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デ
ヴ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
（
－
）
ミ
巨
震
８
己
◎
）
の
経
済
学
は
、
『
人
口
原
理
』
と
『
地
代
理
論
』
と
を
支
柱
と
す
る
経
済
学
で
あ

（
一
）

る
。　

人
は
よ
く
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
声
＄
昌
ｇ
ｏ
冒
岸
げ
）
と
リ
カ
ァ
ド
ォ
を
対
比
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ダ
ム
、
・
ス
ミ
ス
は
正
統

学
派
経
済
学
の
創
始
者
で
あ
り
、
近
世
経
済
学
の
開
祖
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
大
学
者
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ァ
ド
オ
は
ま
た
同
学
派
の
中

興
の
祖
乃
至
は
完
成
者
と
目
さ
れ
て
い
る
碩
学
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
両
者
は
同
じ
学
派
の
伝
統
に
樟
さ
す
学
者
で
は
あ
る
け
れ

ど
、
こ
の
二
人
の
経
済
学
を
丹
念
に
比
較
す
る
と
、
研
究
の
形
式
や
内
容
の
甚
だ
異
な
る
も
の
の
看
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
吾
六
の
注

意
を
深
く
惹
き
つ
け
る
。

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
、
そ
の
著
書
の
標
題
が
示
す
よ
う
に
、
国
富
の
『
本
質
』
と
『
原
因
』
と
を
究
明
す
る
経
済
学
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
問
題
の
焦
点
を
、
富
の
生
成
の
問
題
か
ら
分
配
の
問
題
へ
と
移
し
、
従
っ
て
、
彼

の
経
済
学
に
お
い
て
は
、
分
配
問
題
の
考
察
が
そ
の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
襯
ら
れ
て
い
る
。
な
お
叉
、
多
面
的
、
綜
含
的
な

…
一山

∴
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ご
と
が
ス
ミ
ス
の
理
論
的
考
察
及
び
そ
の
殺
述
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
そ
れ
は
局
限
的
、
純
理
的
な
こ
と

が
そ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
学
に
ー
お
い
て
は
、
ス
、
一
、
ス
の
よ
う
在
想
華
の
多
彩
絢
欄
を
も
と

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
学
説
体
系
は
沈
思
に
沈
思
を
重
ね
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
、
推
理
の
透
徹
と
理

論
の
統
一
の
点
で
蓬
に
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
と
看
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
、

　
嚢
に
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
経
済
学
は
、
分
配
の
経
済
学
で
あ
り
、
分
配
を
規
定
す
る
法
則
を
定
立
す
る
経
済
学
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
ご
の
法
則
定
立
の
基
底
と
な
り
、
従
っ
て
ま
た
、
前
後
の
脈
絡
に
－
お
い
て
全
体
を
貫
通
し
、
整
然
た
る
学
説
体
系

の
構
築
を
成
就
せ
し
め
て
い
る
基
礎
的
理
論
と
目
さ
れ
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
人
口
原
理
と
地
代
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二

つ
の
理
論
は
、
彼
の
う
つ
然
た
る
学
説
体
系
の
骨
路
と
在
っ
て
、
た
ぐ
い
稀
在
均
斉
と
統
一
と
に
お
い
て
全
体
を
統
べ
く
く
る
役
割

を
果
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
の
経
済
学
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
須
く
ご
の
関
連
か
ら
彼
の
所
説
を
検
討
す
る

こ
と
を
要
す
る
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
が
地
代
理
論
を
自
ら
の
も
の
と
し
た
の
は
、
当
時
の
最
も
大
き
な
時
事
問
題
、
経
済
問
題
で
あ
っ
た
穀
物
法
論
争
も

し
く
は
地
代
論
争
な
る
も
の
に
、
彼
が
興
味
を
も
ち
、
こ
れ
に
参
加
す
る
よ
う
に
荏
っ
て
か
ら
の
ご
と
で
あ
る
と
老
え
ら
れ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
一
八
二
二
年
頃
か
ら
一
五
年
頃
に
か
け
て
、
小
麦
の
価
格
が
大
幅
に
低
落
す
る
こ
と
と
在
り
、
ｔ
れ
が

た
め
そ
の
対
策
と
し
て
穀
物
法
の
改
正
案
が
国
会
に
提
案
さ
れ
、
ご
の
法
案
を
繕
っ
て
地
主
や
農
業
者
や
商
工
業
者
の
利
害
が
対
立

し
、
多
く
の
人
達
が
穀
物
法
改
正
の
是
非
に
つ
い
て
意
見
を
吐
露
し
、
互
に
議
論
を
闘
わ
し
た
。
こ
れ
が
世
に
い
う
穀
物
法
論
争
乃

至
は
地
代
論
争
で
あ
る
。
、

　
こ
の
穀
物
法
の
問
題
を
め
ぐ
る
階
級
間
の
対
立
抗
争
が
日
に
日
に
激
化
し
、
穀
物
法
に
反
対
の
実
際
運
動
が
各
地
に
展
開
さ
れ
、

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
げ
る
地
代
理
論
の
発
展
　
（
井
上
）
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五
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一
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．
．
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落
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，
葦
許
一
品
籔
、
、



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

か
よ
う
に
し
て
穀
物
法
改
正
の
問
題
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
最
も
重
大
な
社
会
問
題
、
経
済
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
敏
な
頭

脳
と
犀
利
な
洞
察
力
を
も
つ
リ
カ
ア
ド
オ
が
、
理
論
家
と
し
て
は
た
ま
た
実
際
家
と
し
て
、
こ
の
情
勢
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
こ
れ

が
対
策
に
腐
心
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
蓋
し
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
、
ご
の
問
題
に
想
い
を
潜
め
、
進
ん
で
論
争

に
参
加
、
穀
物
法
の
改
正
に
反
対
す
る
喪
論
家
の
最
も
有
力
な
代
表
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
論
争
を
重
ね

て
ゆ
ぺ
う
ち
に
、
彼
は
次
第
に
そ
の
議
論
を
裏
づ
け
る
理
論
を
更
に
．
一
段
と
堀
り
さ
げ
る
必
要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
在

わ
ち
、
穀
物
輸
入
の
制
隈
の
是
非
を
ば
、
そ
の
場
だ
け
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
経
済
学
上
の
基
礎
原
理
に
よ
っ
て
包
括
的
、
根

元
的
、
究
極
的
に
解
明
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
努
力
の
凝
り
に
凝
っ
た
も
の
が
、
後
の
『
経
済
学
及
び
租
税

の
諸
原
理
』
？
ぎ
Ｏ
号
－
窃
◎
｛
勺
◎
－
ま
Ｓ
－
Ｏ
０
９
◎
昌
＜
彗
ら
↓
費
津
－
◎
Ｐ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
ミ
・
の
主
著
と
な
り
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
六
の

経
済
現
象
を
す
べ
て
基
礎
原
理
に
よ
っ
て
包
括
統
一
し
、
か
よ
う
に
し
て
一
切
の
問
題
を
根
元
的
、
究
極
的
に
解
明
す
る
と
こ
ろ
の

理
論
経
済
学
の
う
つ
然
た
る
一
大
学
的
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
穀
物
法
論
争
が
彼
の
生
涯
の
一
つ
の
エ
ポ
ツ
ク
を
劃
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
穀
物
貿

易
の
問
題
が
彼
の
経
済
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
ま
た
、
そ
の
穀
物
貿
易
論
の
根
低
と
な
っ
て
い
る
地
代
理

論
こ
そ
は
彼
の
学
説
体
系
を
支
え
る
支
柱
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ゆ
え
に
、
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
学
を
解
明
す
る
秘
鎗
の
一
つ
は
ご
の
地
代
理
論
に
寛
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
地
代
理

論
の
発
展
そ
の
も
の
が
同
時
に
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
学
の
発
展
を
意
味
す
る
ご
と
に
な
る
。
小
論
が
、
特
に
リ
カ
ア
ド
オ
の
地
代
理

論
を
取
上
げ
、
そ
の
発
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
拙
稿
、
リ
カ
ア
ド
オ
経
済
学
の
二
大
支
柱
、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
、
第
一
号
。
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■

