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「
土
地
的
条
件

1
限
界
原
理
」

に
つ
い
て

-
1
1
東
井
正
美
教
授
の
「
農
産
物
価
格
論
考
(
副
題

l
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
)
」
に
よ
せ
て
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は
じ
め
に

束
井
正
美
教
授
は
「
農
産
物
価
格
論
考
!
1
1最
劣
等
地
の
生
産
価
格
1
1
L
(関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
二
五
巻
第
二
、
二
一
、
四
合
併
号
)

に
お
い
て
「
農
産
物
価
格
決
定
の
理
論
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
私
見
に
も
ふ
れ
ら
れ
、
次
の
二
点
に
つ
い
て

疑
問
と
反
論
を
提
示
さ
れ
た
。

そ
の
第
一
点
は
、

川
井
上
が
マ
ル
ク
ス
の
表
一
の
説
明
で
は
「
最
劣
等
地
の
資
本
と
い
え
ど
も
、

寸
土
地
的
条
件
l
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

そ
れ
は
社
会
的
・
標
準
的
生
産
条
件
の
平
均
資
本
の
投



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

下
が
前
提
さ
れ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
た
点
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
最
劣
等
地
に
お
け
る
生
産
価
格
は
「
価
値

と
等
し
い
も
の
」
と
み
な
す
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
第
二
点
は
、

川
井
上
は
「
資
本
的
条
件
H
平
均
原
理
」
「
土
地
的
条
件
H
限
界
原
理
」
と
の
べ
て
い
る
が
、

こ
の
「
士
地
的
条
件
リ
限
界
原
理
」
説

に
は
同
意
し
が
た
い
、

と
す
る
点
に
あ
る
。

い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
地
代
論
理
解
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
論
点
な
の
で
、
以
下
東
井
教
授
の
所
説
を
検
討
さ
せ
て
頂
こ
う
。

教
授
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
そ
の
論
旨
を
展
開
さ
れ
る
。

「
資
本
制
生
産
(
資
本
制
的
農
業
)
の
も
と
で
の
農
産
物
価
格
規
定
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。
農
産
物
価
格
規
定

に
つ
い
て
は
種
々
論
議
さ
れ
な
が
ら
も
、

い
ま
だ
に
マ
ル
ク
ス
の
農
産
物
価
格
決
定
の
論
理
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
の
農
産
物
価
格
決
定
の
論
理
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
は
や
は
り
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

本
桶
で
は
、
絶
対
地
代
を
見
す
え
な
が
ら
、
差
額
地
代
と
の
関
連
で
、
農
産
物
価
格
論
の
出
発
点
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
長
劣
等
地

の
農
産
物
の
生
産
価
格
決
定
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
ミ
と
に
し
よ
う
。
」

右
の
置
所
で
教
授
が
「
農
産
物
価
格
規
定
」
と
の
べ
ら
れ
て
け
る
の
は
、
最
劣
等
地
で
は
農
産
物
の
生
産
価
格
プ
ラ
ス
絶
対
地
代
、
優

(
一
三
二
二
ペ
ー
ジ
〉

等
地
で
は
、

さ
ら
に
差
額
地
代
部
分
を
含
む
農
産
物
価
値
(
こ
の
農
産
物
価
値
を
基
軸
と
し
て
農
産
物
価
が
規
制
さ
れ
る
)
の
大
き
さ
が
、

ど

の
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



さ
て
教
授
は
一
絶
対
地
代
を
見
す
え
な
が
ら
、
差
額
地
代
と
の
関
連
で
、

最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
決
定
の
論
理
を
明
ら

か
に
す
る
」
こ
と
を
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
教
授
の
問
題
意
識
は
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
右
の
問
題
意
識
に
立

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
拙
論
へ
の
さ
き
の
二
点
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

教
授
は
、
農
産
物
価
格
決
定
の
論
理
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
と
し
て
、

は
じ
め
に
次
の
指
摘
を
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
考
察
の
対
象
は
「
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
一
部
分
が
土
地
所
有
者
に
帰
属
す
る
か
ぎ
り
で
の
土
地
所

有
」

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

「
農
業
が
製
造
業
と
ま
っ
た
く
同
様
に
資
本
制
的
生
産
様
式
」

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、

と
り
わ
け

「
諸
資
本
の
自
由
な
競
争
、

一
生
産
部
面
か
ら
他
の
生
産
部
面
へ
の
諸
資
本
の
移
転
可
能
性
、
平
均
利
潤
の
同
等
な
高
さ
」
が
、

ま
た
農

業
不
の

「
一
二
分
割
制
(
近
代
的
土
地
所
有
者
、
農
業
資
本
家
、
賃
金
労
働
者
ど
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
『
資
本
論
』
で
の
地
代
論
理
解
に

あ
た
り
、
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
で
教
授
は
マ
ル
ク
ス
の
基
本
表
(
表
一
)
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
を
解
説
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。

「
一
般
に
、

農
産
物
の
市
場
価
値
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、

と
い
う
点
か
ら
考
察
が
は
じ
め
ら
れ
る
。

し

か
し
、
こ
れ
は
、
農
産
物
価
格
論
の
終
結
点
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
出
発
点
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、

土
地
所
有
が
農
産
物
の
市
場
価

格
を
そ
の
生
産
価
格
以
上
に
高
騰
さ
せ
て
絶
対
地
代
を
生
み
だ
す
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
は
じ
め
て
、
農
産
物
の
市
場
価
値
が
最
劣
等
地

の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、

と
結
論
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
農
産
物
の
市
場
価
値
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
い
な
い
。

マ
ル
ク

ス
は
、
差
額
地
代
論
の
段
階
|
1絶
対
地
代
の
捨
象
ー
ー
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
農
産
物
価

格
の
決
定
に
関
し
て
は
農
産
物
の
生
産
価
格
の
形
成
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。

こ
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
」
(
一
二
二
九
ベ
l

「
土
地
的
条
件
日
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て
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右
の
叙
述
に
は
問
題
が
残
る
。
と
い
う
の
は
、
東
井
教
授
の
右
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
絶
対
地
代
を
学
ん
だ
の
ち
、

は
じ
め
て
「
農
産
物

の
市
場
価
値
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
点
が
、

「
結
論
し
う
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
教
授
が
解
説
さ
れ
た
差
額
地
代
解
明
の
た
め
の
マ
ル
ク
ス
の
表
一
は
、
ま
だ
そ
こ
で
は
絶
対
地
代
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
に
も
拘

ら
ず
、

「
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
し
て
い
る
」
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
は
い
う
か
も
知
れ

な
い
。
表
一
で
は
「
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
生
産
価
格
を
規
定
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
個
別
的
価
値
と
市
場
価
値
」

の
関
係
で
は
な
い
、

と
。
し
か
し
、
表
一
で
は
ま
さ
に
「
個
別
的
価
値
日
個
別
的
生
産
価
格
」
、
「
市
場
価
値
H

市
場
生
産
価
格
」
と
い
う

条
件
の
も
と
で
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
そ
う
な
っ
て
い
る
か
。
説
明
の
鍵
は
、
表
一
で
は
、
各
等
級
地
に
工
業
の
平
均

