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学

界

m

望

貿

易

史

の

展

開

.

渡

辺

.

國
.

廣
.

こ
こ
で
質
易
と
V

時
、
質
'易
一
般
と
違
う
。
機
械
制
工
業
の
発
展
の
な
か 

で
国
際
関
係
が
必
然
化
さ
れ
る
と
考
え
、
こ
の
間
に
そ
の
機
軸
と
し
て
登
場
す 

る
贸
易
こ
そ
ら
題
で
あ
っ
た
経
済
史
の
理
解
に
徴
し
、
そ
の
展
開
を
三
期
に

第
一
期
工
場
制H

業
の
発
達
は
有
望
な
海
外
市
場
を
前
提
と
す
る
。
海
外
.
 

に
製
品
を
大
量
に
販
売
で
き
る
限
り
、
そ
の
存
続
が
可
能
で
あ
つ
た
。
'十
.̂
肚 

紀
U
以
降
ョ
I
 

ロ
ッ
パ
の
.発
展
を
み
る
時
、
,

諸
国
は
海
外
市
場
獲
得
の
.た
め

の

発
展
段
階
に
応
じ
、
い
ろ
い
ろ
：

A
J

形
を
変
え
て
現
わ
y

て
来
た
。
ィ
ギ
リ
ス
が 

自
由
.

贸
f

掲
げ
、
海
外
の
諸
国
を
盡
や
I

Q

供
給
地
に
5

け

る

こ

と

.
 

で
野
望
を
達
成
し
ょ
う
と
し
た
時
期
の
あ
つ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ

ろ

で

あ

 

る

。
±

業

国

対

農

業

国

の

関

係

を

恒

常

化

す

る

：こ

と

に

ィ

ギ

.リ

ス

は

す

べ

て

を
 

託
し
た
の
で
あ
っ
た
。

国
外
に
追
放
し
，
廳
関
係
裏
じ
食
糧
を
獲 

得
し
ょ
う
と
V

う
の
で
あ
る
ィ
ギ
リ
ス
は
產
に
7

ラ
ン
ス
と
の
切
e

こ
の 

関
係
を
強
力
に
.贯
徹
し
よ
う
と
し
た
。
事
態
は
ド
イ

-
ツ

と
対
す
る
時

、

本

格

的
 

学

界

展

望

進
行
を
み
た
。

ユ
ン
カ
丨
の
指
導
の
下
ド
イ
ツ
が
農
業
国
と
し
て
再
編
さ
て
る 

に
I
た
つ
た
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
ヒ•

.

.
第
二
期
第
二
産
業
革
命
と
い
う
技
術
革
新
は
イ
ギ
リ
ス
の
世
界
の
工
場
と 

し
て
の
地
位
に
大
き
な
変
化
を
迫
っ
た
。
工
業
立
地
の
自
由
と
共
に
ド
イ
ツ
が 

.

工
業
国
と
し
て
.イ
ギ
リ
ス
'
S

争
で
き
逢
ど
の
実
力
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の 

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
も
ま
た
工
業
国
と
し
て
独
自
に
他
国
を
農
業
国
に
釘
づ
け
る 

必
要
に
か
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
は
、、ハ
ル
カ
ン
地
域
と
の
間
に
こ
の
関
係
の
樹
立
を 

.は
力
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
裏
現
す
る
過
程
で
つ
ね
に
諸
国
と
の
競
争
を
意
識 

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
.第
二
産
業
I

期
に
は
.工
業
立
地
が
自
由
と
な
り
、
 

i

国
出
現
の
可
能
f

そ
れ
だ
け
増
大
し
て
来
た
か
ら
に
ほ
I

ら

な

い

。
 

現
に
多
く
の
工
業
国
が
塵
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
麗
係
の
樹
立
を
め
ざ
す
に 

I
た
っ
.た
。
.従
っ
て
ド
イ
ツ
が
国
麗
係
確
立
の
必
要
に
か
ら
れ
た
時
、
諸
国 

間
に
複
雑
な
競
争
が
起
ら
ざ
る
を
得
.な
い
。
競
争
を
排
除
し
な
が
ら
.ド
イ
ツ
太 

屢
関
係
を
確
立
し
な
け
れ
ば
I

な
か
っ
た
。

一
般
に
競
争
£

つ
に
は
他 

国
よ
り
も
低
廉
に
売
れ
ば
よ
く
、
.生
産
過
程
の
整
備
は
焦
眉
の
急
と
み
な
さ
t 

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
段
階
の
ド
イ
ツ
で
そ
う
し
た
方
向
f

1
5 

に
出
て
来
な
い
。
流
邏
程
の
操
作
に
よ
り
国
際
競
争
に
滕
と
う
と
し
た
。
狂
.
 

外
に
向
か
っ
て
は
不
当
に
安
く
、
原
価
を
割
っ
て
さ
え
売
り
、
そ
の
損
害
尤
国 

内
で
.埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
.し
た
。
.

U
Q

た
め
国
内
の
伽
格
は
釣
上
げ
ら
れ
る
こ 

と
.に
な
っ
て
し
ま0

た
。
し
か
し
外
麗
品
が
自
由
に
流
入
す
る
と
.い
う
の
で 

は
姐
置
な
い
。
関
税
障
壁Q

設
定
に
よ
り
外
国
品
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

t 

:従
っ
て
関
税
障
壁
が
設
け
ら
れ
た
時
、
単
に
幼
稚
産
業
の
育
成
と
い
う
の 

で
は
な
か
っ
た
震
閉
鎖
で
あ
る
。
国
内
に
高
価
格
を
維
持
し
な
が
ら
„

八

五

(

八
八
七)

.



市
場
拡
大
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
海
外
に 

市
場
を
確
保
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
.の
型
と
な
っ
.た
。
い
わ
ば
輸
入
し
な
い
自 

由
を
梃
子
に
市
場
を
拡
大
し
ょ
5
と
'い
う
の
で
あ
っ
て
、
S

一
 
産
業
革
命
を
契 

機
に
貿
易
の
在
り
方
に
根
本
的
な
変
化
が
起
っ
た
の
で
あ
づ
た
。

■.