二

　
穀
物
法
論
争
に
関
す
る
、
従
っ
て
ま
た
、
地
代
理
論
を
取
扱
っ
た
リ
ヵ
ア
ド
ォ
の
最
初
の
論
著
は
、
一
八
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
低
廉
な
穀
価
の
資
本
の
利
潤
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
一
論
』
ト
目
穿
。
。
呉
９
臣
ｏ
旨
饒
目
。
目
。
、
。
｛
四
一
。
事
勺
、
｝
。
。
。
｛
Ｏ
。
、
箏

◎
ｐ
穿
の
勺
８
睾
の
◎
｛
○
ｏ
３
ｏ
斤
一
ｇ
。
げ
の
事
ぎ
胴
事
の
Ｈ
目
巽
潟
雲
ｏ
箏
貞
◎
｛
宛
鴉
け
ユ
ｏ
ま
◎
屋
◎
目
Ｈ
冒
ｏ
冒
蕃
庄
ｏ
箏
一
尋
岸
ブ
勾
の
昌
～
Ｈ
斤
の

◎
箏
岩
『
．
呂
竺
事
易
，
↓
考
◎
－
麸
け
勺
目
巨
｛
ｓ
饒
◎
富
一
、
、
ト
目
宇
ｏ
巳
毫
ヲ
８
亭
の
オ
津
旦
『
¢
四
目
ｏ
勺
８
胃
＄
・
。
◎
｛
射
竃
ご
”
、
饒
目
｛

ミ
弓
プ
ｏ
○
『
◎
巨
箏
｛
ｏ
ｏ
◎
｛
四
目
◎
亘
目
－
◎
■
◎
箏
一
プ
ｏ
勺
◎
饒
ｏ
＜
◎
｛
『
ｏ
ｇ
ｏ
芹
－
９
｝
目
閑
↓
プ
ｏ
Ｈ
・
昌
ｏ
◎
ユ
ｐ
ま
◎
■
◎
－
司
◎
、
ｏ
拭
Ｐ
Ｏ
◎
『
亨
、
、
で
あ
る
。

該
書
は
、
穀
物
貿
易
の
自
由
を
高
調
し
た
歴
史
的
な
文
献
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
傍
題
の
示
す
よ
う
に
、
穀
物
法
の
改
正
を
至
当
の

措
置
な
り
と
し
て
こ
れ
に
賛
意
を
表
す
る
穀
物
関
税
の
弁
護
論
者
つ
代
表
者
と
も
い
う
べ
き
ト
マ
ス
．
ロ
バ
ア
ト
．
マ
ル
サ
ス
（
↓
サ
．

◎
昌
轟
力
◎
訂
斗
竃
巴
亭
易
）
の
近
著
『
地
代
の
性
質
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究
』
と
『
外
国
穀
物
輸
入
制
限
政
策
に
関
す
る
意
見

の
諸
根
拠
』
に
対
す
る
批
判
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
、
互
に
仮
借
す
る
こ
と
の
な
い
論
敵
で
あ
っ
た
と
共
に
、
終
生
楡
る
こ
と
の
な
い
交
借
を
持
続
け
た

無
一
、
一
の
知
友
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
経
済
上
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
所
見
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
甚
だ
多
か
っ
た
が
、
別
し
て
穀

物
輸
入
の
問
題
に
関
し
て
は
火
華
を
散
ら
す
論
戦
を
く
り
展
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
著
書
に
お
い
て
、
書
簡
に
お
い
て
、
は
た
叉
両
者
の

会
談
に
お
い
て
、
堂
六
の
陣
を
敷
き
、
自
説
の
正
し
さ
を
主
張
し
、
相
手
の
議
論
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
は
げ
し
い
応
酬
を
続
け
た
。

こ
の
論
争
は
、
両
者
の
理
論
の
発
展
に
、
貴
重
な
寄
与
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
ん
づ
く
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
の
生
涯
に
と
っ
て
は
、

こ
の
論
争
こ
そ
は
決
定
的
な
重
大
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ご
の
穀
物
の
輸
入
制
限

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
論
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
（
五
〇
三
）

’



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
五
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
（
五
〇
四
）

乃
至
は
地
代
の
騰
落
の
是
非
に
関
す
る
現
実
の
問
題
の
討
議
が
、
そ
の
議
論
を
裏
づ
け
る
理
論
の
一
段
の
精
綴
を
要
請
し
、
こ
れ
が
、

結
局
、
実
業
家
と
し
て
多
忙
在
生
活
を
お
く
り
つ
つ
あ
っ
た
リ
カ
ア
ド
オ
を
し
て
経
済
学
の
研
究
に
専
念
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
マ
ル
サ
ス
は
リ
カ
ア
ド
オ
に
と
っ
て
、
手
ご
わ
い
論
敵
で
あ
っ
た
と
共
に
切
瑳
琢
磨
の
益
友
で
も
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
兎
も
あ
れ
、
先
す
、
『
一
論
』
に
お
け
る
リ
カ
ア
ド
オ
の
地
代
理
論
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
そ
の
書
の
本
文
の
努
頭
に
お
い
て
、
マ
ル
サ
ス
は
地
代
を
極
め
て
正
し
く
定
義
し
て
い
る
と
な
し
、
彼
の
『
地

代
の
性
質
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究
』
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
地
代
の
定
義
－
「
土
地
の
地
代
と
は
、
全
生
産
物
の
価
値
の
う
ち
・

其
の
当
時
に
お
け
る
農
業
資
本
の
通
常
、
普
通
の
利
潤
率
に
よ
っ
て
見
積
ら
れ
た
投
下
資
本
の
利
潤
を
含
め
た
、
そ
の
種
類
の
如
何

を
問
わ
す
、
そ
の
耕
作
に
属
す
る
一
切
の
出
費
を
支
払
っ
た
後
、
土
地
の
所
有
者
に
残
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
部
分
で
あ
（
杜
パ
」
　
　
を

引
用
し
、
を
ご
か
ら
論
旨
を
展
開
す
る
。

　
そ
れ
に
引
続
き
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
．
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
さ
れ
ば
、
農
業
資
本
の
通
常
、
普
通
の
利
潤
率
と
土
地
の
耕
作
に
．
属
す
る
一
切
の
出
費
と
が
合
計
し
て
全
生
産
物
の
価
値
に
等

し
い
場
合
に
は
、
地
代
は
あ
り
得
な
い
。

　
ま
た
、
全
生
産
物
が
た
だ
単
に
価
値
が
耕
作
に
必
要
な
出
費
に
等
し
い
場
合
に
は
、
地
代
も
は
た
ま
た
利
潤
も
あ
り
得
な
い
。

　
豊
饒
在
土
地
に
富
み
、
誰
人
も
娃
む
ま
ま
に
１
そ
れ
を
入
手
し
得
る
国
の
最
初
の
植
民
に
お
い
て
は
、
全
生
産
物
は
、
耕
作
に
属
す

、
る
出
費
を
差
引
い
た
後
は
、
資
本
の
利
潤
と
な
り
、
地
代
と
し
て
何
等
控
除
さ
れ
る
こ
と
凌
く
、
か
か
る
資
本
の
所
有
者
に
帰
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

ご
と
と
在
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
＾

　
｝

、
一

　
山

　
－

　
仙

　
｝

　
▲

　
｝

…
’

」
一

］

．
△

＾Ｌム

舳
州

，
一



　
そ
れ
で
は
、
地
代
は
如
何
に
し
て
発
生
す
る
か
。

　
「
最
初
の
植
民
者
の
最
－
寄
り
の
豊
饒
な
土
地
が
悉
く
耕
作
さ
れ
た
後
、
資
本
と
人
口
が
増
加
す
る
在
ら
ば
、
よ
り
多
く
の
食
物
が

要
求
さ
れ
る
こ
と
と
た
っ
て
、
そ
れ
は
位
置
が
そ
れ
程
有
利
で
在
い
土
地
か
ら
で
在
け
れ
ぱ
獲
得
さ
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
さ
れ
ば
、
そ
の
土
地
が
等
し
い
豊
度
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
生
産
物
を
そ
の
栽
培
さ
れ
る
場
所
か
ら
消
費
せ
ら
る
べ

き
場
所
へ
運
ぶ
た
め
に
、
一
層
多
く
の
労
働
者
や
馬
匹
等
を
使
用
す
る
必
要
が
、
た
と
え
労
働
の
賃
銀
に
何
等
の
変
化
も
起
ら
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

