
の
利
潤
の
率
を
引
上
げ
る
か
そ
の
租
税
を
利
子
の
上
に
か
け
る
か
、
即
ち
、
よ
り
少
い
利
子
を
払
う
よ
う
に
す
る
か
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
も
し
も
彼
が
利
潤
率
を
そ
の
租
税
だ
け
引
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
税
そ
の
も
の
は
彼
が
前
払
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
終
局
的
に
は
次
の
異
れ
る
二
種
の
人
々
の
内
の
い
ず
れ
か
一
種
類
の
人
に
よ
っ
て
支
払
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
い
づ

れ
に
な
る
か
は
彼
が
管
理
権
を
も
っ
て
い
る
資
本
の
使
い
方
に
依
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
も
し
彼
が
そ
れ
を
農
業
賢
本
と
し
て
土

地
の
耕
作
の
た
め
に
使
用
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
彼
は
、
彼
の
利
澗
の
率
を
高
め
る
に
は
、
土
地
の
生
産
物
の
内
・
よ
り
多
く
の

部
分
を
、
或
は
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
り
多
く
の
部
分
の
価
格
を
留
保
し
な
く
て
は
、
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
・
そ
し

て
こ
の
こ
と
た
る
や
地
代
を
減
少
し
な
く
て
は
で
き
ぬ
こ
と
で
あ
石
か
ら
、
こ
の
租
税
の
終
局
的
の
支
払
は
地
主
に
帰
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
も
し
、
彼
が
こ
れ
を
商
業
父
は
製
造
業
の
た
め
の
資
本
と
し
て
使
用
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
彼
は
、
彼
の
財
貨
の
価
格

．
を
引
上
げ
る
外
に
は
彼
の
利
澗
率
圭
。
ｎ
め
る
方
法
を
も
た
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
租
税
の
終
畑
灼
の
交
払
は
、
す
べ

て
こ
れ
等
の
財
貨
の
消
費
者
の
負
担
と
な
る
。
ま
た
も
し
、
彼
が
彼
の
利
杵
を
引
上
げ
な
か
つ
た
な
ら
ば
・
彼
は
・
そ
以
税
全
体
を
・

■



貨
幣
の
利
子
に
割
当
て
ら
る
べ
き
そ
の
部
分
に
、
か
け
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
彼
の
借
り
た
資
本
が
如
何
程
で
あ
つ
て
も
、

そ
れ
に
対
し
て
よ
り
少
い
利
子
し
か
払
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
こ
の
租
税
の
全
負
担
は
貨
幣
の
利
子
の
上
に
落
ち
る

の
で
あ
る
・
右
の
如
く
に
し
て
彼
と
し
て
は
、
右
の
内
ど
れ
か
あ
る
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
税
を
免
れ
得
な
い
と
き
は
他
の
方
法
に
よ

つ
て
免
れ
る
か
し
な
い
の
で
あ
る
。
貨
幣
の
利
子
は
、
一
見
、
土
地
の
地
代
と
等
し
く
直
接
に
課
税
さ
る
べ
き
適
当
な
物
件
で
あ
る

か
の
如
く
に
思
わ
れ
る
◎
そ
れ
は
地
代
と
等
し
く
、
資
本
を
使
用
す
る
た
め
の
危
険
と
手
数
と
を
全
部
完
全
に
補
償
し
た
上
で
残
存

す
る
純
生
産
物
で
あ
る
。
地
代
に
対
す
る
税
は
地
代
を
引
上
げ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
農
業
者
の
資
本
を
彼
の
正
当
な

利
潤
と
共
に
償
却
し
・
そ
の
後
に
残
る
純
生
産
物
は
、
こ
の
税
を
課
し
た
た
め
に
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
同
様
の
理
由
に
よ
り
・
貨
幣
の
利
子
に
対
す
る
租
税
は
、
利
子
率
を
引
上
げ
得
る
も
の
で
は
な
い
、
け
だ
し
一
国
に
於
け
る
資

本
叉
は
貨
幣
の
埴
は
租
税
に
課
し
た
後
も
そ
の
前
と
何
等
増
減
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
土
地
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

利
潤
の
ポ
通
率
は
・
い
づ
こ
に
お
い
て
も
・
使
用
せ
ら
る
べ
１
き
資
本
の
、
そ
の
用
途
ま
た
は
そ
れ
を
使
用
し
て
な
さ
れ
る
に
相
違
な

い
仕
事
の
量
に
対
す
る
・
比
例
に
よ
っ
て
、
定
ま
る
。
が
こ
の
用
途
ま
た
は
そ
れ
を
使
用
し
て
な
さ
れ
る
に
相
違
な
い
仕
事
の
量
そ

