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点
を
比
較
し
た°-
,か
く
て
大
鎌
が
收
獲
：に
要
す
る
時
调
を
三
分
の
：ー
，に
縮
小
す 

.
る
こ
と
、
か
た
大
鎌
は
切
株
を
よ
り
長
く
の
こ
.す
こ
と
が
認
め̂

れ
る
よ
ぅ
に
：
 

，

た
。
 

一

.'

こ
の
議
論
は
決
定
的
な
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
。
；時
間
は
瞄
値
を
持
た
な
い 

し
、
'労
働
力
ば
豊
富
に
あ
っ
た
し
、、
ま
た
ル
ィ
十
瓦
世
や
ル
ィ
±

ハ
11
!
:
の
治
下 

べ
で
は
い
ま
だ
に
大
経
営
が
荐
続
じ
て
い
た
だ
め
で
あ
っ
た
ヶ
必
要
が
あ
ら
ゆ
る 

偏
見
を
沈
黙
さ
せ
た
の
は
革
命
の
#
代
ど
同
じ
時
期
で
は
な
が
っ
た
。

一
ゼ
九 

ニ
年
と1

七
九
.五
年
の
戦
争
は
労
働
カ
を
覦
少
せ
し
め
た
。.
か
ぐ
て
農
工
委
員 

会
は
大
鎌
の
使
用
を
勧
告
す
る
よ5
に
な
っ
た
。
刈
入
れ
を
よ
り
申̂
り

早
く 

す
る
方
法
に
つ
い
て
の
議
論
は
徐
々
に
帝
政
の
下
で
拡
大
し
、
^

^
と
耕
^

 ̂

の
増
加
を
惹
き
起
し
た
国
有
財
産
の
賈
却
ど
共
有
地
の
分
割
を
起
し
た
農
業
立 

法
.や
相
続
法
に
よ
っ
て
こ
の
考
え
方
は
促
進
さ
れ
た
。
,
こ
れ
は
ま
た
犬
経
営
を 

信
仰
す
る
重
農
学
派
の
農
学
者
の
も
っ
と
も
恐
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し 

か
し
現
実
に
小
規
模
の
保
有
者
は
以
前
の
大
規
模
释
営
に
お
げ
る
と
同
じ
く
刈 

入
れ
の
た
め
厳
密
に
専F5
化
さ
れ
た
労
働
力
を
雇
懂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

農
業
奴
が
営
に
お
け
る
こ
の
変
化
が
大
鎌
の
採
用
を
促
進
す
る
力
と
な
っ
た
の
で 

ぁ
っ
た
。

帝
政
の
時
代
に
知
事
の
報
告
や
州
の
統
計
は
ニ
つ
の
方
法
を
比
較
す
る
こ
と 

を
忘
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
半
円
形
の
鎌
で
刈
る
方
が
高
い
費
用
と
な
っ
た
こ
と 

を
伝
え
て
い
る
。
オI
ベ
に
お
い
て
は
労
働
者
の
賃
銀
の
維
続
的
な
増
加
に
よ 

っ
て
、
大
鎌
を
利
用
す
る
方
が
三
分
の
一
で
す
ん
だ
.と
い
ぅ
。

フ
ラ
ン
ス
の
北
部
の
諸
地
方
は
帝
政
期
に
大
鎌
を
採
用
し
t

o
そ
れ
は
、
大

,

:: 

九0

 

’C

七
六
ニ)

鎌
を
少
，し
も
使
用
し
な
.い
と
^

^

し

た
マ
ル
ヌ
の
'

知
事
の
勧
告
によ
っ
たO

モ 

ン
ブ
テ
ン
の
.知
事
は
、
収
獲
が
お
く
れ
た
と
き
、
小
さ
な
鎌
を
都
合
の
よ
<,
な 

'い
も
の
.と
し
て
'そ
の
使
用
に
反
対
し
て
抗
議
し
た
。

「

人
々
は
■そ
れ
を
大
鎌
に 

か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
は
い
ま
小
麦
を
小
さ
な
鎌
で
刈
り
入
れ
て
い
る 

が
、
し
か
し
慣
習
は
ま
っ
た‘く
そ
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

」

と 

.彼
は
漶
し
ん
だ
。
収
獲
が
お
く
れ
た.と
き
、
ア
ン
で
は
大
鎌
に
対
し
て
半
円
鎌 

知
放
棄
し
.た
。
ま
た
：ー
方
に
お
い
て
第
ー
帝
政
の
時
期
を
通
じ
畠
さ
五
〇
セ
ン 

チ
ヵ
ら
六
0
セ
ン
.チ
の
短力
1
柄

-
の

フ

ラ

ン

ド

ル

，
の

鎌

を

^
ff
l
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
半
円
形
の
鎌
と
大
鎌.の
折
衷
が
考
え
ら
れ

V

い
た
。

ノ
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
長
い
柄
の
大
鎌
へ
扨
り
換
え
る
た
め
に
は
幾
多
の
曲
折 

が
あ
っ
た
。
当
時
も
っ
と
も
進
歩
的
と
い
わ
れ
た
ロ
I
シ
エ
フ
ォ
丨
ク
丨
ル. 