し
て
も
、
同
量
の
生
産
物
を
獲
得
す
る
の
に
よ
り
多
く
の
資
本
を
永
続
的
に
投
下
す
る
こ
と
を
必
要
汝
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
品
質
の
劣
る
土
地
に
、
耕
地
を
拡
張
す
る
場
合
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
富
と
人
口
の
増
加
に
よ
（
・
て
、
よ
り
多
く
の
食
物
が
必
要
と
な
っ
て
耕
地
が
拡
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が

距
離
の
た
め
で
あ
れ
、
土
地
の
劣
性
の
た
め
で
ゐ
れ
、
同
量
の
収
穫
を
挙
げ
る
の
に
以
前
よ
り
多
量
の
資
本
を
使
用
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
、
利
潤
率
の
低
下
を
き
た
す
結
果
と
な
る
。
葱
に
お
い
て
、
既
耕
地
の
利
潤
に
分
割
を
生
じ
、
そ
の
差
額
が
利
潤
か
ら

控
除
さ
れ
、
地
代
と
し
て
既
耕
地
の
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、

　
「
か
よ
う
に
し
て
、
品
質
の
劣
れ
る
、
あ
る
い
は
よ
り
不
利
な
位
置
に
あ
る
土
地
が
順
次
耕
作
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
代
は

既
耕
地
に
お
い
て
騰
貴
し
、
正
し
く
同
じ
度
合
で
利
潤
は
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
利
潤
の
僅
少
が
蓄
積
と
阻
止
し
な
い
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

り
、
堆
代
の
昂
騰
と
利
潤
の
低
落
に
殆
ん
ど
何
等
の
隈
界
も
な
い
。
」

　
以
上
の
文
言
に
徴
す
る
に
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
『
一
論
』
に
お
い
て
、
土
地
の
生
産
物
の
う
ち
か
ら
資
本
の
利
潤
を
含
め
た
耕
作

に
要
す
る
一
切
の
出
費
を
支
弁
し
た
後
に
其
の
土
地
の
所
有
者
に
ー
残
さ
れ
る
部
分
が
地
代
で
あ
る
と
考
え
、
地
代
を
ば
利
潤
か
ら
の

控
除
で
あ
る
と
な
し
、
従
っ
て
、
地
代
の
発
生
及
び
増
加
を
ば
、
品
質
の
劣
る
、
．
も
し
く
は
位
置
の
便
の
悪
い
土
地
に
耕
作
が
拡
張

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
諭
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
（
五
〇
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
五
巻
．
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
（
五
〇
六
び

さ
れ
る
ご
と
に
も
と
め
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
ゆ
え
に
、
リ
カ
ア
ド
オ
に
と
っ
て
は
、

　
「
そ
ご
で
、
地
代
は
、
総
て
の
場
合
に
お
い
て
、
さ
き
¢
土
地
か
ら
得
た
利
潤
の
一
部
分
（
｝
ｏ
◎
ま
ｇ
◎
｛
手
ｏ
肩
◎
饒
邑
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

・
る
。
そ
れ
は
決
し
て
所
得
の
薪
な
創
造
で
は
な
く
て
、
既
に
創
ら
れ
た
所
得
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
」

　
尤
も
、
こ
の
同
じ
箇
所
に
つ
い
て
の
脚
註
に
お
い
て
、

　
「
地
代
を
以
て
私
は
常
に
土
地
の
本
源
的
且
つ
内
在
的
な
力
（
亭
ｏ
◎
ユ
阻
墨
－
彗
ｏ
巨
ざ
５
目
け
君
事
實
◎
｛
亭
ｏ
５
邑
）
の
使

用
に
対
し
て
地
主
に
与
え
ら
れ
る
報
酬
を
意
味
す
る
。
地
主
が
白
己
の
土
地
に
資
本
を
投
す
る
か
、
そ
れ
と
も
前
の
借
地
人
の
資
本

が
借
地
契
約
の
満
了
の
際
土
地
に
と
り
残
さ
れ
る
な
ら
ば
、
地
主
は
な
る
程
よ
り
大
な
る
地
代
な
る
も
の
を
収
得
し
得
る
け
れ
ど

も
、
こ
の
一
部
分
は
明
ら
か
に
資
本
の
使
用
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
部
分
の
み
が
、
土
地
の
本
源
的
な
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
・

の
使
用
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
前
の
立
言
と
対
比
す
る
と
、
地
代
概
念
の
不
明
確
さ
を
現
し
て
い
る
も
の
と
、
観
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
前
の
と
こ
ろ
で
は
、
地
代
は
利
潤
の
一
部
分
で
あ
り
、
利
潤
か
ら
の
挫
除
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
脚
註
の

方
で
は
、
地
代
は
利
潤
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
利
潤
と
は
異
な
る
所
得
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
姑
く
措
く
と
し
て
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
見
解
で
は
、
農
業
上
に
何
等
の
改
良
も
起
ら
す
、
資
本
と
人
口
と
が
一
定
の
比

例
を
以
て
進
み
、
従
っ
て
労
働
の
実
質
賃
銀
は
不
変
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
社
会
の
発
展
に
よ
る
資
本
と
人
口
の
増
加
に
と
も
な

っ
て
、
よ
り
遠
隔
な
土
地
、
よ
り
劣
等
な
土
地
へ
の
開
墾
が
不
可
避
と
な
っ
て
、
こ
の
食
物
の
獲
得
の
困
難
が
、
地
代
を
発
生
し
、

騰
貴
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
彼
に
依
る
と
、
社
会
の
発
展
の
全
過
程
を
通
じ
て
、
利
潤
は
食
物
の
獲
得
の
難
易

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
在
る
が
ゆ
え
、
こ
れ
に
つ
れ
て
資
本
の
利
潤
が
低
落
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。



　
も
ち
ろ
ん
、
土
地
の
生
産
物
が
地
代
を
生
む
た
め
に
は
、
そ
の
生
産
物
の
価
値
が
生
産
費
を
超
え
る
余
剰
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
が
、
こ
の
余
剰
が
直
ち
に
地
代
と
な
る
の
で
は
な
い
。
地
代
が
発
生
し
、
騰
貴
す
る
た
め
に
は
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
相
対

的
に
利
潤
が
下
落
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
襯
る
。
ご
の
点
に
お
い
て
、
彼
は
マ
ル
サ
ス
と
所
見
を
異
に
す
る
。
マ
ル
サ
ス
は
、

前
述
の
余
剰
が
地
代
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
マ
ル
サ
ス
で
は
、
賃
銀
の
下
落
、
あ
る
い
は
農
業
上
の
改
良
の
結
果
と
し
て
生

す
る
生
産
物
の
余
剰
の
増
大
は
、
地
代
の
騰
貴
と
な
る
。
ご
れ
に
対
し
て
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
、
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
単
に
利
潤

を
増
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
生
産
物
の
余
剰
が
、
地
代
乃
至
は
地
代
の
騰
貴
と
な
る
た
め
に
は
、
利
潤
の
低
下
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。

　
す
な
わ
ち
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
理
論
で
は
、
利
潤
が
低
落
す
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
生
産
物
の
余
剰
か
ら
地
代
が
発
生
し
、
地
代
が

既
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
時
は
、
地
代
の
追
加
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
而
も
、
地
代
は
利
潤
か
ら
の
控
除
で
あ
っ
て
、
一
般
に
利
潤
が

下
落
す
る
に
つ
れ
て
地
代
が
騰
貴
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
主
と
農
業
資
本
家
と
は
そ
の
利
害
が
当
に
対
立
す
る
ご
と

に
な
る
。

　
い
な
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
リ
ヵ
ア
ド
オ
は
、
地
主
の
利
害
は
社
会
の
総
て
の
他
の
階
級
の
利
害
と
つ
ね
炬
相
反
す
る
も
の
と

観
る
。
地
主
の
地
位
は
、
「
食
物
が
稀
少
且
つ
高
価
な
場
合
ぽ
ど
繁
栄
な
こ
と
は
底
い
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
総
て
の
他
の
人
ヵ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