第
三
期
海
外
に
市
場
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
に
.な
っ
て
来
.だ
。.
工
業
立
地 

の
自
由
が
高
：め
ら
れ
る
に
つ
れ
、
そ
の
程
度
は
い
ょ
い
ょ
引
上
げ
ら
れ
て
い
0 

た
。
こ
の
こ
と
を
反
映
し
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
_
の
土
場
製
品
が
世
界
質
易
に
.お 

い
て
占
め
る
割
合
は
急
‘速
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
当
初
ョ
！

_ ロ
ッ
パ
の
工
業
製 

品
の
三
分
.の
ニ
が
輸
出
に
振
向
け
ら
れ
て
い
た
。
1
か
し
今
世
紀
に
は
い
っ
.て 

五
分
の
一
に
落
ち
、
ま
た
第
二
次
大
戦
の
直
前
に
は
一
〇
分
の
一
に
な
っ
た
。

ョ
ー 
ロ
ッ
バ
の
諸
国
は
輸
出
拡
大
の
た
め
非
常
な
努
力
を
続
け
た
。
に
も
か
か 

わ
ら
ず
結
果
は
悲
處
的
で
あ
っ
た
。
.■動

力
革
命
と
い
う
技
術
革
新
に
と
も
■な
う 

X
業
立
地
の
自
由
増
大
と
共
に
努
力
は
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
工
業
拡
散 

の
規
模
は
世
界
的
で
、
工
業
化
に
際
し
海
外
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 

す
る
態
度
は
強
く
検
討
を
迫
ら
れ
る
.こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
海
外
市
場
を
秘
ロ 

象
し
て
の
工
業
化
を
考
え
る
国
も
出
た
。
社
会
主
義
ロ
シ
ア
の
誕
生
で
あ
る
。
 

も
は
や
贸
易
を
工
業
発
展
の
た
め
絶
対
視
し
て
は
众
，ら
な
い
。
農
業
問
題
の
登 

,場
は
質
易
の
こ
う
し
た
帰
趨
と
深
く
関
速
し
た
。
現
実
に
農
業
は
国
内
に
回
復 

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
農
業
は
新
し
い
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
.た
。
 

農
業
は
ィ
ギ
リ
ス
で
小
農
地
法
に
沿
っ
て
苒
編
さ
れ
、
他
の
'諸
固
も
こ
れ
に
同 

調
し
た
が
、
そ
の
狙
い
は
農
業
を
海
外
に
か
わ
る
有
望
な
国
内
市
場
と
し
て
組 

織
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
。

..
イ
ギ
リ
ス
は
自
由
貿
易
を
掲
げ
、
国
際
関
係
に
新
展
開
を
期
し
た
。
そ
の
意 

味
す
る
こ
と
は
何
か
。
第
一
期
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
経
済
史
で
い
か
な
る
理
解 

が
な
さ
れ
て
来
.た
か
。

.

I
:十
九
世
紀
来
質
易
は
赖
出
拡
大
と
い
う
こ
と
を
軸
に
展
開
し
て
来
た
。
 

拡
張
主
義
、
.そ
し
'て
後
の
帝
国
主
義
的
発
展
は
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
か
か 

る
貿
易
の
体
制
を
自
由
貿
易
と
い
う
が
、
，
一
 
体
そ
：の
内
容
は
ど
う
.い
う

もo

 

か
。.
こ
れ
ま
で
貿
易
の
対
象
と
い
.え
ば
、

高
■い
利
潤
を
得
て
販
売
が
可
能
な
少 

数
の
産
物
に
限
ら
れ
，て
い
た
？
；い
れ
ば
奢
侈
品
の
取
引
で
あ
り
、
そ
の
限
り
遠 

.地
取
引
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
中
世
の
貿
易
は
そ
う
し
た
も
の
で 

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
差
当
っ
て
取
上
げ
.る
貿
易
で
は
違
う
。
決
定
的
な 

変
化
が
，認
め
ら
れ
る
。
低
い
利
潤
で
大
量
に
取
引
す
る
と
い
う
ょ
う
に
、
従
来 

と
は
逆
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
構
造
変
化
で
イ
ギ
リ
ス
は
他
に
先
ん
じ
た
。
十 

九
世S

i

と
い
う
時
代
は
産
業
革
命
の
時
代
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
う
し
た
転
換
は 

土
業
化
の
豊
か
な
成
果
の
結
果
と
し
.て
誘
発
さ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

イ
ギ
リ
ス
で
そ
れ
が
最
初
に
起
っ
た
と
い
う
事
実
は
こ
れ
を
裏
書
き
し
て
い 

る
。
イ
ギ
リ
又
は
そ
の
実
カ
を
背
景
に
質
易
の
新
し
い
方
向
に
巨
大
な
一
歩
を 

進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
0

多
く
の
品
目
を
扱
う
な
か
で
若
干
の
も
の
が
優
位
を
占
め
た
こ
と
も
新
し
い 

傾
.向
と
し
て
見
逃
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
穀
物
と
工
業 

原
身
が
輸
入
の
首
位
に
立
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
でj

八
四
六
年
イ
ギ
リ
ス
は 

穀
物
法
を
鹿
止
し
.穀
物
の
流
入
を
阻
害
す
る
条
件
の
撤
去
に
乗
出
さ
な
け
れ
.

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
最
初
の
う
ち
ィ
ギ
リ
ス
は
小
麦
を
ダ
ン
チ
ヒ
、
シ
シ
リ
I 

島
北
ァ
フ
リ
ヵ
に
.仰
い
だ
。
ォ
デ
ッ
サ
経
由
の
小
麦
は
一
八
0

0
年
の
段
階 

で
な
お
も
少
量
で
あ
っ
た
。
工
業
原
料
の
輸
入
で
は
綿
花
が
重
き
を
な
し
て
い 

.た
。
ィ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
を
合
衆
国
'の
南
部
諸
州
か
ら
得
て
い
た
。
食
量
、
そ
し 

て

綿

花

こ

れ

が

十

九

世

紀

と

.い
う
時
代
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
っ
た
か
逛 

ベ
る
必
f

な
い
。
よ
う
や
く
力
を
持
つ
に
い
た
マ
た
ヱ
業
資
本
に
と
っ
て
そ 

れ
は
簾
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。H

業
家
は
そ
れ
を
梃 

子
に
f

に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
し
い
型
の
貿
易
は
実
•に

馨

法

の

廃
 

止
を
軸
に
進
め
ら
れ
る
。
食
糧
と
原
料
の
輪
入
に
つ
い
て
無
税
と
い
う
の
で
あ 

る
。
輸
入
す
る
'

2
n
_

が
讓
さ
れ
た
。
自
由
貿
易
時
代
の
開
幕
で
あ
り
、
自
由 

憲

と

は

、■
食
f
 
く
に
穀
物
と
原
料
の
輸
入
に
，つ
い
て
無
関
税
な
貿
易
の
型 

な
の
で
あ
る
。
.問
題
は
そ
う
し
た
時
に
い
か
な
る
こ
と
が
起
る
：か
で
あ
っ
た
。
 

従
来
質
易
は
特
権
と
結
び
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
来
た
。
.な
い
し
は
関
税
設
定

.
 