の
も
の
は
・
貨
幣
の
利
子
に
対
し
て
税
が
課
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
た
め
何
等
増
減
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
も
し
使
用
さ
れ
る

べ
き
資
本
の
最
が
何
等
増
減
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
利
潤
の
普
通
率
そ
の
も
の
は
亦
必
然
に
不
変
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
利
潤
の
内
使
用
者
の
危
険
と
手
数
と
の
報
償
に
当
て
ら
れ
る
部
分
は
勿
論
不
変
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
危
険
と
手
数
が
如
何

な
る
点
に
於
て
も
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
・
か
く
て
、
残
余
、
即
ち
資
本
の
所
有
者
に
属
し
、
利
子
の
支
払
に
充
当
せ
ら
る
べ

き
部
分
も
父
必
然
に
不
変
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
に
し
て
一
見
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
貨
幣
の
利
子
は
、
土
地
の
地
代
同
様

に
直
接
に
課
税
さ
る
べ
き
適
当
な
物
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
貨
幣
の
利
子
は
土
地
の
地
代
に
比
し
て
直
接
課
税
の
物
件
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
二
つ
事
情
が
あ
る
。

あ
る
人
が
と
の
位
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
か
、
そ
の
価
値
と
量
と
は
決
し
て
秘
密
で
は
な
く
い
つ
も
そ
れ
を
非
常
に
正
確
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
彼
が
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
貸
付
資
本
の
金
額
は
常
に
秘
密
で
あ
っ
て
そ
れ
を
相
当
正
確
に
知
る
こ
と
は
容

易
で
な
い
の
み
な
ら
ず
こ
の
額
そ
の
も
の
が
常
に
変
動
し
て
い
る
。
即
ち
各
個
人
の
受
領
す
る
額
を
確
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

ｕ
正
確
で
あ
り
得
な
い
。
土
地
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
物
件
で
あ
る
が
資
本
は
動
か
し
易
い
。
土
地
の
所
有
者
は
如
何
に
し
て
も

そ
の
所
有
地
が
存
在
す
る
国
の
市
民
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
資
本
の
所
有
者
は
本
来
世
界
的
市
民
ｐ
ま
守
昌
◎
～
ぎ
考
冒
５
で
あ

っ
て
必
ず
し
も
あ
る
特
定
国
に
固
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
、
も
し
重
い
税
を
賦
課
せ
ら
れ
る
た
め
に
煩
し

い
取
調
べ
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
恨
が
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
の
所
有
者
は
さ
う
い
う
国
は
す
て
て
も
よ
い
と
思
い
が
ち
で
あ
り
、

そ
う
い
う
国
か
ら
は
そ
の
資
本
を
何
れ
か
他
国
に
移
し
そ
こ
で
或
は
資
本
の
所
有
者
は
そ
の
業
務
を
営
み
或
は
も
っ
と
気
安
く
彼
の

資
産
を
楽
し
ん
だ
方
が
よ
い
と
考
へ
る
、
か
く
し
て
資
本
の
所
有
者
が
そ
の
資
本
を
移
せ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
資
本
が
資
本
所
有
者

の
見
棄
て
た
国
に
於
て
維
持
し
て
ゐ
た
す
べ
て
の
産
業
活
動
に
停
止
を
命
ず
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
資
本
は
土
地
を
耕
し
、
資
本

は
労
働
を
使
ふ
、
い
や
し
く
も
あ
る
国
か
ら
そ
の
資
本
を
駆
逐
す
る
租
税
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
元
首
に
と
っ
て
、
ま
た

そ
の
杜
会
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
収
入
の
源
泉
た
る
も
の
を
駆
逐
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
け
だ
し
、
こ
の
移
動
に
よ

り
、
資
本
の
利
澗
は
勿
論
の
こ
と
土
地
の
地
代
も
労
働
の
賃
銀
も
、
必
ず
何
程
か
減
少
す
る
か
ら
て
、
あ
る
。
か
く
の
如
く
資
本
に
課

税
せ
ら
れ
る
と
そ
の
資
本
は
国
外
に
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
資
本
か
ら
来
る
収
入
に
課
税
す
る
試
を
も
つ
国
表
に
於

て
は
右
に
述
べ
て
き
た
如
き
厳
格
な
収
調
べ
を
行
は
ず
、
枢
め
て
大
ま
か
な
、
そ
れ
故
あ
る
程
唯
恋
意
的
な
推
定
を
以
て
満
足
し
て

ゐ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
賦
課
さ
れ
る
租
税
は
概
端
に
不
公
平
で
あ
り
、
不
確
実
一
、
・
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
非
常
に
概
端
に
軽