リ
'ア
ン
コ
-
公
の
証
言
は
よ
く
こ
の
事
情
を
説
明
し
て.い
る
。
製
造
®

と
し 

て
ま
た
保
有
地
の
よ
き
馨
者
と
し
て
の
過
去
の
体
験
か
ら
彼
は
一
八
一
四
年 

に
次
の
こ
と
を
証
言
し
た
。.い
わ
く
、

「

若
干
の
耕
作
者
は
、
半
円
形
の
鎌
に
か 

わ
っ
て
三
日
月
鎌
で
そ
の
小
麦
を
馭
獲
し
た
。
.若
干
の
他
の
耕
作
者
は
、
収
攫 

期
に
絶
え
ず
そ
こ
に
現
，わ
れ
短
か
い
柄
を
持
つ
小
型
の
大
鎌
で
小
麦
を
刈
る
フ 

ラ
ン
ド
ル
か
ら
の
移
住
者
に
よ
っ
て
収
獲
さ
せ
た
。

…
…

こ
の
方
法
は
若
干
の 

農
学
者
に
よ
っ.て
批
難
さ
れ
放
棄
さ
れ
た
。
.
そ
れ
は
土
地
か
ら
よ
り
手
取
り
早.
 

く
、
‘そ
し
て
よ
り
均
等
に
き
る
と
い
ぅ
利
益
を
持
っ
た
が
、
し
か
し
半
円
形
の 

鎌
よ
り
よ
り
多
く
実
を
の
こ
し
た

」

と
。
か
く
て
彼
は
半
円
形
の
鎌
に
再
び
も 

ゼ
る
た
め
に
こ
の
方
法
を
放
棄
し
た
。

.
し
か
し
大
鎌
の
工
場
の
発
展
に
対
溶
し
て
、
大
鎌
の
使
用
は
半
円
形
の
鎌
の

使
用
と
ほ
と
ん
ど
同
一
程
度
の
普
及
を
示
す
よ
ぅ
に
な
つ
た
*
'こ
れ
は
一
八
〇 

六
年
か
ら
一
八
一
セ
申
に
か
け
て
の
時
期
に
あ
た
り
、
技
術
者
の
活
蹯
に
よ
つ

. 

た
。

一
八
一
七
年
か
ら
一
八
ニ
七
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
に
大
鎌
の
工
業
が
繁 

栄
し
た
の
は
鉄
工
業
の
発
展
と
王
政
復
古
期
に
お
け
•る
農
業
の
繁
栄
を
亲
す
。 

平
和
回
復
の
た
め
農
業
は
活
況
を
呈
し
、
過
剰
生
産
の
恐
れ
さ
え
廒
じ
ら
れ
る 

ほ
ど
で
あ
つ
た
。
そ
の
と
き
以
来
大
工
業
に
.よつ
て
刺
戟
さ
れ
て
多
く
の
満
足 

す
ベ
き
道
具
が
供
給
さ
れ
、
農
*
で
は
収
獲
時
に
大
鎌
が
全
面
的
に
採
用
さ
れ 

る
よ
ぅ
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
自
動
^
入
機
从
導
入
さ
れ
る
十
九
世. 

紀
末
ま
で
大
鎌
は
刈
入
の
た
め
の
満
足
す
べ
き
道
具
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
農
業
に 

お
い
て
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。■ 

(

渡

边

国

広)

,

松

本

雅

‘男

f •

畠山芳雄糸

.

.

.『

ボ
リ
シ
.

■

—
>
メ

 

■

キ
.

ン...

ク.

.

■ 

.

1経
営
方
針
と
利
益
計
画
！』

' 

.

.

‘
最
近
.あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
企
業
释
営
の
合
理
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
.で
あ 

る
が
、
そ
の
課
題
の
一
つ
に̂

3
計
画
の
設
^
並
ぴ
に
実
施
の
基
礎
と
し
て
の.
 