資
本
が
投
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
ち
な
ら
ば
、

「
マ
ル
ク
ス
は
、
農
産
物
の
生
産
価
格
の
形
成
か
ら
は
じ
め
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
東
井

教
授
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
品
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
差
額
地
代
論
は
、
生
産
価
格
論
の
あ
と
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
農
産

物
の
個
別
的
生
産
価
格
と
市
場
生
産
価
格
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ル
ク
ス
が
、
差
額
地
代
論
で
、

L、

わ
ゆ
る
「
f

・
s
-
W
」
を
説
明
す
る
際
、

「
こ
れ
こ
そ
は
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
た
点
を
ど
う
理
解
す
べ
き

か
。
差
額
地
代
は
、
個
別
的
生
産
価
格
か
ら
市
場
生
産
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
は

ま
た
個
別
的
価
値
か
ら
市
場
価
値
が
成
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
説
明
で
も
あ
る
。
そ
し
て
絶
対
地
代
論
に
な
っ
て
、

さ
ら
に
、
こ

の
「
個
別
的
価
値
と
市
場
価
値
」
と
い
う
見
地
の
説
明
は
、

そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
個
別
的
価
値
と
市
場

価
値
」
の
内
容
は
、
差
額
地
代
論
段
階
で
の
そ
れ
よ
り
、

さ
ら
に
豊
富
化
さ
れ
、

よ
り
具
体
的
な
内
容
を
も
た
さ
れ
1

i

つ
ま
り
絶
対
地



代
部
分
の
参
加
が
さ
れ
|
|
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
絶
対
地
代
論
段
階
で
は
、
農
産
物
の
市
ト
場
価
格
を
規
制
す
る
も
の
は
、

(

1

)

 

代
イ
コ
ー
ル
農
産
物
の
価
値
と
い
う
と
こ
ろ
へ
再
び
立
ち
戻
る
か
ら
で
あ
る
。

生
産
価
格
で
は
な
く
、

生
産
価
格
プ
ラ
ス
絶
対
地

(注
1
〉
こ
の
い
白
川
に
つ
い
て
の
高
島
永
幹
教
授
の
説
明
を
仙
田
久
仁
男
氏
は
次
の
よ
う
に
間
引
用
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
法
則
の
解
釈
に
は
既
に
大
内
力

氏
、
り
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
矛
盾
を
必
ず
招
来
す
る
の
で
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

「
価
値
法
則
は
、
ゴ
一
一
一
日
に
し
て
い
え
ば
、
商
品
の
価
格
は
結
局
は
価
値
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
ま
た
、
そ
の
価
格
を
決
す
る
価
値
は
、
そ
の
商
品
の
生

産
に
社
会
的
伝
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
則
が
最
も
純
枠
な
か
た
ち
で
妥
当
す
る
の
は
、
歴

史
的
に
も
論
壇
的
に
も
単
純
商
品
生
産
の
社
会
で
あ
る
。
」
(
高
島
永
幹
「
絶
対
地
代
と
独
占
地
代
の
差
異
に
つ
い
て
」
『
茨
城
大
学
農
学
部
学
術
報

告
』
第
一

O
号
。
一
九
六
二
年
、
一

O
五
ペ
ー
ジ
)

「
川
早
純
商
品
生
産
の
社
会
が
発
展
の
結
果
、
資
本
制
商
品
生
産
の
社
会
に
移
行
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
も
は
や
単
純
商
品
生
産
の
社
会
に
妥
当
し
た

価
値
法
則
は
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
資
本
制
商
品
生
産
の
段
階
で
は
、
商
品
の
価
格
を
終
局
的
に
規
制
す
る

も
の
は
、
も
は
や
さ
き
の
価
値
法
則
で
は
な
く
て
生
産
価
格
の
法
則
と
な
る
。
し
か
し
、
商
品
生
産
体
制
の
歴
史
的
発
展
の
結
果
、
資
本
が
そ
の
独

自
の
範
鴎
と
し
て
確
交
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
化
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
作
用
す
る
生
産
価
格
の
法
則

改
じ
つ
は
価
値
法
則
の
特
殊
な
貫
徹
の
し
か
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ee--:
し
た
が
っ
て
、
生
産
価
格
の
法
則
が
一
般
的
に
作
用
す
る
資
本

制
商
品
生
産
の
段
階
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
用
の
貫
徹
が
恒
常
的
に
妨
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
生
産
価
格
の
法
則
は
背

景
に
退
い
て
、
ふ
た
た
び
も
と
の
価
値
法
則
が
表
面
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。
」
(
岡
上
一
。
六
ペ
ー
ジ
)

「
同
じ
土
地
生
産
部
門
に
お
い
て
、
差
額
地
代
と
な
ら
ん
で
、
あ
ら
た
に
別
琶
の
資
本
制
地
代
、
絶
対
地
代
が
生
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
差
額
地

代
だ
け
の
場
合
に
作
用
し
て
い
た
生
産
価
格
の
法
則
は
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
農
産
物
の
価
格
を
究
極
的
に
規

制
す
る
も
の
は
、
生
産
価
格
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
以
前
の
価
値
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
生
産
価
格
の
法
則
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
生
産
諸
部
門
間
の
資
本
の
自
由
な
競
争
と
移
動
を
前
提
と
し
、
価
値
が
生
産
価
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
が
、
し
か

し
、
い
ま
こ
の
資
本
の
自
由
な
競
争
と
移
動
に
対
し
て
、
土
地
所
有
が
一
つ
の
外
的
な
力
と
し
て
阻
害
要
因
と
な
り
、
価
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
形

を
妨
げ
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
価
格
を
究
極
的
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
生
産
価
格
の
法
財
は
そ
の
作
用
を
停
止
し
、
か
え
っ
て
こ
れ
ま
で
生
産
価

「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

五



「
土
地
的
条
件
目
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

」

ノ¥

格
の
法
則
の
背
後
に
ひ
そ
ん
で
い
た
価
値
法
則
が
、
ふ
た
た
び
価
格
の
究
極
的
規
制
要
因
た
る
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
ろ
か
ら
で
あ
る
。
ご
う

し
て
、
農
産
物
の
価
格
が
、
土
地
所
有
の
力
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
価
値
法
則
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
価
値
が
生
産
価
格
よ

り
大
き
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
そ
の
差
額
と
し
て
の
超
過
利
潤
を
発
生
し
て
、
こ
れ
が
絶
対
地
代
の
形
態
を
と
っ
て
、
土
地
所
有
者
の
手
に
移

さ
れ
て
ゆ
く
。
」
(
向
上
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
〉

右
の
高
島
教
授
の
一
昨
説
に
つ
い
て
、
仙
同
氏
は
「
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
価
値
法
則
の
解
釈
に
関
し
て
で

あ
る
。
ま
ず
そ
の
規
定
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
は
不
承
知
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
価
値
法
則
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
、
生
産
価

格
の
対
立
物
と
み
る
こ
と
は
、
既
に
大
内
氏
、
り
の
持
続
に
あ
る
よ
う
に
必
ず
矛
盾
を
招
来
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
う
て
い

E
避
で
き
る
と
は
思

わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
o

」
(
一
マ
ル
ク
ス
絶
対
地
代
論
の
展
開
方
法
」
島
根
大
学
『
経
済
科
学
論
集
』
創
刊
号
、
一
九
七
五
年
十
月
、
七
六
ペ
ー
ジ
)