食
物
を
低
廉
に
獲
得
す
る
こ
と
に
大
な
る
利
益
を
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
地
主
以
外
の
社
会
の
諾
階
級
間
の
利
害
が
、
な
に
ゆ
え
に
一
薮
す
る
の
か
。
資
本
家
以
外
の
人
達
も
、
地
主
に
対
し

て
、
な
ぜ
対
立
関
係
に
立
た
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
一
論
』
は
、
必
す
し
も
説
い
て
充
分
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
随
所
に
散
見
さ
れ
る
に
も
せ
よ
、
そ
の
理
論
が
系
統
的
、
組
織
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
　
リ
ヵ
ア
ド
ォ
に
お
け
る
地
代
理
論
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
（
五
〇
七
）

７
、



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
（
五
〇
八
）

首
尾
一
貫
し
た
整
然
た
る
結
構
の
下
に
、
該
問
題
に
つ
い
て
、
理
論
的
、
組
織
的
在
解
答
を
下
し
て
い
る
の
が
、
後
の
彼
の
主
著

『
経
済
学
及
び
租
税
の
諾
原
理
』
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
ス
ラ
ッ
フ
ァ
編
纂
の
リ
カ
ア
ド
オ
全
集
、
第
四
巻
の
評
註
に
よ
る
と
、
該
書
は
マ
ル
サ
ス
の
バ
ソ
フ
レ
ツ
ト
が
一
八
一
五
年
二
月
に
刊
行
さ

　
　
れ
て
か
ら
数
目
の
間
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
慨
に
展
開
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
利
潤
論
を
ヤ
ル
サ
ス
の
地
代
理
論
と
結
び
っ
げ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
ヤ
ル
サ
ス
が
『
意
見
～
諾
根
拠
』
に
。
お
い
て
唱
え
て
い
る
穀
物
保
護
貿
易
論
に
対
す
る
駁
諭
を
開
陳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
八
一
五
年
二
月
、
穀
物
法
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
小
冊
子
が
相
次
い
で
発
行
さ
れ
た
。

　
　
　
冒
竺
亭
ご
９
Ｈ
口
ｐ
邑
呈
巨
８
射
ｏ
目
戸
ｏ
ｏ
｝
ｏ
ヴ
『
目
”
『
く
一
◎
ｏ
旨
・

　
　
　
峯
竺
亭
目
ｏ
〇
一
〇
；
自
箏
ま
◎
｛
與
箏
○
旦
邑
◎
ｐ
昌
句
ｏ
す
；
£
６
｛
Ｈ
ｏ
ｏ
Ｈ
閉
・

　
　
　
事
ｏ
０
Ｄ
戸
向
の
ｏ
ｏ
凶
Ｋ
◎
目
け
チ
ｏ
＞
Ｏ
Ｏ
－
ｏ
凹
饒
◎
■
◎
｛
Ｏ
～
Ｏ
岸
與
－
一
◎
■
～
■
Ｐ
Ｈ
ｃ
ｏ
司
ｏ
げ
『
目
～
『
Ｋ
Ｈ
ｏ
ｏ
Ｈ
伽
・

　
　
　
弓
◎
Ｈ
『
ｏ
箏
ｏ
〇
一
｝
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
凹
＜
◎
目
叶
ブ
ｏ
向
＊
け
ｏ
『
目
凹
－
Ｏ
◎
Ｈ
Ｐ
弓
『
與
０
９
Ｎ
ト
句
ｏ
げ
『
目
與
『
Ｋ
Ｈ
ｏ
０
Ｈ
蜆
・

　
　
　
内
－
８
ま
９
向
ｏ
ｏ
ｏ
・
饅
Ｋ
０
目
勺
；
津
ｏ
〇
一
違
勺
ｏ
ず
『
麸
ｑ
Ｈ
ｏ
◎
旨
・

　
　
　
　
リ
カ
ア
ド
オ
の
＝
論
』
に
さ
き
が
げ
て
刊
行
さ
れ
た
小
冊
子
の
う
ち
で
、
ウ
ヱ
ス
ト
の
も
の
が
リ
カ
ア
ド
オ
の
論
丈
と
最
も
著
し
い
類
似

　
　
　
性
を
も
っ
て
い
る
。
事
実
リ
カ
ア
ド
オ
の
利
潤
論
は
ウ
エ
ス
ト
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ウ
エ
ス
ト
は
そ
の
理
論
は
教
年
前
に
思
い
付
い
た
も

　
　
　
の
だ
と
云
っ
て
お
り
、
そ
し
て
彼
の
小
冊
子
は
疑
も
な
く
リ
カ
ア
ド
オ
の
『
一
論
』
の
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
、

　
　
　
ず
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
そ
れ
と
捌
個
に
そ
の
理
論
を
組
立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
一
八
二
二
年
及
び
一
四
年
に
イ
ル
サ
ス
と
ト
ラ
ワ
ァ

　
　
　
（
目
鼻
争
霧
弓
；
幸
胃
）
に
宛
て
た
手
紙
で
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
紙
に
彼
の
理
論
の
本
質
的
な
要
素
が
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
リ
カ
ア
．

　
　
　
ド
オ
は
彼
の
著
作
が
独
自
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
圭
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
自
分
で
、
「
こ
れ
は
余
の
資
本
の
利
潤
に
関
す
る
一
論

　
　
　
の
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
余
の
手
に
入
っ
た
の
は
一
論
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｄ
．
リ
カ
ア
ド
オ
」
と
記
入

　
　
　
し
た
ウ
ニ
ス
ト
の
バ
ソ
フ
レ
ツ
ト
が
ギ
ャ
ト
コ
ム
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

．
一

“
山

“

山
∴

・
”

山
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三

　
マ
ル
サ
ス
の
地
代
理
論
も
リ
カ
ア
ド
オ
の
工
、
れ
・
、
、
と
も
に
差
額
地
代
説
の
範
喀
に
属
す
る
理
論
で
あ
る
。
だ
が
、
地
代
の
本
質

と
起
源
と
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
地
代
の
騰
落
を
左
右
す
る
法
則
に
関
し
て
、
両
者
の
観
る
と
こ
ろ
は
、
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
彼
等
は
、
地
代
を
収
得
す
る
地
主
－
一
し
杜
会
の
爾
余
の
階
級
と
の
利
害
関
係
に
つ
い
て
も
、
全
く
相
反
す
る
結
論
に
到
達
し
て

い
る
。

　
順
序
と
し
て
、
簡
単
に
マ
ル
サ
ス
の
主
張
を
窺
っ
て
み
よ
う
。

　
マ
ル
サ
ス
に
拠
る
と
、
地
代
は
土
地
の
全
生
康
物
の
価
値
の
う
ち
か
ら
、
農
業
資
本
の
利
潤
と
含
め
て
耕
作
に
－
要
す
る
一
切
の
出

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
諭
の
発
炭
　
（
井
上
）
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三
　
（
五
〇
九
）
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費
を
支
払
っ
た
後
に
、
地
主
に
残
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、
地
代
は
利
潤
と
相
拉
ん
で
土
地
の
余
剰
生
産
物
を
構
成
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
新
し
い
富
で
あ
り
、
富
の
創
造
在
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
地
代
は
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

「
地
代
の
直
接
の
原
因
は
、
明
ら
か
に
、
粗
生
産
物
が
市
場
に
お
い
て
売
却
さ
れ
る
価
格
が
生
産
費
を
超
過
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
、
土
地
の
生
産
物
の
価
格
が
在
ぜ
生
産
費
を
超
過
す
る
の
か
。
そ
の
高
価
格
の
原
因
と
し
て
、
マ
ル
サ
ス
は
、
次
の
三

つ
の
も
の
を
挙
げ
る
。

　
第
一
　
土
地
に
は
、
そ
の
土
地
を
耕
す
者
を
養
う
以
上
の
生
活
必
需
品
を
産
出
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
。

　
第
二
　
生
活
必
需
品
に
は
、
そ
れ
自
体
に
対
す
る
需
要
を
創
造
す
る
ご
と
が
で
き
、
若
し
く
は
生
産
さ
れ
た
必
需
品
の
数
量
に
比