の
上
で
営
ま
れ
て
い
た
。
貿
易
に
よ
っ
て
国
は
関
税
収
入
を
得
て
い
た
の
で
あ 

る

そ

し

•て
こ
れ
が
国
の
収
入
源
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ 

っ
た
。
し
t

今
や
関
税
で
、
し
か
も
輸
入Q

う
ち
塞
な
部
分
を
占
め
る
ベ 

き
も
の
に
つ
し
て
無
関
税
と
V

こ
と
に
な
る
と
、
関
税
は
も
は
や
国
に
豊 

か
な
収
入
を
も
た
ら
さ
な
.い
。
こ
こ
に
国
の
財
政
の
袓
立
て
方
は
大
幅
な
変
更 

を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
い
わ
ば
自
由
產
財
政
の
方
向
で
、
こ
れ
は
自
由
貿
易 

1
発
展
。と
無
関
係
で
な
か
っ
た
。
湛

と

し

て

所

得

税

が

導

人

さ

れ

，て

来
る
の

し

か

し一

方

に

お

-
>
て
依
然
と
し
て
関
税
と
い
う
も
の
を

財
源
と
し
て
利

 ̂

し
よ
う
と
い
う
動
き
の
あ
.っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
I

貴
易
は
響
し 

学

界

展

望

た
如
く
、
盡
と
原
料
に
つ
い
て
無
税
の
貿
易
の
型
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
他 

面
に
お
い
て
そ
の
他
の
輸
入
品
忙
対
し
て
は
高
い
税
が
課
さ
れ
て
来
る
。
課
税 

の
対
象
と
な
っ
た
の
は
植
民
地
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
関
税 

は
徐
々
に
引
上
げ
ら
れ
て
さ
え
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
が
、
食 

糧
や
工
業
原
料
に
対
す
る
無
税
を
軸
に
S
由
体
制
が
確
立
さ
れ
た
時
、
国
の
豊 

.
か
な
財
源
と
さ
え
な
っ
て
い
く
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
砂
糖
で
あ
っ
た
。
キュ
 

ム

.産
の
砂
糖
が
主
.だ
が
、
こ
れ
に
対
し
麗
す
る
。
ま
た
コ
I
.ヒ
f
に
対
す 

る
課
税
も
財
f

し
て
重
要
f

Q
で
あ
っ
た
。
云
ら
は
大
衆
の
生
活
と
深 

V
関
連
が
あ
っ
.た
。
食
糧
に
つ
ぃ
て
、
.そ
れ
も
小
麦
に
.対
し
て
だ
け
無
税
と 

し
そ
の
こ
と
自
体
生
活
費
の
切
下
げ
に
な
る
が
、
し
か
し
一
方
で
、
自
由
贸 

易
は
、
よ
う
や
く
多
様
化
の
方
向
に
あ
る
大
衆
の
生
活
を
圧
迫
す
る
結

果

に

な 

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
生
活
の
基
本
的
な
部
分
は
確
か
に
安
上
り
に
す
む
よ
う
に 

な

0
た
。.
し
か
し
そ
れ
以
上
の
生
活
に
は
い
っ
て
い
く
と
な
る
と
、
な
か
な
か 

困
難
な
も
の
で
あ
る
。
自
由
貿
I
の
進
展
に
つ
れ
、
そ
う
し
た
感
じ
が
ィ
ギ
リ 

ス
で
一
般
化
し
て
.い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
輸
出
品
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
り
わ 

け
目
立
つ
の
が
石
炭
で
あ
る
。1

八
五
〇
年
に
そ
の
輸
出
量
は
一
億
ト
ン
に
達 

し
、
以
後
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
.
こ
う
し
.た
な
か
で
炭
坑
D 

枯
渴
を
危
ぶ
む
論
者
も
出
た
ほ
ど
で
あ
.っ
た
。
事
実
一
八
六
〇
年
に
は
輸
出
の 

著
し
い
部
分
を
石
炭
が
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
他
の
諸
国
に
お
け
る
工
業
化
の 

進
行
を
.物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ィ
ギ
リ
ス
の
石
炭
は
他
国
に
お
け
る 

X
業
化
の
梃
子
に
な
っ
て
'い
..た
の
で
あ
る
。
.そ
の
他
に
は
工
場
製
品
が
.あ
っ 

た
。
そ
のm

倒
的
部
分
を
繊
維
や
鉄
製
品
が
占
め
、
大
部
分
f
 

I 

a

ッ
パ
U
V
 

陸

に

積

出

さ

れ

た.0
し
ば
し
ば
ソ
丨
ギ
リ
ス
製
品
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
に
氾
濫
し

八
七
‘(

八
八
九)



た
。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
状
態
の
恒
常
化
に
深
い
関
心
を
払
っ
た
。
い
わ
ば
市
場 

狃
占
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
を
、
自
由
に
輸
入
す
る
.と
い
ぅ
こ
と
を
軸
に
実
乳 

し
よ
ぅ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は一

八
六
〇
年
フ
ラ
ン
ス
と
通
商
条 

約
を
結
び
、
0
的
を
達
成
し
た
-そ
の
後
ョ
I 
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
と
も
同
様 

の
関
係
を
結
び
、
世
界
の
エ
場
と
し
て
の
地
位
.の
強
化
に
意
欲
の
あ
る
と
こ
ろ 

を
示
し
た
。
最
初
フ
ラ
ン
ス
、
次
い
で
ド
イ
ッ
が
経
済
的
に
イ
ギ
リ
.ス
に
従
属 

す
る
こ
と
に
な
っ
て
:L
ま
つ
た
。

II
工
業
は
世
界
的
な
規
模
で
拡
散
し
.た
。
そ
の
限
り
輸
出
の
大
幅
な
増
加
.
 