計
数
的
資
料
に
関
す
る
問
題.が
あ
る
。
序
文
に「

こ
の
こ
と
は
、
最
近
欧
米
各
， 

国
に
お
い
て
ま
す
ま
す®

0
計
画
の
.設
定
£.
仅
立
つ
会
計
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ 

に
関
す
る
文
献
が
激
増
し
づ
つ•.あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か 

る
に
従
来
わ
が
国.に
お
い
て
は
こ
れ
に
関
す
る
.ま
と
ま
っ
た
文
献
は
殆
ん
ど
な 

書

評
及
び

.紹

介

ぃ
a

あ
る
に
し
て
も
外
国
文
献
の
紹
介
で
あ
り
、
わ
が
国
の
企
業
実
務
と
結
び 

つ
い
た
も
の
で
は
な
い
。

」

と
あ
る
よ
ぅ
に
、本
書
は
こ
れ
に
関
す
る
理
論
を
実 

務
へ
の
適
用
.を
考
慮
し
•て
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
実
務
に
経
験
の
深
い 

執
筆
者
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
本
書
の
特
微
で
あ
る
。
本
書
は
大
き
く
八
つ
に 

区
分
し
得
る
の
で
、
以
下
順
次
に
述
：ベ
よ
ぅ
。

.経
営
計
画
の
基
礎 

松本雅男
 

,
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
企
業4
計
の
基
礎
構
造
が
説
明
さ
れ
、
释
営
方
針
の
.
 

決
定
、
利
益
計
画
の
決
定
、
予
算
の
編
成
に
論
及
し
て
い
る
。
計
画
の
た
め
の
会 

.計
と
管
理
の
，た
め
の
会
計
が
密
接
な
関
連
を
有
し
、
殊
に
計
画
実
施
の
過
程
に

.
 

お
い
て
新
し
い
計
画
が
な
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
計
画
I
管
理
丨
計
画
と
不
断
に 

継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注'意
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
単
に
松
本 

氏
の
所
見
.が
展
開
さ
れ
る
だ
け
で
な
く、(
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o
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g
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w
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G
r
u
n
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oq
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e
t
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e
b
s
w
i
r
t
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c
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f
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Î
用
批
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ダ

イ

レ

ク

ト
.

コ
ス
テ

ィ

ン
グ
の
制
度

化

と
そ
の
実

例

今
坂
朔
久

今
坂
氏
の
執
筆
部
分
は
本
書
の.最
終
部
分
と
な
？
.て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ダ 

イ

レ
、ク
ト
-
R

ス
ト
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る故
こ

こ
に
一
記
すこ
と
に
す
る
。

释
営
政
策
決
定
に
際
し
て
の
課
題
の
ー
つ
は
製
品
の
収
益
カ

(

畠
山
氏
は
採 

算
と
评
ぶ)

を
正
し
く
把
握.す
る
.こ
と
で
あ
る
0
.こ
れ
に
ょ
り
、
外
訪
加
エ
の. 

是
否
、
受
誰
の
可
否
等
が
決
定
す
る
。
文
、
多
品
锺
製
造
の
場
合
に
は
製
品
生

. 

産
割
合
の
決
定
資
料
と
な
る
。
畠
山
氏
は
^
の
収
益
力
把
握
の
一
方
法
と
し
て 

の
直
®

価
計
算(Direct 

c
o
s
t
i
n
g
)

を
取
り
上
げ
、.原
価
計
算
制
度
と. 

方
針
決
定
.の
た
め
の
計
算(

採
算
原
価
計
算
と
呼
ぶ

y

と
の
関
係
及
び
採
算
原 

価
計
箅
と
経
営
方
針
の
決
定

(

長
期
経
営
方
針
並.び
に
短
：期
経
営
方
針

)

•
に
つ 

い
て
述
べ
て
い
る
。
収
益
力
報
告
書
、
販
売
予
箅
賓
、
利
益
計
画
書
の
三
者
が 

限
界
利
益
を
中
心
と
し
て
関
連
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
が
あ
.る
。
.

.

今
坂
氏
は
、
先
ず
直
接
原
価
計
算
の
制
度
化
上
の
間
題
点
を
指
摘
し
、
特
に 

全
部
原
価
計
算
と
の
調
整
を
論
じ
て
い
る
。
次
に
、
直
接
原
価
計
算
と
利
益
計 

画
並
び
.に
固
定
資
産
管
理
の
関
連
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
特
質 

は
直
證
価
計
算
制
度
化
の
実
例
に
あ
る
。
こ
の
実
例
は
個
別
受
注
生
産
工
場 

に
お
け
る
費
用
分
解
手
続
の
制
度
化
と
継
続
生
産
X
場
に
お
け
る
回
定
費
管
理 

の
制
度
化
に
つ
い.て
拳
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
坂
氏
が

「

こ
こ
に
紹
介
し
た
制 

度
化
の
実
例
も
、
実
は
か
か
る
必
要
性
を
各
種
の
エ
場
_
罾

の

過

程

に

.
お

い
て 

強
く
感
じ
、
こ
れ
を
解
決
し
た
い
と
努
め
て
い
る
間
に
自
然
に
生
ま
れ
た
も
の

. 