　
　
　
　
例
し
て
需
要
者
の
数
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
有
な
性
質
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
第
三
　
最
も
肥
沃
な
土
地
の
比
較
的
稀
少
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
す
な
わ
ち
、
マ
ル
サ
ス
は
、
土
地
の
生
産
物
の
高
価
格
の
原
因
を
、
従
っ
て
ま
た
、
地
代
の
起
源
を
、
土
壌
及
び
そ
の
生
産
物
に

特
有
な
性
質
に
も
と
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
代
は
右
の
諾
原
因
の
作
用
に
よ
っ
て
、
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
地
代
の
騰
貴
も
し
く
は
下
落
を
支

配
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
一
体
何
で
あ
る
か
。
マ
ル
サ
ス
に
よ
る
と
、
地
代
は
土
地
の
生
産
物
の
価
格
と
生
産
手
段
の
費
用
と
の

間
の
差
額
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
差
額
を
増
加
せ
し
め
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
地
代
を
増
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
る
と
、

そ
の
主
な
も
の
に
、
次
の
四
つ
が
あ
る
。
Ｈ
利
潤
を
低
下
せ
し
め
る
よ
う
淀
資
本
の
蓄
積
、
ｅ
労
働
の
賃
銀
を
下
落
せ
し
め
る
よ
う

な
人
口
の
増
加
、
目
一
定
の
効
果
を
挙
げ
る
の
に
必
要
た
労
働
考
数
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
農
業
の
改
良
、
若
し
く
は
勤
労
の
増
加
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

倒
名
目
上
生
産
費
を
低
下
さ
せ
る
ご
と
の
な
い
よ
う
在
、
需
要
増
加
に
も
と
づ
く
農
産
物
の
価
格
騰
資
で
あ
る
。
こ
の
地
代
の
上
憐

　
…

　
一

　
一．

　
　
」



を
促
す
以
上
の
四
つ
の
原
因
は
、
マ
ル
サ
ス
の
言
で
は
、
『
繁
栄
と
富
の
増
進
の
最
も
確
実
た
揖
標
』
（
↓
亭
目
畠
け
ｏ
胃
邑
目
ぎ
中

一
ｓ
弍
◎
畠
◎
ｈ
ぎ
Ｒ
８
。
。
ぎ
ぴ
ｑ
弓
『
畠
肩
『
身
竃
ら
事
蟹
匡
－
）
で
あ
っ
て
、
之
に
。
反
し
て
、
地
代
の
低
落
は
、
劣
等
の
土
地
の
耕
作

の
廃
止
、
品
質
の
優
れ
た
土
地
が
続
け
さ
ま
に
衰
頽
す
る
ご
と
と
必
然
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
『
貧
困
と
衰
微

の
確
実
庄
指
標
』
（
庄
０
８
『
試
巨
ぎ
９
Ｓ
庄
Ｓ
。
。
◎
｛
君
く
實
昌
彗
｛
宗
Ｏ
ご
亮
）
で
あ
る
諾
原
因
、
す
な
わ
ち
、
資
本
の
減
少
、
人

口
の
減
退
、
耕
作
方
法
の
劣
悪
化
、
粗
生
産
物
の
価
格
の
下
落
の
白
然
的
に
し
て
且
つ
必
然
的
在
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
も
ち
ろ
ん
、
地
代
は
生
産
物
の
価
格
と
生
産
手
段
の
費
用
と
の
間
の
差
額
よ
り
成
る
と
い
う
場
合
の
生
産
物
の
価
格
と
は
、
現
実

に
そ
の
社
会
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
い
る
そ
の
生
産
物
の
全
量
を
獲
得
す
る
に
必
要
な
価
格
で
あ
る
。
ゆ
え
に
。
、
既
に
富
み
且
つ
栄

え
一
人
口
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
国
に
お
い
て
、
穀
物
が
よ
り
高
価
で
而
も
継
続
的
に
上
騰
し
つ
つ
あ
る
理
由
は
、
常
に
劣
等
地
に
、

よ
り
大
な
る
経
費
を
要
す
る
土
地
に
頼
る
ご
と
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
て
、
地
代
が
決
し
て
そ
の
原
因
を
な
す
も
の
で
は
友
い
。

蓋
し
、
生
産
物
の
最
後
の
部
分
は
、
そ
の
生
産
費
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
地
代
が
存
し
な
い
に
も
抱
ら

す
、
よ
り
低
廉
に
は
産
出
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
サ
ス
は
、
穀
物
の
価
格
は
地
代
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
在
く
、
反
対
に
地
代
が
穀
物
の
価
格
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
穀
物
の
高
価
格
は
地
代
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
在
る
が
、
ご
の
地
代
な
る
も
の
は
、
決
し

て
個
戊
の
地
主
や
地
主
階
級
炬
と
っ
て
の
み
有
利
な
の
で
は
な
い
と
観
る
。
彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
、
製
造
業
に
対
し
て
堅
実

な
国
内
需
要
を
喚
起
し
、
租
税
の
最
も
有
力
な
源
泉
を
提
供
す
る
こ
と
に
。
な
る
。
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
も
亦
然
り
で
、
穀
物
の
高

価
格
は
彼
等
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
『
極
め
て
近
視
的
な
見
解
』
（
～
毒
～
。
。
ぎ
Ｈ
♂
耐
軍
＆
直
の
考
）
と
云
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
彼
等
の
福
祉
に
と
っ
て
必
婁
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
彼
等
白
身
の
慎
み
深
い
習
慣
と
労
働
に
対
す
る
需

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
論
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
（
五
一
一
）
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六
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五
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一
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要
の
増
加
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
は
、
同
様
の
習
慣
と
同
様
の
需
要
と
の
下
に
お
い
て
、
穀
物
の
一
。
同
価
格
は
、
一
々
、
の
白
然
的
友
結
果

を
生
す
る
時
間
の
余
裕
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
等
に
、
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
確
実
に
し
て
疑
の
な
い
利
益
で
あ
る
こ

と
を
、
は
っ
き
り
と
断
言
す
る
に
嬢
跨
し
在
い
。
労
働
に
対
す
る
同
一
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
は
、
生
産
の
必
要
価
格
が
払
わ
れ

ね
ぱ
在
ら
す
、
従
っ
て
労
働
者
は
、
そ
の
価
格
が
高
か
ろ
う
と
安
か
ろ
う
と
、
生
活
の
必
需
品
の
同
じ
数
量
を
支
配
し
得
る
に
相
違

な
い
。
併
し
、
も
し
彼
等
が
、
生
活
の
必
需
品
の
同
じ
数
量
を
支
配
し
、
必
需
品
の
騰
貴
せ
る
価
格
に
比
例
し
て
労
働
に
対
す
る
貨

幣
価
格
を
受
取
る
ご
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
穀
物
に
比
例
し
て
騰
貴
し
な
い
と
ご
ろ
の
総
て
の
便
宜
品
や
娯
楽
品
（
貧
乏
人
に
よ
っ

て
消
費
さ
れ
る
も
の
も
多
六
あ
る
）
に
関
し
て
は
、
彼
等
の
境
遇
は
殆
ん
ど
決
定
的
に
１
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ご
と
は
、
疑
を
容
れ

　
（
四
）

な
い
。
Ｌ
す
な
わ
ち
、
穀
物
で
評
価
さ
れ
た
賃
銀
の
全
部
が
生
活
必
需
品
に
費
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
が
便
宜
品
や
娯
楽

品
の
購
入
に
充
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
そ
の
支
配
す
る
便
宜
品
や
娯
楽
品
の
多
寡
が
労
働
者
の
境
遇
に
大
き
な
相
違
を
生
す

る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
、
マ
ル
サ
ス
は
、
殆
ん
ど
常
に
ー
、
穀
物
の
価
格
が
商
け
れ
ぱ
高
い
ぽ
ど
、
そ
の
余
剰
は
労
働
者
を
し
て
益

六
多
く
の
享
楽
物
資
を
入
手
せ
し
め
る
、
と
観
る
。
だ
か
ら
、
マ
ル
サ
ス
に
お
い
て
は
、
地
代
の
上
昇
は
国
氏
の
経
済
を
発
展
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
地
主
は
国
家
の
繁
栄
に
最
も
深
い
関
係
を
も
つ
階
級
な
の
で
あ
る
。

　
如
上
の
見
地
か
ら
、
マ
ル
サ
ス
は
穀
物
法
の
改
正
に
賛
意
を
表
し
、
穀
物
の
輸
入
の
自
由
に
反
対
し
た
。
彼
に
拠
る
と
、
穀
物
の