は
^
待
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
.か
と
い
え
ば
、
減
退
の
危
険
に
す
ら
あ
る
。
近
代 

工
業
は
他
か
ら
原
料
の
供
給
を
受
け
、
こ
れ
に
加
工
し
て
輸
出
す
る
こ
と
を
本 

質
と
し
た
。
従
っ
て
輸
出
が
頭
打
ち
と
な
り
、
縮
小
の
傾
向
に
す
ら
あ
っ
た
と 

い
ぅ
こ
と
は
工
業
の
基
礎
を
奪
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
.工
業
は
近
代
生
活 

の
支
柱
的
な
役
割
を
果
し
て
来
た
が
、
今
や
そ
の
成
立
根
拠
が
危
機
に
追
込
ま 

れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
生
活
の
規
模
な
り
様
式
な
り
を
変
え
て
い
く 

と
い
ぅ
な
ら
：問
題
な
い
。
し
か
し
そ
ぅ
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

一
旦
ひ
ろ 

が
っ
た
消
费
の
生
活
を
縮
小
す
る
こ
と
は
.麗

で

あ

り

、
事

実

に

，；£
、

〉
て
不
可 

能
で
あ
る
。
輸
出
が
減
退
す
る
割
に
は
輸
入
が
減
少
し
な
い
と
い
ぅ
の
が
実
際 

で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
輸
入
と
い
ぅ
も
の
が
損
害
の
多
い
も
の
，と
み
な
さ
れ
る 

に
い
た
っ
た
。
拡
大
す
る
輸
入
を
ど
ぅ
す
る
か
。
輸
入
は
い
よ
い
よ
増
大
し
た 

と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
各
然
こ
れ
は
問
題
と
な
っ
た
。
今
世
紀
に
は
い
り
事 

実
こ
の
問
題
が
真
剣
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
輸
出
を
伸
長
す
る
た
め
ど
ぅ
す
る 

か
。
も
は
や
そ
の
よ
5
な
問
題
意
識
は
な
い
。‘
質
易
問
題
は
別
の
角
度
か
ら
論 

じ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
輸
入
抑
制
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

八

八

(

八
九
〇)

そ
の
た
め
第
一
に
採
用
さ
れ
た
の
は
関
税
の
引
上
げ
で
あ
っ
た
。

し
か
し 

そ
こ
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
事
態
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
輪
入
を
割
当
制
に
す 

る
と
い
う
こ
と
が
次
の
段
階
で
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
つ
ま
り
手
持
の
下 

貨
に
応
じ
て
輸
入
量
を
規
制
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
輸
出
の
不
振
と
い
う 

事
態
の
な
か
で
支
払
準
備
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で 

あ
っ
た
。
輪
出
の
減
退
，に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
輸
入
す
ら
そ
の
規
模
の
縮
減

.
 

を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
事
情
は
明
白
で
あ
る
。
外
国
質
易
の
衰
退
は
明
獠
^
あ
っ 

た
こ
れ
に
よ
っ
て
起
っ
た
影
響
は
ま
っ
た
く
悲
劇
的
で
あ
る
。
輸
出
の
衰
退 

か
ら
、
こ
れ
ま
で
外
国
市
場
に
売
出
さ
れ
た
品
々
も
、
国
内
で
完
全
に
消
貴
し 

尽
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。.
，そ
.の
こ
と
か
ら
代
用
品
を
奨
劻
す
る
と
.い
う
こ
.
 

と
が
政
策
と
し
て
打
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
輸
出
工
業
を
縮
小
し
、
そ 

こ
に
従
事
し
.て
い
る
労
働
者
を
、
国
家
的
に
不
足
し
て
い
る
他
の
部
門
に
移
動 

す
る
と
い
う
試
み
が
強
力
に
進
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
助
成
金•

奨
励
金
と
.い
う 

带
度
が
大
々
的
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
.た
。

こ
.れ
ら
は
総じ
て
企
業
に
 ̂

す
る
政
府
規
制
を
意
味
す
る
。
外

国

貿

易

の

董

"
従
っ
て
国
外
市
場
の
狭
踏 

化
は
こ
こ
に
思
'わ
ぬ
事
態
を
結
果
し
た
。
外
国
貿
易
、
外
国
市
場
に
近
代
工
業 

.は
そ
の
成
立
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。.
そ
の
基
礎
の
崩
壊
か
ら
、
今
や
事
態
は 

経
済
と
は
別
の
場
所
.に
i

の
基
礎
を
見
出
す
に
い
た
っ
た
。
両
大
戦
間
期
を 

..通
じ
外
国
質
易
は
輸
入
を
排
除
す
る
と
い
う
方
向
.で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
輸
出 

を
こ
の
.段
階
で
拡
大
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
自 

給
自
足
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

。

こ
う
し
て
近
代
工
業
は
そ
の
成
立
の
基
礎
を 

国
内
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
.た
。
こ
の
傾
向
は
早

く

も
十
九
^

^
 

末
に
現
わ
れ
て
来
て
い
た
今
や
そ
れ
が
時
代
の
経
過
と
共
に
い
よ
い
ょ

強

上

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ニ

工
業
立
地
に
大
幅
な
自
由
を
許
す
技
術
段
階
へ
の
突
入
と
共

に

、

後

進

諸

国

で
工
業
化
が
本
格
化
し
、そ
れ
を
機
に
国
際
関
係
の
再
編
が
進

め

ら

れ

た

。

ィ
ギ

リ
ス
が
そ
の
工
業
力
を
背
景
に
構
築
し
た
国
際
関
係
が
崩
壊
し
、
新
興
諸
国
マ

ぎ
秒
序
の
紅
立
に
死
力
を
尽
し
た
。
第
二
期
で
は
こ
の
帰
趨
が
問
題
e
あ
る
。

• 

I
贸
易
の
問
題
で
最
大
に
興
味
深
い
'こ
と
は
、
贸
易
の
収
支
が
'ど
う
な
っ

て
い
た
か
で
あ
る
。
ィ
ギ
リ
ス
の
贸
易
の
型
が
工
業
国
と
し
て
も
っ
と
も
典
型

的
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
年
々
：の

輸
入
が
輸
出
を
大
幅
に
上
廻
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
つ
ね
に
赤
字
を
続
け
て
い
る
.

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
も
一
八
三
〇
年
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

産
業
I

の
進
行
の
な
か
で
贸
易
は
赤
字
に
転
じ
た
と
い
え
る
。
輸
出

を

藝

に
工
業
の
発
展
が
あ
る
時
、
貿
易
は
赤
字
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

力

そ
の
赤
字
は
贸
易
外
収
入
に
.ょ
っ
て
補
填
さ
れ
る
。
貿
易
外
と
は
.謹

•

観
光
•
利
子
等
の
収
入
で
あ
る
。AJ

の
面
で
利
益
を
得
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
赤
字

を
扪
填
し
国
際
関
係
を
順
調
に
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
固
カ
.