で
あ
る
。

」

と

述
べ
て
い

み

如
く
現
実
に
立
脚
し
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ

九
ニ 

(

七
六
四)

る
。

利
益
図
表
に
.•よる
■
経
営
政
策
の
決
定
三
浦
明 

.
兰
浦
氏
は
こ
の
課
題
に

「

限
界
利
益
図
表
と
回
転
期
間i

」

な
る
傍
註
を 

付
し
て
ぃ

る
°
利
益
®
表
の
利
用
に
瘵
し
て
実
務
上
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
比 

例
費
と
固
定
費
の
分
類•で
あ
る
0
三
浦
氏
も「

実
際
的
費
用
の
分
解
法

」

に
つ 

い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
利
益
図
表
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
か 

ら
も
ぅ
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。
た
だ
こ
の
疋
確
度
に
つ
い
て 

は
；.「

次
に
費
用
分
解
の
正
確
度
が
間
題
と
な
る
が
、
厳
密
な
意
味
に
お

‘い
て
、 

正
確
な
費
用
分
解
は
人
力
で.は
不
可
能
で
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
い
て
も
一
了
三
％ 

の
誤
差
が
生
ず
る
こ
と
ゆ
罾®
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
相
当
§

し
た
後 

に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の
誤
差
が
生
じ
て
も
驚
く
べ
き
で
は
な
く
、 

ま
た
費
用
分
解§
効
果
を
減
殺
す
る
も
の
で4-
な

い

°..予

測

と

実

績

の

差

異

分 

祈
に
よ
り
修
正
す
る
、
い
わ
ゆ
る
試
行
錯
誤
に
よ
り
誤
差
を
小
さ
く
す
る
豸
カ 

は
必
要
で
あ
る
。
：！.と
三
浦
氏
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
い
か
に
誤
差
を
.少
な
く 

し
且
つ
修
正
す
る
か
と
い
ぅ
#
に
努
カ
が
向
け
ら
れ
る
ベ
き
で
誤
差
の
有
無
を 

指
摘
す
べ
き
で
は
な
い
。

次
に
、
，多
品
種
製
品
生
産
の
場
合
に
お
け
る
限
界
利
益
及
び
限
界
利
益
率
に 

よ
る
換
第
利
益
図
表
に.つ
い
て
述
べ
、：

こ
れ
を
利
用
す
る
資
本
回
転
率
の
統
制 

.並
び
に
予
.m
編
成
方
針
と
の^
連
を
説
明
し
て
い
る
。

M-
A

P

I方
式
に
よ
る
経
営
政
策
の
決
定
村
川
：武
雄 

M

氏
は「

機
械
工
場
に
お
け
る
設
備
政
策

」

な
る
傍
註
を
付
し
て
い
る
。 

本
稿
.は
ア
メ
リ
カ
のM
A
P
I 方

式(
M
a
c
h
i
n
e
r
y

£0
&
 a

l
l
i
a
F
r
o

 

丨

d
g
t

 

.を
中
心
に
投
資
価
値
判
定

(

投
資
効
率)

に
つ
い
て
速 

ベ
て
い
る
。
M
A
P
I
方
式
の
説
明
が
主
要
部
分
を
な
し
て
，い
る
の
で
あ
る 

が
、
こ
の
場
合
利
率
と
設
備
の
便
用
期
間
が
問
谓
で
あ
る
。
利
率
.に
つ
い
て
は 

r

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
利
率纟
は
、.設
備
投
資
に
用
い
る
資
金
の
要
求
す
る
利
率 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
市
中
金
利
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
借
入 

金
の
金
利
の
ほ
か
に
、
企
業
の
要
求
す
る
利
益
に
対
し
て
当
然
掛
っ
て
く
る
税 

金
と
、
そ
の
利
益
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
配
当
を
考
え
に
入
‘れ
て
ハ
企
業 

自
体
がI

攝
投
資
金
に
課
せ
ね
ば
な
ら
な
い
利
率
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
f