輸
入
を
白
由
に
す
る
と
、
穀
価
は
下
落
し
、
こ
れ
が
た
め
生
産
額
の
減
少
と
な
っ
て
地
代
の
低
落
と
な
る
と
共
に
、
農
業
資
本
は
破

壊
さ
れ
る
ご
と
に
在
る
。
そ
れ
の
み
で
は
在
い
。
穀
価
の
下
落
は
、
労
働
賃
銀
の
下
落
の
主
た
る
原
因
を
在
す
も
の
で
あ
っ
て
、
総

て
の
財
貨
の
価
格
も
ご
れ
に
伴
っ
て
低
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
、
産
業
資
本
の
利
潤
が
低
下
し
、
資
本
の
蓄
積
が
阻

害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
而
も
、
盲
由
貿
易
の
採
用
に
よ
っ
て
失
業
の
危
険
が
起
り
得
べ
き
が
ゆ
え
に
、
労
働
考
階
級
に
と
っ
て
は

∴二～｝



か
た
が
た
も
っ
て
一
段
と
不
利
益
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
者
は
、
一
般
に
は
、
公
債
所
有
者

や
一
定
の
俸
給
で
生
活
す
る
人
達
だ
け
で
、
強
い
て
こ
れ
に
附
加
え
得
る
考
と
し
て
は
外
国
貿
易
に
直
接
に
．
従
事
す
る
少
数
考
だ
け

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
穀
物
の
自
由
な
輸
入
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
産
業
の
発
農
を
妨
げ
る
こ
と
に
．
た
る
。
而
も
況
ん
や
、
食
物
の
大
な
る

部
分
を
外
国
の
供
給
に
依
存
す
る
こ
と
の
甚
だ
危
険
た
る
に
お
い
て
を
や
。
之
に
ー
反
し
て
、
穀
佑
の
堕
貢
は
、
独
り
農
業
の
進
歩
を

意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
凡
ゆ
る
産
業
の
発
展
を
促
し
、
国
富
の
増
進
を
見
る
ご
と
に
１
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
国
家
の
進
歩
、

発
展
の
徴
候
と
し
て
歓
迎
す
べ
き
現
象
で
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
。

　
以
上
が
、
穀
物
の
輸
入
の
制
限
を
是
と
し
、
穀
物
法
の
改
正
を
擁
護
し
た
マ
ル
サ
ス
の
主
張
の
大
要
で
あ
る
。

　
こ
の
穀
物
貿
易
の
問
題
が
リ
カ
ア
ド
オ
経
済
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
が

契
機
と
な
っ
て
、
経
済
理
論
の
研
鐙
に
専
念
、
そ
の
努
力
が
遂
に
彼
の
主
著
『
経
済
学
及
び
租
税
の
諸
原
理
』
を
大
成
さ
せ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
該
書
は
同
時
に
ま
た
、
如
上
の
マ
ル
サ
ス
の
見
解
に
対
す
る
、
反
撃
で
も
あ
り
、
回
答
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
先
す
、
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
、
彼
の
主
著
に
お
い
て
、
地
代
の
本
質
を
如
何
に
観
て
い
る
か
。
彼
は
、
最
初
、
『
低
廉
な

穀
価
の
資
本
の
利
潤
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
一
論
』
で
は
、
地
代
を
土
地
の
本
源
的
且
つ
内
在
的
な
力
の
使
用
に
対
し
て
地
主
に

与
え
ら
れ
る
報
酬
と
い
う
考
え
を
も
ち
つ
つ
も
こ
れ
に
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
淀
く
て
、
地
代
は
土
地
の
余
剰
生
産
物
で
あ
る
と
な

し
、
ご
れ
を
も
っ
て
漫
然
と
利
潤
か
ら
の
削
除
、
利
潤
の
蚕
食
の
外
な
ら
ぬ
も
の
と
在
し
て
い
る
。
『
経
済
学
及
び
租
税
の
諾
原
理
』

に
お
い
て
は
、
地
代
の
本
質
に
関
す
る
考
察
を
更
に
深
化
し
、
徹
底
化
し
て
、
地
代
を
土
壌
の
本
源
的
且
つ
不
可
滅
的
た
力
（
穿
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

◎
『
厨
巨
巴
彗
Ｏ
ヲ
宗
津
；
９
－
巨
¢
君
事
０
易
）
の
使
用
に
対
し
て
地
主
に
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
部
分
と
定
義
し
、
利
潤
と
は
っ
き

り
区
別
し
、
地
代
は
利
潤
か
ら
の
控
除
で
は
な
い
と
な
し
て
い
る
。

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
諭
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
（
五
二
二
）

｛
ｒ
’
’



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
五
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
（
五
一
四
）

　
そ
れ
で
は
、
土
地
の
使
用
に
対
し
て
、
在
ぜ
地
代
が
支
払
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
、
土
地
が
量
に
－
お
い
て
無
隈
で
在
く
、
質
に
お

い
て
均
一
で
在
く
、
位
置
に
お
い
て
便
・
不
便
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
、
「
地
代
は
常
に
ー
二
つ
の
等
量
の
資
本
と
労
働
と

を
投
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
収
穫
の
差
額
」
で
あ
る
か
ら
、
豊
饒
に
し
て
便
利
底
位
置
を
占
め
て
い
る
土
地
が
、
増
加
す

る
人
口
に
た
い
す
る
穀
物
生
産
の
た
め
必
要
と
さ
れ
る
程
度
以
上
に
ー
蓬
に
ー
豊
富
に
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
資
本
と
労
働
が
旧
土
地

に
た
い
し
て
些
の
減
収
を
も
見
る
こ
と
な
し
に
無
際
限
に
投
下
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
地
代
及
び
地
代
の
騰
貴
な
る

も
の
の
存
在
す
る
道
理
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
、
お
い
て
、
土
地
は
、
有
隈
に
し
て
、
品
質
に
、
差
等
あ
り
、
位
置
の
如
何
に
よ

っ
て
大
い
に
利
便
を
異
に
し
て
い
る
。
た
か
ら
、
社
会
の
発
展
上
、
最
も
肥
沃
に
し
て
且
つ
最
も
有
利
な
位
置
を
占
め
る
土
地
が
先

す
最
初
に
耕
作
さ
れ
る
。
穀
物
の
不
足
が
、
第
二
の
豊
度
、
利
便
を
有
す
る
土
地
に
耕
作
を
拡
張
さ
せ
る
に
及
ん
で
、
両
地
の
収
穫

物
の
差
額
が
、
も
し
く
は
収
穫
物
の
価
値
の
差
額
が
第
一
の
土
地
の
地
代
と
な
る
。
第
三
の
土
地
が
耕
作
さ
れ
る
と
、
第
二
の
土
地

に
も
地
代
が
発
生
し
、
両
者
の
収
穫
物
の
差
額
が
、
も
し
く
は
収
穫
物
の
価
値
の
差
額
が
そ
の
地
代
と
な
る
。
而
し
て
、
こ
の
場
合

に
は
、
第
一
の
土
地
の
地
代
は
そ
れ
だ
け
騰
貴
す
る
こ
と
に
な
る
。
既
耕
の
土
地
に
、
第
二
、
第
三
の
資
本
と
労
働
を
投
下
す
る
場

含
に
も
、
土
地
に
は
収
穫
逓
減
の
法
則
が
作
用
す
る
か
ら
、
全
く
同
じ
現
象
が
現
れ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
、
地
代
の
起
源
は
土
地
の
限
定
性
に
あ
る
と
友
す
。
す
在
わ
ち
、
土
地
に
隈
り
が
あ
り
、
豊
饒

に
し
て
、
場
所
の
便
の
よ
い
土
地
が
比
較
的
に
稀
少
な
こ
と
に
め
る
と
な
す
。
抑
も
、
一
切
の
財
貨
の
交
換
価
値
は
謂
ゆ
る
限
界
生

産
物
の
生
産
に
必
婁
な
労
働
量
、
す
な
わ
ち
、
最
も
不
利
な
事
借
の
下
に
生
・
産
を
継
続
す
る
者
に
よ
っ
て
必
す
や
山
土
産
に
投
じ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
在
い
よ
り
大
在
る
労
働
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
不
利
な
事
情
と
は
、
所
要
量
の
生
産
物
を
獲