を
背
景
と
す
る
以
外
に
国
際
関
係
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
近

代

工
業

を
円
押
に
進
め
る
た
め
に
は
国
際
関
係
が
前
提
と
な
り
、
国
隱
係
の
円
潜
な

発
展
は
国
力
を
背
景
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
簾

•
海
外
投
資
か
ら
の
可

沿

.
観
光
収
入
い
わ
ゆ
る
見
え
ざ
る
取
引
に
エ
證
展
の
す
ベ
て
が
か
か
っ 

て
い
た
の
.で
あ
っ
た
。

近
代
工
業
の
採
用
が
贸
易
関
係
を
赤
字
に
.転
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ー
フ 

学

界

展

望

ンスドイッの例によっても靈

さ
れ
る
。
ほ
ぽ一.

八
七
五
年
を
契
機
に 

こ
れ
ら
両
国
は
質
易
の
上
で
赤
字
に
転
ず
る
わ
け
で
あ

る

が

、

こ

の
挣
切
丈

ま

、
 

さ
に
}

Ti.

国
に
お
け
る
橐
革
命
の
進
行
と
一
致
し
て
い
た
。
現
物
取
引
の
面
で 

赤
字
が
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
産
業
革
命
の
進
行
と
.！
簡
係
で
は
な
か 

っ
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ッ
で
こ
の
型
の
変
化
が
起
っ
た
時
、
惹
き
g

す
問
題
は
棄
で
あ
っ
た
：。
こ
れ
ら
両
国
に
は
.

I
取
引
で
生P
た
赤
字
を
克 

服
す
べ
き
手
段
が
.な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
見
え
ざ
る
取
引
の
面

を
 

両
国
は
欠
I
て
い
る
。
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
確
実
な 

基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
質
易
の
上
の
赤
字
を 

最
小
限
に
と
ど
.め
る
と
い
う
考
え
方
が
当
然
起
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た0 

II
と
に
か
く
赤
字
の
克
服
が
問
題
で
あ
る
。
.
そ
の
た
め
い
か
に
す
べ
き 

か

：
輸
出
を
奨
励
す
る
こ
と
は
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
.た
。
し
か
し
こ
の
時
W
に 

は
む
し
ろ
輸
入
を
規
制
す
る
と
い
う
方
向
で
赤
字
の
斎
が
考
え
ら
れ
て
い 

る
.

旧
工
業
^
^
国
の
地
位
が
そ
の
後
も
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
の
な
か
で
贸 

易
の
問
題
は
つ
ね
に
輸
入
の
規
制
と
い
う
形
で
展
開
す
る
。
し
か
し
そ
の
仕
方 

に
は
種
々
あ
っ
た
。

こ
の
段
階
で
は
関
税
障
壁
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
輸 

入
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
も
っ
と
後
に
な
る
と
、

手
持
の
正
貨
準 

備
に
応
じ
て
輸
人
裏
制
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
割
当
制
で
あ

っ
た
。

•

.
仏
題
は
な
ぜ
輸
入
め
規
带
ガ
.関
税
の
引
上
げ
と
い
う
こ
と
で
お
.こ
な
1っ
て
な 

け
れ
は
な
ら
な
い
か
に
あ
る
。
.輸
出
の
拡
大
の
な
か
で

赤

字

の

幅
を
.最
小
に 

し
、
そ
れ
を
僅
か
ば
か
り
の
貿
易
外
収
人
で
補
填
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

と
_る
べ
き
策
と
し
て
も
っ
と
も
合
理
的
な
：も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
輸

.
八
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入
の
規
制
を
関
税
に
よ
れ
ば
、
国
内
に
知
け
る
諸
物
価
の
上
昇
は
避
げ
ら
れ
な 

い

.0
'そ
の
結
果
と
し
て
必
然
化
さ
れ
る
の
は
、
.生
活
費
の
全
般
的
な
上
昇
で
あ 

■
る
。
国
民
生
活
は
全
体
と
し
て
苦
し
く
な
る
。
そ
れ
.に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
ぎ
関 

税
を
引
上
げ
：る
こ.と
が
必
要
か
。
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
.こ
れ
は 

当
時
抬
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
独
占
と
い
う
事
態
と
深
く
関
連
す
る
.0
関
税
の
引
上
.
 

げ
は
そ
の
綠
成
を
容
易
に
し
た
。
従
っ
て
関
税
引
上
げ
の
方
向
は
独
占
と
結
び 

つ
、リ
た
方
向
で
あ
ら
た
。
，
単
に
そ
れ
は
赤
字
の
幅
を
少
な
く
す
る

.と
'い
う
だ
‘け 

で
か
く
、：
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
. 

V

 

ド
ィ
ッ
の
場
合
だ
が
、
鉄
工
業
に
高
い
関
税
を
認
め
•て
：い
る
。
当
^
.ド
ィ
ッ
.
 

の
.鉄
工
業
は
そ
れ
自
体
で
も
十
分
に
国
際
競
争
.に
対
抗
で
き
た
0.
し
か
し
な
お 

鉄
工
業
は
関
税
の
保
護
を
.求
め
て
い
た
。

こ
.れ
は
保
護
が
設
け
ら
れ
た
本
来
の 

0
的
と
違
う
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
保
護
関
税
は
幼
稚
産
業
の
育
成
、
従
っ 

て
育
成
関
税
で
も
あ
る
が
、
今
や
そ
の
性
格
は
.
.一
変
し
、
高
.い
価
格
を
国
内
で 

維
持
す
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
保
護
関
税
が
.独
占
の
利
益
と
結 

び
つ
く
の
は
そ
の
価
格
政
策
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
今
や
企
業
は
そ
の
製
品
に 

.

.

.