し
か
し
私
は
高
島
永
幹
教
授
の
所
説
は
、
大
内
教
授
や
仙
田
氏
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
正
し
い
と
考
え
る
。

東
井
教
授
は
「
長
産
物
の
市
場
価
値
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
な
い
」
と
の
べ
た
の

ち、

「
マ
ル
ク
ス
は
最
劣
等
地
が
な
ん
ら
の
地
代
も
支
払
わ
な
い
と
い
う
前
提
」
か
ら
出
発
し
て
お
り
、

マ
ル
グ
ス
は
「
何
ら
の
地
代
も

生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
は
、

つ
ね
に
詞
整
的
市
場
価
格
で
あ
ろ
」
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
で
は
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
は
「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
U
調
整
的
市
場
価
格
」
を
出
発
点
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
教
授
の
見

解
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
ま
ず
第
一
に
。
農
産
物
も
、
他
の
商
品
?
と
.
同
じ
く
、
そ
の
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
な
い
で
、

一
般
的
利
潤
率
の
定
在
お
よ
び
そ
の
概
念

を
含
む
生
産
価
格
で
販
売
さ
れ
る
、

と
い
う
点
を
明
示
す
る
た
め
に
、
農
産
物
の
生
産
価
格
の
形
成
か
ら
出
発
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

占
川
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
生
産
価
格
の
|
|
お
よ
び
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
一
般
的
利
漏
率
の
|
|
定
在
お
よ
び
概
念
は
、
個
々
の
商
品
は
そ
の
価
値
ど
お
り
に

は
売
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
立
脚
す
る
。

生
産
価
格
は
商
品
価
値
の
均
等
化
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
均
等
化
と
い
う



の
は
、
相
異
な
る
生
産
諸
部
門
で
消
費
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
価
値
の
償
却
後
に
、
総
剰
余
価
値
を
分
配
'
1ー
と
い
っ
て
も
、
総
剰

余
価
値
が
個
々
の
生
産
部
門
で
生
み
だ
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
生
産
物
に
含
ま
れ
て
い
る
割
合
に
応
じ
て
で
は
な
く
、
投
下
資

本
の
大
い
さ
に
比
例
し
て
分
配
l
i
ー
す
る
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
の
み
、
平
均
利
潤
が
発
生
し
、

ま
た
、
こ
れ
を
特
徴
的
要
素
と
す

る
商
品
の
生
産
価
格
が
発
生
す
る
じ
競
争
を
通
し
て
、
総
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
分
配
に
お
け
る
こ
の
均
等
化
を

生
せ
し
め
る
こ
と
、

お
よ
び
、
こ
の
均
等
化
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
諸
資
本
の
た
え
ざ
る
傾
向
で
あ
る
』
(
同
国
∞
H
0
・

ぎ
由
・
長
谷
部
訳
本
、
ニ
豆
五
ペ
ー
ジ
。
向
坂
訳
本
、
九
六
三
ペ
ー
ジ
。
委
員
会
訳
本
、
九
七
七
ペ
ー
ジ
。
)

最
劣
等
地
の
農
産
物
が
、
そ
の
個
別
的
価
値
で
は
な
く
、
市
場
調
整
的
生
産
師
格
で
売
れ
る
と
い
う
こ
と
、

お
よ
び
優
等
地
の
農
産
物

も
そ
の
個
別
的
価
値
で
は
な
く
そ
の
市
場
調
整
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
と
い
う
ミ
と
を
ま
ず
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」

J

農
産
物
に
お
け

る
市
場
価
値
の
規
定
な
い
し
法
則
は
、
価
値
規
定
な
い
し
法
則
の
貫
徹
形
態
で
あ
る
』

〔
久
留
島
陽
三
『
地
代
論
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
七
二
年
)
九
八
ペ
ー
ジ
〕
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
久
留
島
陽
台
一
教
授
は
、
農
産
物
の
市
場
価

値
規
定
に
関
す
る
傍
証
と
し
て
引
用
さ
れ
た
つ
ぎ
の
章
句
は
注
目
に
価
す
る
コ
『
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「
地
代
論
に
お
け
る
眼
目
は
、

ろ
い
ろ
に
違
う
生
産
費
の
い
ろ
い
ろ
な
成
果
に
つ
い
て
価
格
が
平
均
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
代
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
市
場
価
絡
の
法
則
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
競
争
の
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」
。

(ζ
即日

1Em巴印
。
叩
出
血
ロ
戸
時
田
口
出
l

何回
t
p
一∞回ロ白戸

ω-HN∞
司
資
本
論
書
簡
』
川
、
八
一
ペ
ー
ジ
)
』
(
久
留
島
陽
三
、
前
掲
書
、
九
八
ペ
ー
ジ
)

C

第
二
に
。
地
代
を
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
物
の
生
産
価
格
が
そ
の
個
別
的
価
値
に
等
し
い
と
す
る
ま
ち
が
っ
た
前
提
か
ら
出
発
す

る
な
ら
ば
、
絶
対
地
代
を
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
点
に
関
し
て
、

『
剰
余
価
値
学
説
史
』

E
に
お

い
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

「
土
地
的
条
件
H

限
界
原
理
」
に
つ
い
て

七



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

『
最
後
に
〔
第
四
に
〕
リ
カ

l
ド
は
、
地
代
を
少
し
も
生
ま
な
い
土
地
で
は
生
産
物
の
価
格
は
そ
の
価
値
に
等
し
い
、

物
の
価
値
は
、
平
均
価
格
す
な
わ
ち
充
用
資
本
プ
ラ
ス
平
均
利
潤
に
等
し
い
か
ら
だ
、
と
仮
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
商
品
の

/¥ と
い
う
の
は
生
産

価
値
が
商
品
の
平
均
価
格
に
等
し
い
と
い
う
ま
ち
が
っ
た
仮
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ち
が
っ
た
前
提
が
く
つ
が
え
れ
ば
、

絶
対
地
代
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
農
産
物
の
価
値
は
、
他
の
全
商
品
の
う
ち
実
に
大
き
な
部
績
を
占
め
る
商
品
の

そ
れ
の
平
均
価
格
よ
り
も
高
く
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
他
の
商
品
の
ば
あ
い
と
違
い
、
土
地
所
有
の
結
呆
と
し

価
値
と
同
じ
よ
う
に
、

て
、
平
均
価
格
に
均
等
化
き
れ
ば
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
最
後
の
見
解
は
、
独
占
の
理
論
と
と
も
に
、
土
地
所
有
そ
の

も
の
が
地
代
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
リ
カ

l
ド
と
と
も
に
差
額
地
代
を
仮
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
最
後
に
、

そ
れ
は
、

絶
対
地
代
に
よ
っ
て
価
値
法
則
に
辻
ま
っ
た
く
破
た
ん
が
生
じ
な
い
こ
と
を
仮
定
す
る
も
の
で
あ

〔寸
Z
R
Z
P
同

-
H
E
L
S・
国
民
文
軍
(
大
島
・
持
永
訳
)
(
④
一
一
九
九

i
三

ο0ペ
ー
ジ
、
『
全
集
』
(
時
、
永
訳
)
第
二
六
巻
第
二
分
冊
、
二

O

八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
リ

農
崖
物
が
、
最
劣
等
地
た
る
と
優
位
J

地
た
る
と
を
問
わ
ず
、

一
般
的
生
産
価
碕
で
売
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り

で
は
『
諸
商
品
の
価
値
の
平
均
価
格
へ
の
資
本
制
的
均
等
化
』
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