る
た
め
に
は
、
そ
こ
ま
で
生
産
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
そ
の
最
も
不
利
在
事
情
を
云
う
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
、
粗
生



産
物
の
比
較
的
価
値
が
騰
貴
す
る
理
由
は
、
そ
の
取
得
せ
ら
れ
る
最
終
部
分
の
生
産
に
一
層
多
量
の
労
働
が
使
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

っ
て
、
地
代
が
地
主
に
支
払
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
。
Ｌ
何
と
淀
れ
ば
、
限
界
土
地
に
は
地
代
が
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

ま
た
、
「
穀
物
は
地
代
が
支
払
わ
れ
る
か
ら
高
価
な
の
で
な
く
て
、
穀
物
が
高
価
だ
か
ら
地
代
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
富
と
人
口
と
の
増
加
に
つ
れ
、
品
質
の
劣
っ
た
土
地
、
場
所
の
便
の
悪
い
土
地
に
、
耕
作
が
拡
張
さ
れ
る
と
、
穀
物
の
生
産
に
よ
り

多
く
の
労
働
を
要
す
る
ご
と
と
在
っ
て
、
穀
物
の
交
換
価
値
は
必
然
的
に
騰
貴
す
る
こ
－
、
し
と
在
る
。
穀
物
の
交
換
価
値
の
上
騰
は
、

す
在
わ
ち
既
耕
地
に
お
け
る
地
代
の
発
生
で
あ
り
、
地
代
の
昂
騰
で
あ
る
。
こ
の
穀
物
の
交
換
価
値
の
昂
騰
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
穀

物
は
菅
に
よ
り
多
く
の
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
淀
く
、
他
の
凡
ゆ
る
財
貨
の
よ
り
多
く
の
数
重
と
交
換
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
そ
の
所
有
者
は
よ
り
大
在
る
価
値
額
を
有
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
而
も
、
他
の
何
人
も
そ
の
結
果
と
し
て
失
う
と
こ
ろ
が
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
社
会
全
体
は
よ
り
大
な
る
価
値
を
有
す
る
ご
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
そ
の
意
味
に
１
お
い
て
地
代
は
価

　
　
　
　
　
（
八
）

値
の
創
造
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
穀
物
の
交
換
価
値
が
、
穀
物
の
任
意
の
一
部
分
を
生
産
す
る
困
難
の
た
め
、
騰
貴
す
る
と
ぎ
は
、

社
会
全
体
と
し
て
よ
り
大
な
る
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
社
会
の
富
に
何
等
附
加
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
地
代
は
決
し
て
富
の
創
造
で
は
な
い
、
と
リ
カ
ァ
ド
オ
は
い
う
。
リ
カ
ア
ド
オ
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
地
代

は
、
要
す
る
に
、
穀
物
の
価
値
の
一
部
分
を
、
そ
の
元
の
所
有
考
か
ら
地
主
へ
移
転
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
代
は

価
値
の
創
造
（
～
Ｒ
竃
ま
ｇ
◎
｛
竃
巨
ｏ
）
で
あ
り
、
価
値
の
移
転
（
四
吋
彗
。
・
｛
Ｒ
◎
｛
く
巴
亮
）
で
め
る
が
、
富
の
創
造
（
ｐ
實
＄
ま
昌

◎
叶
尋
墨
岸
プ
）
で
は
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
前
に
は
、
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
、
地
代
を
、
既
に
創
ら
れ
た
所
得
の
一
部
分
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

い
は
既
に
創
ら
れ
た
富
の
一
都
分
と
い
う
、
言
共
で
表
現
し
た
が
、
彼
は
後
、
価
値
論
三
竺
↓
し
、
応
仁
乃
至
価
格
の
導
請
か
ら
専
ら

地
代
の
起
源
を
考
察
す
る
よ
う
に
左
っ
て
、
そ
の
主
著
に
お
い
て
は
、
地
代
は
価
値
の
創
造
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
定
立
と
在
っ
た

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
地
代
理
論
の
発
展
　
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
（
五
一
五
）

達
　
　
　
　
４



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
五
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
（
五
一
六
）

　
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
地
代
を
漢
然
と
利
潤
か
ら
の
控
除
と
み
る
従
前
の
考
え
方
を
拭
い
去
っ
て
、
地
代
と
利
潤
と
を
区
別
す

　
る
こ
と
に
ー
よ
っ
て
、
「
地
代
の
増
進
を
規
定
す
る
法
則
は
、
利
潤
の
増
加
を
支
駈
す
る
法
則
と
は
大
い
に
異
な
り
、
同
じ
方
向
に
作
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

　
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
こ
と
が
分
る
」
と
い
う
見
地
に
到
達
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
、
如
上
の
理
論
を
提
げ
て
、
マ
ル
サ
ス
の
地
代
の
起
源
論
を
批
判
し
、
そ
の
矛
盾
を
衝
く
と
共
に
、
更
に
進
ん
で
、

　
地
代
の
昂
騰
は
国
運
発
展
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
地
代
騰
貴
の
原
因
で
あ
る
穀
物
の
高
価
格
は
凡
ゆ
る
産
業
の
発
展
を
促
し
、
資
本
家

－
及
び
労
働
者
の
利
益
を
高
め
、
国
富
を
増
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
地
主
階
級
ぽ
ど
国
家
の
繁
栄
と
そ
の
利
害
関
係
の
緊
密
在
社

　
会
階
級
は
他
に
あ
り
得
淀
い
と
な
す
と
ご
ろ
の
マ
ル
サ
ス
の
見
解
を
反
駁
せ
ん
と
す
る
。

　
　
ご
れ
を
論
駁
す
る
た
め
に
、
リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
労
働
価
値
説
を
確
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
先
す
第
一
に
、
穀
価
叉
は
労
働
の
賃

　
銀
と
一
般
財
貨
の
価
格
と
の
無
関
－
係
を
立
証
し
、
第
二
に
、
賃
銀
と
利
潤
ど
の
逆
比
例
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
ご
と
に
よ
っ
て
、
穀

　
価
の
下
落
は
利
潤
の
低
落
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
事
実
は
そ
の
逆
で
利
潤
の
増
大
と
な
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
而
も
、

　
こ
の
場
合
、
賃
銀
は
低
落
す
る
こ
と
に
な
る
も
、
そ
れ
は
名
目
賃
銀
に
過
ぎ
す
、
実
質
賃
銀
の
方
は
上
昇
と
な
る
こ
と
を
論
証
す
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
張
を
更
に
積
極
的
た
ら
し
め
る
。

　
　
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
地
代
理
論
と
人
口
原
理
と
を
縦
横
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
社
会
の
白
然
的
発
達
』
（
冨
巨
冨
一
邑
く
竃
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

　
◎
｛
８
９
ｏ
昌
）
の
法
則
淀
る
も
の
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
社
会
発
達
の
初
期
の
段
階
に
お

　
い
て
は
、
地
主
と
労
働
者
の
土
地
の
生
産
物
の
収
得
分
は
、
生
産
物
の
価
値
に
対
し
て
僅
少
で
あ
っ
て
、
そ
の
価
値
の
大
部
分
は
農

　
業
資
本
家
に
帰
す
る
が
、
富
や
人
口
が
増
加
し
、
穀
物
の
獲
得
が
困
難
と
な
る
に
つ
れ
、
地
主
及
び
労
働
者
に
帰
属
す
る
収
得
分
の

　
生
産
物
の
価
値
に
対
す
る
割
合
は
、
漸
次
増
加
す
る
こ
と
に
在
る
。
尤
も
、
労
働
者
の
収
得
分
は
、
穀
物
が
高
価
と
在
る
た
め
、
価

一

、
　
工

、
山

ｈ

，
一

∴
ム“



値
の
割
合
に
お
い
て
は
増
加
す
る
が
、
そ
の
分
前
実
質
は
、
す
友
わ
ち
、
彼
の
獲
得
す
る
生
産
物
の
数
量
は
、
減
少
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
対
し
、
地
主
の
収
得
分
は
、
価
値
に
お
い
て
も
、
ま
た
数
量
に
お
い
て
も
、
倶
に
増
加
す
る
こ
と
に
た
る
。
地
主
と
当