つ
い
て
高
い
国
内
価
格
を
保
証
さ
れ
た
。
独
占
.は
結
局
.に
お
い
て
価
格
協
定
で 

あ
る
か
ら
、
保
護
関
税
は
こ
れ
を
国
家
の
力
に
よ
り
組
織
化
す
る
と
い
う
こ
と 

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
独
占
は
企
業
.に
対
し
国
内
に
お
け
る
高
い
価
格 

を
保
証
す
る
こ
と
で
、
不
当
な
利
潤
を
企
業
に
も
た
ら
す
結
果
に
な
っ
た
。
そ 

し
て
こ
の
こ
と
が
実
に
輸
出
拡
大
の
梃
子
に
な
っ
て
い
く
.の
で
あ
っ
た
。
海
外 

に
向
か
っ
て
原
価
を
割
っ
セ
売
り
、
そ
の
こ
と
で
市
場
開
拓
を
め
ざ
す
の
で
あ 

る
< 
こ
れ
を
ソ
シ
ア
ル
•
ダ
シ
ピ
ン
グ
と
い
う
。
海
外
に
お
け
る
損
害
ば
国
内 

の
高
い
利
益
で
埋
め
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
独
占
は
関
税
引
上
げ
を
1
じ
て

. 
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■

そ
う
し
た
利
益
を
享
受
し
た
の
で
あ
っ

た
。
.関
税
の
引
上
げ
は
輸
入
の
規
制
で 

あ
る
が
、
こ
こ
に
い
た
る
と
そ
れ
は
輪
出
の
振
興
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ 

っ
た
。
し
か
し
こ
の
輸
出
の
振
興
策
た
る
や
、
国
民
生
活
の
犠
牲
と
い
う
こ
と 

を

基

礎

に

し

て

い

た.0
国
民
生
活
の
豊
か
な
発
展
の
た
め
の
輸
出
の
拡
大
と
わ 

け
が
違
う
。

国
民
大
衆
は
経
済
の
高
度
化
と
共
に
、
繁
栄
か
ら
、
豊
か
さ
と 

い
う
も
の
か
ら
、
い
よ
い
よ
遠
*さ
け
ら
れ
て
い
く
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
関 

税
引
上
げ
は
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
展
開
し
た
。

'

今
世
紀
に
は
少
り
輸
入
規
制
は
割
当
制
と
い
.う
形
を
と
っ
た
。
輸
入
を
手

 ̂

正
貨
：に
一
致
さ
せ
る
仕
方
で
あ
る

5 0

多
彩
に
し
て
多
様
な
国
民
生
活
は
も
は
や 

期
待
で
き
な
い
。=
正
貨
準
備
と
は
い
わ
ゆ
る
支
払
手
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
い 

よ
い
よ
不
足
し
、
.そ
う
し
た
な
か
で
諸
国
は
割
当
制
に
踏
切
る

の
で
あ
るC

大 

衆
は
輸
入
が
減
少
し
た
な
か
で
耐
乏
生
活
を
強
要
さ
れ
る
。
と
同
時
に
国
内
で 

生
産
さ
れ
た
も
の
の
利
用
を
強
制
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
国
産
品
愛
用
で
あ
る
。
 

ま
た
代
用
品
の
普
及
•
奨
励
も
避
け
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。

三

H

業
国
は
農
業
を
国
外
に
締
出
し
、
国
際
関
係
を
通
じ
食
糧
を
獲
得
す
る
こ 

と
を
理
想
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
農
業 

を
国
内
に
封
込
め
る
た
め
の
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
.第
三
期
の
問
題
で
あ
る 

が
、

一
体
そ
こ
で
何
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

経
済
史
で
理
解
さ
れ
て
い 

.る
限
り
を
整
理
し
て
み
た
。

I

貿
易
の
在
り
方
は
工
業
の
仕
組
に
大
き
な
変
化
を
持
込
む
。
十
九
世
紀 

の
段
隙
で
は
力
ル
テ
ル
の
結
成
で
あ
っ
た
。
今
世
紀
に
は
い
っ
て
は
合
理
化
と

%

I
う
こ
と
に
な
る
。
合
理
化
と
V

こ
と
は
、

一

言
で
、
非
能
率
な
工
場
を
閉 

鎖
し
そ
し
て
务
傅
カ
を
能
率
的
な
工
場
に
移
転
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う 

し
た
工
業
組
織
の
変
化
は
農
業
に
お
け
る
変
化
塞
起
せ
し
め
ず
に
.お
か
な
か 

っ
た
従
来
農
業
は
工
業
発
展
の
な
か
で
そ
の
意
味
を
低
下
し
て
、
く
。
現
に 

ィ
ギ
リ
ス
は
食
糧
に
つ
い
て
対
外
依
存
を
深
め
な
が
ら
工
業
化
を
進
め
て
い
っ 

た
そ
し
て
丁
業
化
の
本
格
化
し
た
段
階
で
農
業
を
国
外
に
追
放
七
て
し
ま
っ 

た
し
か
し
貿
易
関
係
の
減
退
と
い
う
こ
と
は
農
業
の
持
つ
豪
を
引
上
げ 

た
寅
易
の
減
退
は
企
業
勒
模
の
拡
大
を
許
さ
な
い
。
い
き
お
い
工
業
か
ら 

締
出
さ
れ
た
層
が
発
生
し
て
来
る
。
こ
う
し
た
人
々
を
農
變
馨
さ
せ
な
け 

れ
は
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
方
向
で
農
業
麗
が
展
開
し
て
来
た
。
大
土
也
で
太 

い
け
な
い
。
む
し
ろ
小
邀
地
を
設
定
し
、
生
活
の
基
礎
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
.
 

こ

れ

が

十

プ

：
；
：
！
紀

末

以

来

の

農

業

問

題

で

.あ
っ
た
。
'そ
れ
が
合
理
化
と
共
こ
，

jy 

量
発
生
し
た
失
業
者
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
よ
い
よ
強
く
要

望

さ

れ

る

よ

う
 

に
な
っ
た
。
こ
の
方
向
を
い
か
に
し
て
貫
徹
し
て
い
べ
か
。
や
や
と
も
す
れ
ば
.
 

国

ク

に

追

出

さ

れ

る

農

業

を

も

う

_
一

 
度
国
の
な
か
に
持
込
も
う
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。

工
業
に
つ
V
て
保
識
が
加
え
ら
れ
た
と
同
じ
く
、
農
業
も
高
い
関
税
に
よ
.っ 

て
保
護
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
農
業
は
発
展
を
保
証
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ 

た
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
が
多
く
の
人
々
の
生
活
の
場
で
な
け
A
H 

な
ら
な
いv

 H

業
か
ら
あ
.ぶ
れ
た
人
々
禱
い
生
活
を
保
証
す
る
わ
け
だ
^
;
、
.

 

こ
れ
は
国
内
市
場
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て 

今

や

国

内

で

完

成

し

た

%•
の

が

国

内

で

消

費

さ

れ

る
こ
と
に
な
っ
て
、
っ
ヒ
。
 

外
国
産
の
安
い
穀
物
を
都
市
人
ロ
に
買
わ
せ
ず
、
.国
内
産
物
の
隳
入
.を
強
制
し 

.
学

.界

展

望 

，

た
時
、
議
部
門
は
高
い
購
買
力
を
持
つ
に
い
た
る
。
そ
し
て
農
業
の
侧
に
お 

け
る
こ
の
高
い
購
買
力
が
工
業
発
展
を
支
え
る
も
と
と
も
な
っ
た
。
十
.