微
な
場
合
に
隈
り
・
な
お
償
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
な
け
れ
ば
何
人
も
そ
の
真
実
の
収
入
よ
り
逢
か
に
少
な
く
割
当
て
ら
れ

る
た
め
に
た
と
へ
彼
の
隣
人
が
多
少
よ
り
低
く
割
当
て
ら
れ
て
い
て
も
彼
白
身
そ
れ
を
敢
て
気
に
か
け
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
・
資
本
が
特
殊
の
産
業
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
、
．
ま
た
は
、
農
業
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
に
特
別
の
税
を
課
し
て

い
る
。
特
殊
の
産
業
部
門
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
本
の
利
潤
に
課
せ
ら
れ
る
税
は
結
局
的
に
は
こ
れ
等
は
商
人
の
負
担
と
な
ら
な
い

で
財
貨
の
消
費
者
の
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
特
殊
産
業
部
門
に
於
け
る
商
品
の
価
値
が
騰
貴
し
て
結
局
は
消
費
者
に
転
嫁

す
る
・
彼
等
は
普
通
の
場
合
に
於
て
は
必
ず
相
当
の
利
潤
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
い
や
し
く
も
競
争
が
自
由
で
あ
る
隈
り
、

そ
れ
以
上
の
利
潤
を
も
ち
得
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
農
業
の
利
潤
に
課
す
る
税
は
他
の
営
業
の
利
潤
に
課
す
る
税
と
異
な
り
消
費

者
の
負
担
と
は
な
ら
ず
地
代
の
減
少
と
な
っ
て
地
主
に
転
嫁
さ
れ
て
り
く
も
の
で
あ
る
。

　
下
層
労
働
者
の
賃
銀
は
如
何
な
る
処
に
於
て
も
必
然
的
に
二
つ
の
条
件
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
労
働
に
対
す

る
需
要
と
生
活
資
料
の
平
均
的
通
常
の
価
格
で
あ
る
。
労
働
に
対
す
る
需
要
は
そ
れ
が
漸
増
し
て
い
る
か
、
停
滞
し
て
い
る
か
、
或

は
漸
減
し
て
い
る
か
に
従
っ
て
労
働
者
の
生
活
を
決
定
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
程
度
の
も
の
た
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
。
生
活
資
料

の
通
情
の
平
均
的
価
格
は
労
働
者
を
し
て
生
活
費
を
購
は
し
め
ん
が
た
め
に
労
働
者
に
支
払
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貨
幣
地
を
決
定

す
る
・
従
一
て
労
働
に
対
す
る
需
要
と
生
震
料
の
価
格
が
同
じ
で
あ
る
間
は
労
働
の
賃
弩
対
す
る
直
接
税
は
労
働
賃
金
を
少
し

租
税
以
上
に
引
上
げ
る
以
外
に
は
何
等
籍
は
な
い
。
か
く
の
如
く
労
働
賃
金
に
対
す
る
直
接
課
税
は
必
然
的
に
労
働
賃
雲
少
し

は
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
・
こ
の
租
税
額
は
一
時
資
本
家
が
前
貸
す
る
け
れ
ど
も
製
。
叩
の
価
格
を
高
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
消
費
者
に
嬢
す
る
こ
と
に
な
る
・
か
く
の
如
く
警
業
に
於
け
る
労
讐
の
纂
騰
賛
は
、
雇
主
需
払
し
て
消
讐
に
嬢

さ
れ
る
が
・
農
業
に
於
け
る
實
銀
騰
貴
は
農
業
者
が
前
払
し
て
終
枢
的
に
地
主
が
貴
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ア
ダ
ム
．
ス
ミ
ス
の
財
政
論
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
五
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
，
　
　
　
　
八
○
（
五
七
二
）
　
　
　
　
　
．

　
こ
れ
ま
で
は
地
代
、
利
子
利
潤
及
び
賃
銀
に
対
す
る
租
税
の
観
察
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
等
の
源
泉
に
普
遍
し
て
課
せ
ら
れ
る
税
が

あ
る
。
人
頭
税
ｏ
名
岸
呉
｛
昌
罫
崇
消
費
物
税
一
婁
冒
で
昌
８
冒
昌
己
圧
２
で
あ
る
。
人
頭
税
は
各
個
人
の
財
産
、
収
入
に
対
し

て
課
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
不
公
平
と
な
る
。
然
し
人
頭
税
に
於
け
る
徴
税
費
用
は
少
い
、
叉
実
施
の
方
法
に
よ
っ
て
は
確
実
な
る

収
入
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
消
費
財
貨
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
消
費
者
の
収
入
の
性
質
や
種
類
に
関
係
な
く
、
そ
の
有