土
地
所
有
が
こ
の
均
等
化
に
一

つ
の
抵
抗
を
示
し
て
、
農
産
物
は
、
そ
の
生
産
価
格
で
は
な
く
、
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
高
い
最
劣
等
地
で
の
そ
の
個
別
的
何
値
に
よ
っ

て
規
制
さ
れ
た
市
場
価
値
で
売
ら
れ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
情
で
あ
る
。

第
三
に
。
最
劣
等
地
の
農
産
物
た
る
と
優
等
地
の
農
産
物
た
る
と
を
問
わ
ず
、

一
般
的
生
産
価
格
で
販
売
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
規
定
も
、

土
地
所
有
の
捨
象
の
も
と
で
は
、

工
産
物
の
市
場
価
値
の
規
定
と
ま
っ
た

く
同
様
に
、
『
資
本
制
的
生
産
様
式
の
基
礎
上
で
、
競
争
を
媒
介
と
し
て
自
ら
を
貫
徹
す
る
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
で
あ
り
、
・
:
:
土
地
と



そ
の
豊
一
龍
度
の
差
等
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

必
然
性
を
む
っ
て
生
産
物
の
交
換
価
値
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
一
つ
の
社
会
的
行
為

1
1
社
会
的
に
意
識
さ
れ
ず
意
図
さ
れ
な
い
で
行
な
わ
れ
る
行
為
だ
と
は
い
え
ー
ー
で
あ
る
。
』
(
阿
国
立
行
可
ω
・
長
谷
部
訳
本
、
一
七
九
べ

-
ジ
。
向
坂
訳
本
、
八
二
二
ペ
ー
ジ
。
委
員
会
訳
本
、
八
五
一
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
三
コ
一
コ
一
ペ
ー
ジ
)

以
上
の
よ
う
に
教
授
は
三
点
に
わ
け
で
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
こ
の
三
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
の
点
か
ら
考
察
し
よ
う
。
教
授
法
「
農
産
物
も
、
他
の
商
品
と
同
じ
く
、

そ
の
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
な
い
で
、

一
般
的
利

潤
率
の
定
在
お
よ
び
そ
の
概
念
を
含
む
生
産
価
椅
で
販
売
さ
れ
る
、

と
い
う
点
を
明
示
す
る
た
め
に
、
農
産
物
の
生
産
価
桔
の
形
成
か
ら

出
発
し
た
」
と
い
わ
れ
る
が
、

『
資
本
論
』
の
段
階
で
は
そ
も
そ
も
「
農
産
物
は
生
産
価
格
で
売
ら
れ
る
」
こ
と
は
な
い
|
1
差
額
地
代

論
で
は
そ
う
仮
定
さ
れ
て
い
る
が

l
lの
だ
か
ら
、

そ
の
こ
と
を
「
明
示
す
る
」
必
要
が
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

「
農
産
物
が
生
産
価
格

で
主
冗
ら
れ
る
」
、

つ
ま
り

「
農
産
物
の
市
場
価
格
が
市
場
生
産
価
格
で
規
制
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
は
、
絶
対
地
代
が
消
滅
し
な
が
ら
、

農
産
物
が
資
本
制
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
生
ず
る
で
あ
ろ
う
ー
ー
ー
も
っ
と
も
こ
の
場
合
で
も
地
主
は
無
償
で
土
地
を

借
地
農
業
資
本
家
に
貸
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
こ
で
生
ず
る

「
借
地
料
」

の
問
題
が
発
生
し
よ
う
i
ー
が
、

マ
ル
ク
ス
の

『
資
本

論
』
段
階
で
は
、
そ
う
で
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

次
に
、
東
井
教
授
は
、
久
留
島
陽
三
教
授
を
引
用
さ
れ
て
、
最
劣
等
地
の
農
産
物
が
、

そ
の
個
別
的
価
姐
で
な
く
、
市
場
調
整
的
生
産

価
格
で
売
れ
る
こ
と
を
ま
ず
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
農
産
物
に
お
け
る
市
場
価
値
の
規
定
な
い
し
法
則
ほ
、
価
値
規
定
な
い
し
法

則
の
貫
徹
形
態
で
あ
る
」
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
、

と
い
わ
れ
る
が
、
前
者
は
異
種
部
門
間
の
競
争
|
↓
市
場
生
産
価
格
の

「
叫
地
的
条
件
1
限
界
原
理
一
に
つ
い
て

九



「
土
地
的
条
件
1
限
界
康
理
」
に
つ
い
て

。

成
立
、
後
者
は
同
一
生
産
部
門
内
の
競
争
|
↓
市
場
価
値
の
成
立
に
つ
い
て
な
の
で
、
こ
の
点
の
教
授
の
説
明
は
納
得
で
き
な
い
。

ま
た
久
留
品
教
被
の
引
用
ぎ
れ
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
競
争
の
法
則
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る
「
一
物
一
価
の
法
則
」
で
あ
っ
て
、
生
産
価
格

法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
や
、

そ
の
前
提
と
し
て
の
市
場
価
格
法
則
の
解
明
に
は
、
直
接
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
指

摘
は
、
「
一
物
一
価
の
法
則
」
の
背
後
に
あ
る
本
質
(
価
値
)
と
現
象
ハ
価
格
)
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

そ
し
て
、

そ
れ
が
表
面
的
に
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
競
争
の
法
則
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
農
産
物
に
つ
い
て
は
、
地
代
(
そ
こ
で
は
差
額
地
代
を
指
す
〉
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る

こ
と
、
こ
れ
が
差
額
地
代
論
の
眼
目
で
あ
る
、

と
い
う
怠
昧
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
他
方
か
ら
考
え
る
と
、
東
井
教
授
が
、
最
劣
等
地
お
よ
び
優
等
地
の
農
産
物
が
そ
の
個
別
的
価
値
U
市
場
価
値
で
な
く
、
市

場
調
整
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
価
値
の
規
定
な
い
し
法
則
が
明
示
さ
れ
る
、
と
の
べ
て

い
る
こ
と
の
な
か
に
は
、
当
然
市
場
価
値
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
も
合
ん
で
い
る
|
|
同
一
生
産
部
門
に
お
け
る
個
別
的
生
産
価
格

か
わ
市
場
生
産
価
格
の
成
立
は
、
個
別
的
価
値
か
ら
市
場
価
値
成
立
の
生
産
価
格
段
階
で
の
貫
徹
で
あ
る

l
ー
か
ら
、

そ
れ
自
体
誤
り
で

は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
最
劣
等
地
お
よ
び
優
等
地
の
農
産
物
価
格
が
回
転
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
1
1
4
こ
の
よ

う
な
事
態
は
マ
ル
ク
ス
の
絶
対
地
代
論
段
階
に
お
い
て
は
号
つ
で
あ
る

i
iと
し
て
も
、
市
場
価
値
の
法
則
は
や
は
り
貫
徹
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