紀 

か
ら
今
世
紀
に
か
け
農
業
保
護
が
強
く
打
出
さ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ 

る
も
の
で
あ
る
。
農
産
物
に
つ
い
て
高
価
格
を
維
持
す
る
時
、
議

保

護

は
目 

的
を
達
し
た
と
い
う
べ
き
か
。

農
業
は
経
済
の
.発
展
の
な
か
で
お
く
れ
た
部
門
で
あ
る
。
こ
れ
を
発
每
の
梃 

子
と
す
る
こ
と
が
工
業
発
展
の
顕
著
化
と
共
に
い
よ
い
よ
強
く
要
望
さ
れ
た
の 

で
あ
っ
た
。
農
業
は
同
一
の
資
本
の
'投
下
で
工
業
と
比
較
し
三
分
の
一
の
収
益 

.
し
力
も
た
ら
さ
な
い
。
資
本
制
に
運
営
さ
れ
て
な
お
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
家 

族
中
心
の
小
農
経
営y

な
っ
た
時
、
そ
の
能
率
が
い
よ
い
よ
低
下
す
る
こ
と
は 

明
白
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
業
を
そ
う
し
た
形
で
維
持
し
な
け
-\
尤 

な
ら
な
い
。
資
本
が
農
業
に
向
か
う
た
め
、
.い
よ
い
よis

家
財
政
の
支
出
が
拡 

大
す
る
理
由
で
あ
っ
た
。

n

if
e
業
は
国
家
の
介
入
を
ま
っ
て
生
命
を
復
活
す
る
。
こ
の
事
実
は
重
大 

な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

国
家
；が

農

地

を

抵

当

に

融

資

す

る
と
い
う
こ

と

か
 

ら
、
今
や
国
家
が
農
地
の
取
得
者
に
な
る
可
能
性
が

起
っ
た
。
.国
は
地
主
の
地 

位
に
立
っ
：た.
■事
.実
こ
れ
は
ど
こ
.で

も

み

ら

れ

た
。
ィ

ギ

リ

ス̂

一
 

八
，1
ニ
年 

に
小
農
地
法
を制
定
し
て
い
る
が
、
'実
に
こ
れ
は
、
か
か
る
^
情
を
背
景
と
し 

た
。
こ
の
法
律
はis

家
の
手
に
集
ま
った
農
地
を
い
か
に
運
営
す
る
か
を
狙
っ 

た
。
-融

資

活

動

を

通

じ

国

家

.
は

土

地

取

得

を

活

発

化

し

よ
う
と
さ
え
意
図
し 

ナ

国

家

は

組

織

的

に

土

地

取

得

.を

策

し

た

。
.問

題

は

こ

う

し

た

農

地

を

い

>

に
饔
す
る
か
だ
が
、
そ
の
場
合
ど

う
し
て小
農
地
、
従
っ
て
家
族
労
働
で
経 

営
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
っ

た

。

農
業
生
産
の
拡
大
と
い
う
視
点
か

吭一
(
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ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
国
家
資
本
}
投
入
し
、
大
規
模
経
営
に
踏
切
る
こ
と
が
肝 

惡
で
.あ
る

.

.

.
し
力
し
こ
れ
と
は
逆
に
'
独
.立
小
規
模
農
業
を
.普
及
さ
せ
よ
う
 ̂

い
う
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ィ
ギ
リ
.ス
は
資
本
主
義
経
営
を
徹
底
さ
せ
、
そ
の 

こ
と
で
農
業
を
考
え
た
。
従
っ
て
十
九
世
紀
末
以
来
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
な 

い
_
実
で
あ
っ
た
。
家
族
経
営
を
農
業
経
営
の
主
体
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、.農
業
と
.い
う
も
の
が
こ
.の
時
期
に
積
極
的
に
は
い 

か
な
^
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
暗
示
す
る
。
農
業
は
も
..は 

や
そ
こ
で
生
産
を
大
幅
に
引
上
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
生
産
の
場
で
は
な
い
。
も
ち 

ろ
ん
そ
う
し
た
課
題
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
農
業
は
家
疾
の
生
活
の 

場
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
。
生
活
の
場
と
し
て
そ
れ
は
安
全
で
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
国
家
は
非
常
な
犠
牲
の
上
に
か
か
る
場
の
設
定
を
考
え
た
。
国
家
財 

政
か
ら
の
支
出
が
続
く
。

こ
れ
を
背
景
に
今
や
農
業
で
そ
の
従
事
者
は
自
立 

し
た
。
自
立
者
と
し
て
彼
は
保
守
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
に
国
は
そ
れ
を
姐 

っ
た

。

保
守
的
な
露
囲
気
を
国
中
に
拡
大
す
る
こ
と
に
向
か
っ
て
政
府
は
政
策 

努
力
を
集
中
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
海
外
市
場
の
狭
隘
化
に
と
も
な
う
貿
易 

の
停
滞
の
な
か
で
工
業
規
模
の
縮
小
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
結
采
に
ほ
か
な
ら
な 

し

安
定
と
I
う
こ
と
.は
実
際
に
は
ま
た
停
滞
と
.い
..う
こ
と
で
も
■あ
？)
'
が
、
.こ
.
 

れ
が
資
本
に
と
っ
て
童
大
で
あ
っ
.た
。

資
本
は
こ
う
し
た
安
瓦
を
前
提
に
自
己 

保
全
を
考
ん
た
。
理
想
は
国
際
関
係
を
捨
象
し
て
の
工
業
の
維
持
で
あ
り
、
そ 

の
.た
め
の
農
業
封
込
め
で
あ
っ
た
。
農

.
エ
を
ニ
つ
な
が
ら
国
内
に
所
持
す
る 

時
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
態
は
今
世
紀
に
は
い
り
世
界
的
規
模 

で
拡
散
し
て
い
っ
た
。

九
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追
貿
易
の
問
題
に
関
連
し
、
経
済
史
で
い
か
な
る
理
解
が
な
さ
れ
て
来
た 

.か
。
本
稿
で
私
は
そ
れ
に
関
説
し
た
。
.そ
し
て
か
の
地
の
諸
学
者
の
概
説 

か
'ら
理
解
し
た
限
り
を
伝
え
'.て
み
た
。
経
済
史
で
工
業
化
の
過
程
を
追
究 

.
す
る
と
い
う
態
度
は
今
日
よ
う
や
く
一 
般
化
し
て
来
た
。
し
か
し
i
例
は 

先
進
ョ
ーa

ッ
パ
を
尺
度
と
す
る
伝
統
に
立
ち
、
後
^
!
性
を
摘
出
す
る
と 

う
形
で
問
題
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
工
場
制
を
め
ぐ
り
い
か
な
る
対
応 

.