て
る
と
こ
ろ
の
収
入
か
ら
、
或
は
土
地
の
地
代
か
ら
或
は
労
働
の
賃
金
か
ら
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
活
必
需
品
に
対
し

て
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
の
価
格
を
租
税
額
以
上
に
騰
貴
せ
し
め
、
生
活
必
需
品
の
騰
貴
は
、
そ
れ
に
比
例
し
て
労
働

賃
金
を
騰
貴
せ
し
め
、
以
て
労
働
賃
金
に
対
す
る
直
接
課
税
と
同
様
な
結
果
に
な
る
。
即
ち
生
活
必
需
晶
に
対
す
る
課
税
が
工
業
労

働
者
の
賃
銀
を
騰
貴
せ
し
む
る
と
き
は
終
極
的
に
工
業
製
品
の
消
費
者
が
租
税
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
又
農
業
労
働
者
の
賃
銀

を
騰
貴
せ
し
む
る
な
ら
ば
租
税
は
終
極
的
に
地
主
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
著
修
品
に
対
す
る
課
税
は
課
税
さ
れ
る
商

晶
の
価
格
以
外
に
他
の
商
品
の
価
格
を
騰
貴
せ
し
め
る
傾
向
を
も
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
著
修
品
に
対
す
る
租
税
は
終
極
的
に
は
何

等
の
副
作
用
な
く
そ
の
課
税
対
象
と
な
る
商
品
の
消
費
者
に
よ
っ
て
負
担
せ
ら
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
無
関
心
に
賃
銀
、
利
子
利
潤

及
び
地
代
に
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
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七

公
債
に
よ
る
政
府
の
債
権
者
が
政
府
に
前
貸
し
た
る
と
こ
ろ
の
資
本
は
そ
れ
を
前
貸
し
た
る
瞬
間
か
ら
資
本
と
し
て
の
作
用
を
や



め
収
入
と
し
て
の
作
用
に
代
る
こ
と
に
な
り
、
生
産
的
労
働
者
を
維
持
す
る
こ
と
か
ら
不
生
産
的
労
働
者
を
維
持
す
る
こ
と
に
代
り
、

一
般
に
は
将
来
の
再
生
産
の
望
み
が
な
く
浪
費
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
年
生
産
物
の
或
一
部
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
公
債
は

国
内
資
本
を
増
加
せ
し
め
こ
れ
に
よ
っ
て
商
工
業
が
拡
大
さ
れ
る
、
叉
多
く
の
土
地
が
耕
作
さ
れ
、
改
良
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主

張
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
政
府
の
債
構
者
は
恐
ら
く
年
金
を
獲
得
し
こ
れ
を
以
て
商
工
業
を
経
営
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ

な
い
・
こ
れ
か
ら
見
る
と
薪
資
本
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
従
来
何
等
か
の
生
産
的
労
働
に
使
は
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
か
ら
杜
会
全
体
か
ら
考
え
れ
ば
新
資
本
と
は
い
へ
な
い
。
却
っ
て
杜
会
は
公
憤
に
よ
っ
て
資
本
の
一
部
を
な
く
し
た
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
公
債
に
よ
っ
て
国
家
経
費
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
国
に
存
す
る
資
本
の
一
部
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
租
税

に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
と
す
れ
ば
国
民
に
於
て
不
生
産
的
に
用
い
ら
れ
る
資
本
を
他
の
不
生
産
的
用
途
に
む
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
場
合
は
資
本
の
破
壊
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
資
本
の
蓄
積
を
多
少
阻
害
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
ス

ミ
ス
は
か
く
そ
の
本
質
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
家
行
動
が
不
生
産
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
不
生
産
的
な
国
家
行
動
遂
行

に
必
要
な
る
経
費
は
す
べ
て
不
生
産
的
消
費
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
公
債
の
利
子
の
支
払
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
流
通
過
程
の

こ
と
で
あ
っ
て
単
に
国
民
の
或
部
分
か
ら
他
の
部
分
に
収
入
が
移
転
し
て
り
く
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
民
は
全
体
と

し
て
は
公
債
に
よ
る
利
子
の
負
担
に
よ
っ
て
窮
乏
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
は

公
債
の
所
有
者
が
内
国
人
た
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
現
実
に
於
て
は
外
国
人
に
よ
っ
て
も
公
債
は
多
く

所
有
さ
れ
て
い
る
。
故
に
利
子
の
支
払
を
以
て
国
内
に
於
け
る
所
得
の
移
転
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
説
明
は
誤
り
で
あ
る
。
叉
公
債
が

す
べ
て
内
困
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
こ
の
意
見
は
成
立
し
な
い
と
ス
、
、
、
ス
は
論
ず
る
の
で
あ
る
。
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