市
場
価
値
の
法
則
は
、
同
一
生
産
部
門
内
の
競
争
に
よ
っ
て
、

そ
の
個
別
的
価
値
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
箇
同
一
の
市
場

価
値
が
生
み
出
さ
れ
る
乙
と
1
i
こ
れ
に
対
し
、
生
産
価
格
の
法
則
は
異
種
生
産
部
門
聞
の
競
争
に
よ
っ
て
生
崖
価
格
が
生
み
出
さ
れ
る

」と
i

ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
市
場
価
値
の
規
定
は
、
差
額
地
代
論
の
段
階
で
、

最
劣
等
地
の
農
産
物
の
個
別
的
生
産
価
格
(
こ
れ
は
同
時

に
個
別
的
価
値
で
あ
ろ
)

に
よ
っ
て
市
場
生
産
科
格
(
こ
れ
は
同
時
に
市
場
価
値
で
あ
る
)
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
貫
徹
さ
れ
て



い
る
と
同
時
に
、

絶
対
地
代
論
段
階
で
も
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
個
別
的
価
値
(
と
い
う
の
は
マ
ル
ク
ス
の
数
字
に
よ
る
と

ω
C
」
八
山
町
，
蹄
サ
十

N
0
4出
向
鴨
州
勢

+
H
C
」

N
Sさ
議
+
H
O
爺
洋
経

3
1
3

つ
ま
り
生
産
価
格
六
O
プ
ラ
ス
絶
対
地
代
一

O〉

が
市
場
価
値
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
の
な
か

に
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
現
実
で
は
最
劣
等
地
で
は
「
資
本
的
・
経
営
的
条
件
」
の
相
異
に
よ
っ
て
、
異
な

る
個
別
的
価
値
を
も
っ
農
産
物
が
生
産
さ
れ
る
の
だ
が
、

マ
ル
ク
ス
は
、
差
額
地
代
論
段
階
で
は
ち
の
+
呂
〈
と
い
う
工
業
で
の
平
均
資

本
を
、
絶
対
地
代
論
段
階
で
は
谷
口
+
N
O
〈
と
い
う
農
業
で
の
平
均
資
本
の
投
下
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
最
劣

等
地
の
個
別
的
価
値
U
市
場
価
値
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
、

つ
ま
り
市
場
価
値
法
則
の
貫
徹
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
差
額
地
代
論
段
階
で
の
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
は
個
別
的
生
産
価
格
と
一
致
し
、

そ
れ
は
ま
た
市
場
価
値
で
あ
る
と

同
時
に
市
場
生
産
価
格
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
表
一
を
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。

次
に
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
「
地
代
を
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
が
そ
の
個
別
的
価
値
に
等
し
い
と
す
る
ま
ち
が
っ

た
前
提
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
絶
対
地
代
を
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」
と
教
授
が
い
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
も

第
一
の
点
と
重
複
す
る
が
、
少
し
く
解
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

マ
ル
グ
ス
は
、
差
額
地
代
論
段
階
で
は
工
業
の
平
均
資
本

(
ち
の
十
回
。
〈
)
が
投
下
さ
れ
て
い
る
、

と
前
提
し
て
い
る
の
で
、
当
然
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
は
市
場
価
値
で
あ
り
、

さ
ら
に
市
場
生

産
価
格
で
も
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
価
値
の
大
き
さ
を
等
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
こ
の
場
合
の
個
別
的
価
値
は
六
0
シ
リ
ン
グ
で

あ
り
、
市
場
価
値
も
六
0
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
市
場
生
産
価
格
も
六
0
シ
リ
ン
グ
な
の
で
あ
る
)
。

た
だ
絶
対
地
代
論
段
階
に
お
い
て
始
め
て
、
最

劣
等
地
の
生
産
物
の
生
産
価
格
(
六
0
シ
リ
ン
グ
)
に
対
し
て
、

そ
の
個
別
的
価
値
が
七

0
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
に
差
が

「
土
地
的
条
件
目
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



づ
土
地
的
条
件
リ
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

生
じ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
絶
対
地
代
論
段
階
の
規
定
が
完
成
さ
れ
た
正
し
い
規
定
で
あ
り
、
現
実
に
一
致
す
る
。
そ
し
て
じ

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
の
ほ
別
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
が
、
リ
カ

i
ド
の
誤
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
マ
ル
ク
ス
が
差
額
地
代
論
で
は
、
農
業
に
も
工
業
の
平
均
資
本
が
投
下
さ
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
絶
対
地
代
論
段
階

で
始
め
て
、
農
業
の
平
均
資
本
が
投
下
さ
れ
た
と
い
う
、
現
実
に
近
づ
い
た
想
定
に
立
っ
た
こ
と
の
意
味
の
重
要
さ
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス

『
資
本
論
』
の
叙
述
の
上
向
的
性
格
の
把
握
を
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

四

第
三
の
点
、
す
な
わ
ち
、
最
劣
等
地
の
農
産
物
た
る
と
優
等
地
の
農
産
物
た
る
と
を
問
わ
ず
、

一
般
的
生
産
価
格
で
販
売
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
規
定
も
、

土
地
所
有
の
捨
象
の
も
と
で
は
、

工
産
物
の
市
場
価
値

の
規
定
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
-
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
絶
対
地
代
論

段
階
で
も
、
最
劣
等
地
の
農
産
物
た
る
と
優
等
地
の
農
産
物
た
る
と
を
問
わ
ず
市
場
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
市
場
価
格
で
販
売
さ
れ

る
と
し
て
も
、
農
・
工
聞
の
差
異
に
も
か
か
わ
、
り
す
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
絶
対
地
代
を
捨
象
し
た
段
階
で
、
市
場
価
値
法
則
の
貫
徹
が
あ
る
こ
と
は
、

マ
ル
グ
ス
の
い
う
通
り
で
あ
る
が
、
絶
対
地
代
論
段

階
も
こ
の
市
場
価
値
の
規
定
が
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

な
ぜ
「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
H
調
整
的
市
場
価
格
」
を
出
発
点
と
し
た
か
、

と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、

ー守

ノレ

ク
ス
の
差
額
地
代
論
段
階
の
叙
述
に
お
い
て
は
、

必
然
的
に
、
そ
れ
以
前
の
理
論
の
発
展
と
し
て
、

そ
う
な
ら
さ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
差
額
地
代
論
段
階
で
は
最
劣
等
地
は
相
対
的
に
豊
度
ゼ
ロ

|
i差
額
地
代
で
問
題
と
な
る
の
は
絶
対
的
豊



度
で
は
な
く
栢
対
的
豊
度
の
み
で
あ
る
ー
ー
で
あ
り
、

し
か
も
そ
こ
に
工
業
の
平
均
資
本
投
下
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
額
地

代
の
本
質
が
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格

J
調
整
的
市
場
価
格
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
が
存
在
す

る
の
で
あ
る

(
そ
し
て
あ
と
で
再
論
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
を
私
は
「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
)
。

五

東
井
教
授
は
次
に
「
工
業
利
潤
に
よ
る
農
業
利
潤
の
規
定
」
を
と
り
あ
げ
、

「
地
代
を
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
は
、

つ
ね
に

調
整
的
市
場
価
格
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
考
察
に
移
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
命
題
は
、
絶
対
地
代
論
段
階
で
は
「
差
額
地
代
を
生
ま