.、が
み
ら
れ
た
か
、
経
済
史
で
こ
れ
こ
そ
が
間
題
で
あ
ろ
う
。
工
業
化
と
い 

.
う
時
、
，対
外
関
係
の
な
か
で
市
場
独
占
を
め
ざ
す
外
圧
の
下
に
あ
っ
た
。 

対
外
関
係
に
ど
う
対
処
す
，る
か
。

工
業
化

.に
踏
切
っ
た
諸
国
に
と
り
、
こ 

れ
は
離
れ
る
こ
と
の
な
い
問
題
と
な
っ
た
。
貿
易
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う 

が
、
本
稿
は
こ
れ
ほ
ど
の
問
題
に
対
す
.る
諸
国
の
対
応
を
、
経
済
史
の
知
.
 

識
の
な
か
で
展
望
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
農
政
を
関
税
問
題
と
関
連
さ 

'
せ
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
追
う
こ
と
を
考
え
.て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
理 

解
の
た
め
の
ノ 

—

の
積
り
で
.も
あ
っ
た
。

書

評

安

平

哲

ニ

著

右

『

米
ソ
経
済
成
長
の
比
較』 

丹
羽
春
喜
著

『

ソ
連
計
画
経
済
の
研
究』

加

藤

寛

• 

日
本
に
お
け
る
ソ
連
研
究
、
な
か
ん
ず
く
蟹
の
研
究
は
満
鉄
や
東
！ 

研
究
所
そ
の
他
軍
関
係
變
を
中
心
と
じ
て
、
世

界

一
流
の
水

準

に

あ
っ
た
。
 

極
來
シ
ベ
リ
ァ
.の
研
究
は
今
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
し 

地
理
的
密
接
さ
と
い
う
こ
と
と
、
日
本
防
衛
の
必
要
性
が
も
た
ら
し
た
も
の
で 

あ
ろ
う
。
し

か

し

濃

、
日
本
の
大
陸
•
樺
太
か
ら
の
後
退
は
、
資
料
の
喪
失

l

i

p

l l
l l
i l

で
し
ま
っ
た
。
 

'

こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
、
少
し
ず
つ
研
究
の
余
裕
を
と
り
戾
し
て
い
っ
た
ソ 

連
研
究
家
た
ち
は
、
多
く
の
資
料
制
約
等
の
困
難
と
關
か
い
な
、f

、

一
 

”

5
塚
を
築
い
て
い
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、「

社

会

主

謙
座」

全

六

卷(

昭 

1
二
十
一
年
、
豪
経
済
新
報
社)

で
あ
ろ
う
。
.こ
の
證

は
、
マ
ル
ク
ス
経
们 

学
の
立
場
に
立
っ
て
ソ
連
研
究
を
し
て
い
た
人
々
が
集
：ま
っ
て
、
t

f

角 

書

評

• 
< 

'
 

\ 

ノ
 

> 

i
s 男
.62
/
<干
だ
1:
戋

り

^
 

時
の
ソ
連
研
究
の
水
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

以
前
は
ど
ち
ら
か

と

い

え
文
、
 

戦
時
中
の
空
白
を
埋
め
る
の
が

中
心
で
あ

り

、
.

昭
和
ニ
：十
四

年

に

刊

I

れ
.
.
こ
 

ソ
9 

ト̂
研
究
-

• ■(

堀
江
邑一

.
山
之
内
一
郎
監
修
、

ナ
ゥ
力
社

)

が
そ
の
こ

6 

の
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
今
で
は
亡
き
広

島

定

真

な
ど

の

名

の

見
 

兄
る

の
が
な
つ
か
し
レ

こ

の
四
季
報
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
に
よ
っ
て

編
纂 

さ
れ
て
い
た
が
、当
時
響
重
人
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た「

社

会

主

義

に
お
け 

る
価
値
法
則
の
変
容」

が
話
題
を
提
供
し
て
.い
る
。

他
方
非
マ
ル
ク
ス
経
済
学 

者
の
伽
で
は
、
昭
和
二
十
七
年
、
養

健

三「

ソ
ヴ
エ
ト
S

経
済
論

」
(

社会

思
想
®
究
会)

が
西
欧
経
済
学
者
の
ソ
連
研
究
の
集
大
成
と
し
て
刊
行
さ
れ
て 

レ
る
。
 

.

し
か
し
こ
の
当
時
、
ソ
連
研
究
の
主
流
は
、
あ
く
ま
で
も
マ

ル

ク

ス

経

済

学

者
に
よ
る
ソ
連
研
究
で
あ
っ
て
、
そ
の
集
約
化
さ
れ
た
の
が
前
記「

講

座

」

に

結
実
し
て
，

>

た
の
で
あ
る
。
そ

の

意
味
で
は
、

ぅ
講
座」

ま
で
が
ソ
連
研
ル九
の 

終
戦
処
理
期
間
で
あ
っ
た
。
' 

I
ノ
の

.と
こ
ろ
が
'
昭
和
二
十
八
年
ス
タ
丨
リ
ン
の
死
と
と
も
に
ソ
連
の
経
済
お

よ

び

馨

学

笑

I

転
換
を
示
し
始
め
た
。
震

所

I

念
S

化

.
重
工
業 

優
先
論
の
屢
な
ど
、
そ
の
変
化
と
苦
®
は
、
岡

稳「

ソ
ビ
ヱ
ト
工
業
生
産
の

(

昭
和
三
十
三
年
、
岩
波
書
店)

の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
示
さ
れ
て
、
る
。
し

か
:
 

当
時
は
.な
お
、「

ス
タ
丨
リ
ン
論
文」

と
よ
ば
れ
る
考
え
方
が
強
く
支
配
し
、
苦 

M
し
な
が
ら
も
ソ
ビH

ト
の
.成
長
、I

い
て
い
た
か
ら
、
k

が
根
本
的
な
変 

ィ

に

•な

ろ

ぅ

と

は

考

え

ら

れ

て

い

な

^
っ
，•こ
•

九

三(

八

九

五

)