に
正
反
対
の
立
場
に
在
る
も
の
は
、
農
業
を
経
営
す
る
と
ご
ろ
の
農
業
資
本
家
で
あ
る
。
社
会
の
発
展
に
つ
れ
、
彼
の
収
得
分
は
、

価
値
の
点
に
お
い
て
も
、
将
叉
数
量
の
点
に
お
い
て
も
、
減
少
に
減
少
を
重
ね
て
ゆ
く
。
リ
カ
ァ
ド
ォ
に
お
い
て
は
、
商
工
業
資
本

の
利
潤
は
農
業
資
本
の
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
荏
る
が
ゆ
え
に
、
商
工
業
資
本
家
の
収
得
分
も
、
こ
れ
と
同
様
な
動
き
を

示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
あ
げ
く
は
、
資
本
の
蓄
積
は
終
臆
を
告
げ
、
追
加
労
働
は
全
く
需
要
さ
れ
る
こ
と
在
く
、
労
働
の
実
質
賃

銀
は
労
働
者
が
生
存
を
維
持
す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
最
低
限
ま
で
押
し
さ
げ
ら
れ
、
人
口
は
飽
和
点
に
達
し
、
社
会
は
停
頓
静
止
の
状
態

に
陥
ら
ざ
る
を
得
た
く
な
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
は
、
マ
ル
サ
ス
と
反
対
の
結
論
に
到
達
す
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
サ
ス
と
は
逆
に
、
地
主
階

級
は
社
会
に
対
し
て
何
等
寄
与
す
る
ご
と
な
く
他
の
総
て
の
人
達
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
み
且
つ
栄
え
る
者
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
彼
に
お
い
て
は
、
杜
会
の
総
て
の
他
の
階
級
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
に
は
、
須
く
地
主
１
の
利
益
を
削
減
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
穀
物
の
輸
入
に
対
す
る
梗
塞
を
撤
去
す
る
場
合
、
被
害
を
受
け
る
者
は
、
地
主
で
あ
り
、
ま
た
地
主
の
み
と
い
う
主
張
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。
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一
八
一
五
年
二
月
六
日
附
の
リ
カ
ア
ド
オ
の
ウ
ィ
ル
サ
ス
ヘ
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
彼
は
、
「
私
は
ま
た
、
地
代
は
決
し
て
富
の
創
造
で
な
い

　
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ね
に
、
既
に
創
ら
れ
た
富
の
一
部
分
（
｝
混
二
〇
｛
艘
ｏ
事
８
－
亭
巴
；
～
号
冒
８
叶
＆
）
で
あ
っ
て
、
必
ず
や
資
本
の

　
利
潤
を
犠
牲
に
し
て
享
受
さ
れ
る
が
、
だ
が
ら
と
い
っ
て
公
共
の
利
益
に
と
っ
て
有
益
で
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
↓
ざ
事
◎
『
雰

　
～
自
｝
Ｏ
◎
Ｈ
０
０
０
０
◎
■
｛
ｏ
目
ｏ
ｏ
◎
｛
Ｕ
與
＜
－
｛
射
ざ
凹
『
Ｏ
〇
一
＜
◎
－
．
く
一
〇
．
Ｈ
べ
ｏ
ｏ
．

（
一
〇
）
ｐ
霞
８
＆
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昌
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亀
ま
睾
ざ
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黒
昌
・
昌
Ｋ
彗
｛
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簑
き
ｏ
ｐ
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（
二
）
　
拙
著
、
リ
カ
ア
ド
オ
貿
易
論
の
研
究
、
第
七
章
、
リ
カ
ア
ド
オ
と
経
済
政
策
、
参
照
。

四

　
リ
カ
ア
ド
オ
の
地
代
理
論
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
サ
ス
と
の
論
争
を
通
じ
て
、
発
展
し
た
理
論
で
あ
る
。

　
さ
は
い
え
、
両
者
の
見
解
に
は
、
彼
等
が
考
え
る
ぼ
ど
の
大
き
在
懸
隔
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ル
サ
ス
は
、
地
代
は
利
潤
と
相
拉
ん
で
土
地
の
余
剰
生
産
物
を
構
成
し
、
粗
生
産
物
が
市
場
に
お
い
て
売
却
さ
れ
る
価
格
が
生

産
費
を
超
過
す
る
こ
と
か
ら
生
す
る
が
ゆ
え
に
、
新
し
い
富
で
あ
り
、
富
の
創
造
で
あ
る
と
な
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
カ
ァ
ド

オ
は
、
地
代
は
富
の
創
造
で
は
友
く
、
価
値
の
創
造
で
あ
る
と
い
う
。

　
だ
が
、
仔
紬
に
点
検
す
る
と
、
マ
ル
サ
ス
も
リ
カ
ァ
ド
オ
と
同
様
に
差
額
地
代
説
の
芙
礎
の
上
に
立
ち
、
当
該
社
会
に
お
い
て
必



要
と
さ
れ
る
土
地
の
生
産
物
は
、
結
局
に
お
い
て
、
そ
の
生
産
費
に
お
い
て
販
売
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
部
分
に
つ

い
て
は
地
代
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
代
の
本
質
に
関
す
る
両
者
の
見
解
に
は
、
実
質
的
に
は
、
そ

れ
ぽ
ど
大
き
な
相
違
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
概
念
規
定
の
問
題
に
、
帰
着
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

　
マ
ル
サ
ス
が
地
代
の
起
源
と
し
て
挙
げ
た
三
つ
の
原
因
に
対
し
て
も
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
は
そ
れ
ぞ
れ
批
判
を
加
え
、
そ
の
矛
盾
撞
著

を
指
摘
し
、
地
代
の
生
成
は
豊
饒
な
土
地
の
比
較
的
稀
少
と
い
う
原
因
の
み
で
充
分
で
あ
る
と
老
え
る
。
こ
の
批
判
に
っ
い
て
は
、

マ
ル
サ
ス
は
、
白
分
は
地
代
の
生
成
に
は
三
つ
の
原
因
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
地
代
は
常
に
ま
た
正
確
に
そ
れ
等

の
一
つ
に
比
例
し
て
変
動
す
る
と
云
う
積
り
は
在
か
っ
た
と
釈
明
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
サ
ス
の
起
源
論
そ
の
も
の
は
決
し

て
一
義
的
に
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
色
六
と
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
説
く
と
こ
ろ
と
必
す
し
も
完
全

に
対
立
す
る
と
は
考
え
ら
れ
底
い
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
サ
ス
は
地
代
生
成
の
第
一
原
因
に
土
地
の
豊
度
を
掲
げ
、
地
代
は
土
地
の
豊

度
に
比
例
す
る
と
述
べ
、
ご
れ
に
対
し
て
リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
地
代
は
土
地
の
絶
対
的
豊
度
の
み
か
ら
し
て
は
生
じ
得
友
い
も
の
と
し

て
、
こ
の
説
を
斥
け
て
い
る
。
な
る
ぽ
ど
、
リ
カ
ァ
ド
ォ
の
い
う
よ
う
に
、
豊
度
は
地
代
を
支
払
う
能
力
た
る
に
過
ぎ
在
い
も
の
で

あ
っ
て
、
か
よ
う
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
実
際
に
こ
れ
を
支
弁
す
る
ご
と
と
は
別
問
題
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
地
代
を
支
払
う

能
力
の
底
い
土
地
か
ら
地
代
の
発
生
す
る
わ
け
も
な
く
、
従
っ
て
、
リ
カ
ァ
ド
才
の
『
比
較
的
稀
少
説
』
と
マ
ル
サ
ス
の
『
第
一
原

因
説
』
と
は
互
に
．
補
う
も
の
だ
と
見
る
ご
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
の
右
の
弁
明
を
ご
の
よ
う
な
趣
旨
に
理
解
す
る
な

ら
ぱ
、
両
者
の
意
見
の
相
違
は
よ
ほ
ど
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
在
り
は
し
在
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
小
論
の
目
的
は
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
の
地
代
理
論
の
発
展
の
過
程
を
辿
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
ご
れ
等
の
吟
味
は
他
日
に
．
譲
り

た
い
と
思
う
。
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