な
い
最
劣
等
地
の
市
場
価
値
は
、

つ
ね
に
調
整
的
市
場
価
格
で
あ
る
」
と
な
る
べ
き
命
題
で
あ
る
。

教
授
は
右
の
問
題
の
解
明
の
糸
口
と
し
て
「
農
業
利
潤
は
工
業
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ろ
」
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う

に
の
べ
ら
れ
る
。

「
こ
の
点
に
つ
い
て
最
初
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
新
沢
嘉
芽
統
一
民
で
あ
る
。

新
沢
氏
は
、

マ
ル
ク
ス
の
口
資
本
論
』
第
三
部
第
六
嘉

第
三
九
章
「
差
額
地
代
の
第
一
形
態
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
文
章
を
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、

『
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

一
般
的
利
潤
率

は
す
べ
て
の
生
産
部
面
に
お
け
る
剰
余
価
値
に
よ
っ
て
均
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
農
業
利
潤
が
工

業
利
潤
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
段
で
』
(
同
国
叶
O
T
g叶
・
長
谷
部
訳
本
、

一
七
三
ぺ

ー
ジ
。
向
坂
訳
本
、
八
二
三
ペ
ー
ジ
。
委
員
会
訳
本
、
八
四
四
ペ
ー
ジ
)
。

新
沢
氏
は
、
こ
の
文
章
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

と
自
問
し
て
つ
、
ぎ

の
よ
う
に
一
言
わ
れ
る
、

『
こ
の
文
章
は
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
は
産
莱
諸
部
門
に
お
い
て
独
自
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
が
農
業
の
利
潤

率
を
も
規
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
』
〔
新
沢
嘉
芽
統
『
農
業
剰
余
価
値
形
態
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
四
年
)
一

「
土
地
的
条
件
日
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



「
土
地
的
条
件
日
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

四

0
ペ
ー
ジ
〕
。
こ
の
着
服
は
鋭
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
『
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
段
で
。
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
後
段
』
と
は
と
の
か
所
を
さ
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
資

本
論
』
で
は
第
三
部
第
六
篇
第
四
七
章
「
資
本
制
地
代
の
発
生
史
」
の
な
か
で
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
に
止
ま
る
。

『
平
均
利
潤
は
、

ま
た
、
平
均
利
潤
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
生
産
価
格
は
、
農
村
の
諸
関
係
の
外
部
で
、
都
市
商
業
お
よ
び
製
造
業
の

圏
内
で
形
成
さ
れ
る
。
地
代
支
払
義
務
を
お
う
農
民
の
利
潤
は
、
利
潤
の
均
等
化
に
は
参
加
し
な
い
。

と
い
う
の
は
、
土
地
所
有
に
た

い
す
る
農
民
の
関
係
は
資
本
制
的
関
係
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
』
(
開
園
∞
足
一
∞

g
i
?
長
谷
部
訳
本
、
二
八
六
ペ
ー
ジ
、
向
坂
訳
本
、

、

0
0
0
ペ
ー
ジ
。
委
員
会
訳
本
、

一、

O
二
六
ペ
ー
ジ
)
。

ま
た
、
第
六
篇
第
四
四
章
「
差
額
地
代
は
最
劣
等
耕
作
地
で
も
生
ず
る
」
に
お
い
て
、

『
非
農
菜
的
生
産
部
門
に
お
け
る
利
潤
率
、

と

い
っ
て
も
農
業
利
潤
を
調
整
す
る
利
潤
率
が
、

云
々
』
(
阿
川
園
叶
∞
由
一
戸
由
・
長
谷
部
訳
本
、
二
三
九
ペ
ー
ジ
。
向
坂
訳
本
、
九
二
八
ペ
ー
ジ
。
委
員

会
訳
本
、
九
五
二
ペ
ー
ジ
。
傍
点
は
東
井
)
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
う
る
。
」
(
三
三
四
五
ペ
ー
ジ
)

『
剰
余
価
値
学
説
史
』

E
か
ら
の
引
用
を
さ
れ
、

(
2〉

歴
史
的
に
も
「
農
業
利
潤
は
工
業
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
点
を
明
快
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
東
井
教
授
は
、

」
の
点
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
叙
述
と
し
て

理
論
的
に
も

(

2

)

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
仙
田
久
仁
男
氏
は
、
「
資
本
所
有
と
土
地
所
有
(
近
代
的
土
地
所
有
)
と
の
間
に
は
剰
余
価
値
の
取
得
に
さ
い
し
て
先

後
関
係
が
存
在
す
る
」
(
「
マ
ル
ク
ス
絶
対
地
代
論
の
展
開
方
法
」
、
島
根
大
学
『
経
済
科
学
論
集
』
創
刊
号
、
五
三
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス

の
次
の
文
章
を
引
用
し
、
以
下
の
よ
う
な
積
極
的
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

「
資
本
主
義
的
生
産
の
立
場
か
ら
は
、
資
本
所
有
が
事
実
上
『
本
源
的
な
も
の
』
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義

的
生
産
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
所
有
種
類
と
し
て
、
ま
た
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
要
因
お
よ
び
機
能
者
と
し
て
、
立
ち
現
わ
れ
る
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
所
有
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
土
地
所
有
は
派
生
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
上
近
代
的
土
地



所
有
と
い
う
の
は
封
建
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
へ
の
資
本
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
近

代
的
土
地
所
有
と
し
て
の
そ
の
形
態
で
は
、
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
生
産
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
(
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
、
大
内

・
細
川
監
沢
司
マ
ル
・
エ
ン
全
集
』
、
第
二
六
巻
E
一
九
三
|
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
原
文
)

右
の
文
章
か
ら
仙
田
氏
は
、
「
と
も
に
剰
余
価
値
の
取
得
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
的
に
同
じ
に
み
え
て
も
、
こ
の
生
産
に
お
い
て
二

つ
が
も
っ
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
資
本
所
有
は
資
本
制
生
産
の
基
礎
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
土
地
所
有
は
正
反
対
に
資
本
制
生

産
に
と
っ
て
は
賢
物
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
は
剰
余
価
値
を
自
ら
生
産
す
る
の
に
、
他
方
は
こ
こ
で
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
直
接
的
生
産
者
か
ら
何
ら

の
剰
余
労
働
も
く
み
だ
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
剰
余
価
値
の
取
得
に
は
資
本
所
有
が
優
先
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く

当
然
の
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
よ
う
。
け
だ
し
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
生
産
の
存
続
の
必
須
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
土
地
所
有
は
わ
ず
か

に
資
本
に
対
立
し
て
資
本
の
取
得
分
を
こ
え
る
部
分
を
二
次
的
に
ひ
き
だ
す
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
」
(
前
掲
誌
、
五
四
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
点
を
強
調

し
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
の
こ
と
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
実
現
さ
れ
た
農
産
物
価
格
か
ら
最
初
に
控
除
さ
れ
る
の
は
、
費
用
価
格
分
を
除
け
ば
、
借
地
農
業

資
本
家
の
取
得
す
る
平
均
利
潤
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
の
残
余
が
地
代
に
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
農
産
物
価
格
の
高
さ
の
い
か