の 

企
業
の
資
本
溝
成
や
、
経
営
の
最
高
方
針
に
よ
？
て
定
ま
る
値
で
あ
る
。

」

と 

述
べ
、
三
〇
％
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
説
明
し
，て
い
る
が
、 

個
々
の
企
業
が
現
実
に
こ
の
方
式
を
砠
ヰ
せ
ん
と
す
る
際
は
.こ
の
利
率
決
定
を 

慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
備
の
使
用
期
間
は
い
う
ま
で
も
な

く

経 

済
的
な
も
の
で
あ
る
が
ノ
実
際
に
こ
れ
を
決
定
す
る
際
に
は
そ
の
産
業
部

re
に 

お
け
る
技
術
の
進
歩
、
代
替
製
品
の
予
測
等
を
行
う
べ
き
で
、
も
し
期
間
の
決 

定
が
«
難
な
場
合
に
は
考
慮
し
得
る
最
短
期
間
を
採
る
ベ
き
で
あ
る
。

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

•

リ
サ
ー
チ
に
よ
る
経
営
政
策
の
決
定

.

奥
村
誠
次
郎

.

本
稿
は
リ
ニ
ア
！

プ
ロ
グ
ラ
.ミ

ン

グ

(linear p
r
o
g
r
a
m
m
i
n

s

-

を
中 

心
と
し
て
述
べ
、
そ
の
適
用
例
とし
て
石
油
精
製
者
に
お
け
る
混
油
生
産
計
画 

.
を
轺
介
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
高
度
の
数
学
■を
採
用
す
る
点
に
そ
の
特
質
を 

有

す

る
の
で
あ
る
が
、.奥
村
氏
が「

現
実
の
現
象
か
ら
得
ら
れ
る
い
ろ
い
ろ
の 

仮
定
が
前
提
とし
て
成
り
立
つて
い

る

こ

と

が

大
き
な
問
題
点
で
あ
っ
て
、
も

'*
書
評
及
び
紹
介

し
そ
の
前
提
が
か
り
に
.無
揭
で
き
な
い
ほ
ど
重
大
な
過
誤
を
犯
し
て
い
た
と
す 

れ
ば
、
結
局
は
無
意
味
な
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

」

と
指
摘
す
る
如
く
、
そ 

の
'前

提

が

重

要

な

意

味

を

^
:
す

る

の

で
あ
り
、
個
々
の
企
業
に
お
い
て
は
こ
の 

面
の
矹
罾
が
十
分
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経

営

計

画

制

度

の

実

例.
 

：
葙川舂一
 

'
製
鉄
会
社
に
お
け
る
释
営
計
画
設
定
の
実
例
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が

、'
 

'
i
計
画
に
つ
い
て「

こ
こ
で̂

営
計
画
と
は
、
採
算
報
告
書
でき
ま

っ
た
方 

針
に
も
と
づ
.き
、
.生
産
販
売
計
画
と
固
定
費
計
画
を
た
て
、：
こ
れ
.を
利
益
計
画 

に
総
合
し
て
必
要
な
利
益
を
あ
げ
う
る
ょ
う
に
生
産
、
販
売
、
固
定
費
の
各
計 

画
を
調
整
決
定
す
る
手
続
を
さ
す
。

」

と
述
べ
て
い
る
如
く
、
経
営
計
画
制
度
と 

は
右
め
一
連
の
手
続
を
称
し
て
い'る
。
こ
の
場
合
、
_

報
告
書
は
各
製
品
毎 

に
.、
比
例
費
に
つ
い
て
の
標
準
原
価
と
収
益
を
判
定
し
て
作
成
さ
れ
、
こ
れ
が 

す
べ
て
の
基
礎
と
众っ
て
い
る
。
各
計
画
の
調
整
に
つ
い
て
もう
少
し
具
体
的 

に
記
述
す
れ
ば
理
解
を
容
易
に
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
.

予
算
統
制
制
度
の
実
例
 

永野瑞穗
 

パ
ル
プ
製
罾
^
ほ
に
お
け
る
実
例
を
ぽ
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
予
算
^
制
制 

度
の
前
提
要
#.
に
つ
い
て
一層
具
体
的
な
説
明
が
希
ま
し
い
。
こ
の
実
例
に
お 

い
て
は
制
度
の
違
営
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
、
制
度
と
し
て
も 

整
っ
て
い
る
。
図
表
を
数
多
く
記
載
し
た
こ
と
に
ょ
り
、
全
般
の
理
解
を
容
易 

な
ら
し
め
て
い
る
パ

(

A
五
判
、
三
三
ニ
頁
、.'白
桃
®
房
、
五
五
0
円)

(

和
田
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太
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