ん
に
か
か
わ
ら
ず
つ
ら
ぬ
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
場
合
で
も
地
代
が
先
取
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
も
し
逆
の
こ
と
が
お
こ
っ
て
平

均
利
潤
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
反
対
に
そ
こ
で
の
土
地
所
有
は
も
は
や
い
か
な
る
地
代
に
も
あ
ず
か
り
え
な
い
こ
と
を
覚
悟
せ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
同
上
、
ゴ
チ
井
上
)

こ
こ
で
仙
田
氏
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
し
、
正
当
な
解
釈
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
ど
ん
な
場
合
で
も
」
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

三
分
制
農
業
の
も
と
で
、
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
労
働
力
の
価
値
を
、
借
地
農
業
資
本
家
は
平
均
利
潤
を
、
地
主
は
地
代
(
絶
対
地
代
と
優
等
地

で
は
さ
ら
に
差
額
地
代
)
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
則
的
に
、
傾
向
的
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
理
論
的
な
説
明
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
資
本
と
労
働
力
の
自
由
移
動
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
地
主
と
資
本
家
と
労
働
者
の
力
関
係
も
、
い
わ
ば
対
等
で
あ
る
。
地
主
は
、
地
代

が
入
手
で
き
、
労
働
者
は
、
労
働
力
の
価
値
通
り
の
賃
金
が
入
手
で
き
、
資
本
家
は
平
均
利
潤
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
者
の

力
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
の
べ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
の
も
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
仙
回

氏
は
「
ど
ん
な
場
合
で
も
」
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
『
資
本
論
』
の
次
元
で
は
、
と
い
う
限
定
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
仙
田
氏
の

「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

五



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

一六

よ
く
御
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
資
本
制
社
会
に
お
け
る
主
役
は
「
資
本
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
資
本
家
と
労
働
力
の
所
有
者
と
土
地
の
所
有
者
の
力
関
係
が
対
等
だ
と

い
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
、
資
本
家
が
、
労
働
者
か
ら
労
働
力
を
購
買
す
る
と
き
、
労
働
力
の
価
値
以
下
で
は
購
買
で
き
な
い
し
、
地
主
に
地
代
を

支
払
わ
、
す
し
て
、
そ
の
土
地
を
借
入
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
対
等
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
前
提
し
て
い
た
の

は
、
こ
う
い
う
条
件
で
あ
っ
て
、
資
本
所
右
と
土
地
所
有
と
の
間
に
剰
余
価
値
の
取
得
関
係
で
前
後
関
係
が
あ
る
と
仙
田
氏
が
の
べ
て
い
る
場
合
で

も
、
資
本
が
利
潤
を
入
手
し
、
そ
の
残
り
を
地
主
が
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
地
主
が
、
絶
対
地
代
や
差
額
地
代
を
入
手
で
き
な
け
れ

ば
土
地
を
貸
さ
な
い
と
し
た
ら
、
農
産
物
は
不
足
を
き
た
し
、
価
格
は
上
昇
し
、
そ
れ
ま
で
の
借
地
農
業
資
本
家
と
地
主
が
有
利
と
な
ろ
う
が
、
資

本
家
も
、
工
業
へ
資
本
を
投
下
し
た
場
合
と
同
様
に
、
利
潤
が
、
そ
れ
も
結
果
的
に
は
平
均
利
潤
が
入
手
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
農
業
へ
、

地
主
に
地
代
を
払
っ
て
資
本
を
投
下
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
資
本
が
土
地
所
有
と
く
ら
べ
て
特
別
に
有
利
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
労
働
者
も
、
労
働
力
の
価
値
を
農
業
資
本
家
が
支
払
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
他
の
方
面
に
そ
の
労
働
力
を
購
買
し
、
労
働
力
の
価
値
の
支

払
い
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
状
態
が
『
資
本
論
』
段
階
で
の
前
提
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
も
、
資
本
が
特
別
に
有
利
な
立
場
に
立
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

『
資
本
論
』
は
近
代
社
会
を
形
成
す
る
資
本
家
と
地
主
と
賃
金
労
働
者
と
い
う
三
つ
の
階
級
の
所
得
の
源
泉
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
す
べ
て
労

働
力
の
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
法
則
と
し
て
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
が
「
地
代
は
資
本
な
し
に
理
解
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
が
資
本
の
ほ
う
は
地
代
な
し
で
も
理
解
で
き
る
」
と
の
べ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
資
本
が
地
代
を
支
払
わ
ず
し
て
、
農
業
を
経
営
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
地
代
の
額
を
け
ず
っ
て
、
利
潤
を
増
大
さ
せ
る
特
別
な
力
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
地
代
論
以
前
で
、
平
均
利
潤
と
、
こ
の
平
均
利
潤
以
ょ
の
工
業
独
自
の
超
過
利
潤
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
農
業
独
自
の
超
過
利
潤
で
あ
る
差
額
地
代
を
説
明
し
、
そ
の
次
に
価
値
と
生
産
価
格
の
差
額
と
し
て
絶
対
地
代
の
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
の

際
の
全
困
難
は
、
工
業
に
投
下
さ
れ
た
資
本
が
全
剰
余
価
値
を
分
配
し
終
り
、
農
業
で
も
資
本
が
平
均
利
潤
を
入
手
し
て
し
ま
う
場
合
、
地
代
と
な

る
べ
き
剰
余
価
値
は
ど
の
よ
う
に
し
て
平
均
利
潤
の
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
な
く
、
地
主
の
手
に
は
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

差
額
地
代
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
表
一
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
一
一
四

0
シ
リ
ン
グ
が
投
下
さ
れ
た
の
に
六

0
0
シ
リ
ン
グ
の
市
場
価
値
が
生
じ
、

三
六

0
シ
リ
ン
グ
の
差
額
地
代
が
地
主
の
手
に
は
い
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
市
場
価
値
は
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
で
あ
り
、



そ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
は
価
値
で
は
な
い
、
と
い
う
解
釈
ま
で
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
絶
対
地
代
に
つ
い
て
も
、
独
占
地
代
そ
の
も
の
と
の
混
同
を
生
み
出
し
、
そ
の
価
値
的
基
礎
の
理
解
を
不
明
に
す
る
理
論
を
つ
く
り
だ
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
難
問
を
法
則
的
に
マ
ル
ク
ス
は
解
明
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
寄
生
的
存
在
た
る
土
地
所
有
が
行
使
し
う
る
や
っ
と
の
権
利

は
、
た
だ
土
地
を
無
償
で
資
本
家
に
貸
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
ハ
仙
回
、
前
掲
誌
、
六
五
四
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
結
論
は
、
こ
の
点
か

ら
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
瑳
解
と
し
て
は
問
題
で
あ
る
。

プミ

次
で
東
井
教
授
は
「
落
流
の
例
」
に
よ
っ
て
生
し
佳
価
格
の
形
成
に
つ
い
て
の
説
明
会
}
与
え
ら
れ
た
の
ち
、

「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
は

調
整
的
市
場
価
格
」
と
い
、
7
小
見
出
し
の
も
と
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。

「
『
何
ら
の
地
代
を
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
は
、
つ
ね
に
調
整
的
市
場
価
格
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

と
く
に
、

そ
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

こ
の
点
の
解
明
の
手
が
か
り
と
し
て
、
新
沢
嘉
芽
統
教
授
の
所
説
を
開
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
社
会
全
体
に
わ
た
る
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
個
々
の
生
産
部
門
に
各
独
立
に
市
場
価
値
、

し
た
が
っ
て

独
自
の
利
潤
率
が
形
成
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
ら
の
生
産
部
門
聞
に
競
争
に
な
ん
ら
偏
僑
を
与
え
る
条
件
が
な
く
、
完
全
に

自
由
に
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
間
に
ま
た
一
の
平
均
的
な
利
潤
率
、
す
な
わ
ち
一
般
的
利
潤
率
を
形
成
せ
し
む
る
に
い
た
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
る
に
農
業
部
門
に
お
い
て
は
土
地
の
制
限
的
性
質
の
ゆ
え
に
競
争
は
一
定
の
偏
傍
を
受
け
、
最
劣
等
地
の
生
産
物
の
価

値
が
市
場
調
整
的
と
な
る
か
ら
、
こ
の
法
則
も
ま
た
一
つ
の
傭
侍
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
資
本
の
有
機
的
構
成
を
お
い
て

「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

七



「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

)¥ 

問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

つ
ま
り
絶
対
地
代
の
成
立
条
件
を
無
視
す
れ
ば
、
最
劣
等
地
生
産
物
の
利
潤
が
他
の
産
業
諸
部
門
の
平
均
利
潤

と
相
等
し
い
と
い
う
形
態
、
す
な
わ
ち
他
の
産
業
諸
部
門
に
独
自
的
に
成
立
せ
る
平
均
利
潤
率
は
、

一
般
的
利
潤
率
と
し
て
農
業
部
門

を
も
支
配
す
る
と
い
う
形
態
で
現
れ
る
。

か
く
の
ご
と
く
問
題
の
理
解
は
、

一
に
各
部
門
に
お
け
る
資
本
の
競
争
条
件
の
分
析
吟
味
に
か
か
っ
て
い
る
。
平
均
的
に
利
潤
率
を

形
成
せ
し
め
な
い
と
こ
ろ
の
農
業
部
門
の
剰
余
価
値
が
、

一
般
的
利
潤
率
の
形
成
に
関
与
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は

明
白
に
の
べ
る
。
農
業
部
門
は
平
均
利
潤
率
を
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
う
け
と
る
。
競
争
条
件
の
特
殊
性
の
必
然
性
の

ゆ
え
に
し
か
る
の
で
あ
る
』
(
新
沢
嘉
芽
続
、
前
掲
書
、
二
六

l
七
ペ
ー
ジ
)
。

こ
の
よ
う
に
、

『
農
業
部
門
に
お
い
て
は
土
地
の
制
限
的
性
質
の
ゆ
え
に
競
争
は
一
定
の
偏
傍
を
受
け
、
最
劣
等
地
の
生
産
物
の
価
値

が
市
場
調
整
的
と
な
る
』
と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。

し
か
し
、

土
地
の
制
限
的
性
質
は
農
・
工
異
部
門
間
で
の
資
本
家
聞
の
自
由
競
争
を
決

し
て
排
除
し
な
い
。
こ
の
点
は
、
井
上
周
八
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
工
業
と
同
様
農
業
で
も
、

土
地
所
有
の
形
態
の
い
か

ん
に
か
か
わ
り
な
く
資
本
投
下
の
自
由
が
存
在
し
、

ま
た
労
働
力
の
自
由
移
動
が
行
な
わ
れ
る
以
上
、
最
劣
等
地
の
投
下
資
本
が
平
均
利

潤
を
入
手
し
う
る
よ
う
な
、

し
た
が
っ
て
最
劣
等
地
の
土
地
生
産
物
の
個
別
的
生
産
価
格
が
市
場
生
産
価
格
を
規
定
す
る
よ
う
な
需
要
供

給
聞
の
比
率
が
、

資
本
制
生
産
様
式
の
基
礎
上
で
の
競
争
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
に
至
る
の
で
あ
る
』
〔
井
上
周
八
『
地
代
の
理
論
』
(
理
論

社
二
九
六
三
年
〉
一
六
九
ペ
ー
ジ
〕
。
井
上
教
授
は
、
こ
の
論
証
を
裏
付
け
る
た
め
に
、

レ
I
ニ
ン
の
以
下
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

『
土
地
の
有
限
性
と
い
う
事
実
か
ら
(
土
地
の
私
有
に
か
か
わ
り
な
く
)
論
理
的
に
で
て
く
る
こ
と
は
、

土
地
全
体
が
資
本
家
た
る
農
業
企

業
家
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
農
業
企
業
家
聞
の
競
争
の
自
由
の
ど
ん
な
制
限
の
必

要
性
も
け
っ
し
て
で
て
こ
な
い
』

Q
レ
l
ニ
ン
全
集
』
第
五
巻
二
五
ペ
ー
ジ
)
。
『
現
在
あ
ら
ゆ
る
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る



資
本
所
有
者
は
、
こ
の
資
本
を
、
商
業
あ
る
い
は
工
業
の
任
意
の
部
門
に
投
下
す
る
の
と
同
様
に
容
易
に
、

あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
同
様

に
容
易
に
、
農
業
に
投
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(
土
地
の
買
入
れ
、
ま
た
は
借
地
に
よ
っ
て
)
』
(
向
上
一
二
ハ
ベ

i
ジ〉。

そ
し
て
、
井
上
周
八
教
授
は
、
久
留
島
陽
三
教
授
の
つ
ぎ
の
所
説
を
当
然
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
〔
井
上
周
八
「
差
額
地
代
の
価
値
的
基
礎
に

つ
い
て
i

|
久
留
島
陽
三
教
授
の
著
書
『
地
代
論
研
究
』
に
よ
せ
て
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
一
一
八
巻
第
一
号
、
一
七
ペ
ー
ジ
〉
〕
。
す
な
わ
ち
、
司
上

原
氏
が
、
「
農
業
部
門
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
生
産
条
件
と
し
て
の
土
地
の
有
限
性
と
そ
の
経
営
的
独
自
の
た
め
に
、
資
本
間
の
自
由

競
争
が
阻
止
さ
れ
て
、
生
産
物
は
平
均
的
な
土
地
条
件
の
下
で
の
個
別
的
生
産
価
格
で
な
く
、
最
劣
等
地
で
の
生
産
物
の
そ
れ
が
市
場
価

櫨
と
な
る
」
(
傍
点
は
久
留
島
)
ハ
川
上
正
道
・
上
原
信
博
『
農
業
政
策
』
、
有
斐
閣
、

一
九
六
七
年
、
九
l
一
0
ペ
ー
ジ
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

」
れ
は
、

競
争
を
媒
介
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
市
場
価
値
規
定
に
つ
い
て
誤
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
』
〔
久
留
島
陽
一
二
、
『
地
代
論
研
究
』
(
、
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
一
房
一
、
一
九
七
三
年
)
九
八
ペ
ー
ジ
〉
。
こ
の
見
解
は
正
し
い
。
」
(
三
面
二
四
ペ
ー
ジ
)

そ
し
て
、

「
で
は
な
ぜ
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
が
調
整
的
市
場
価
格
な
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
の
根
拠
は
何
か
?
」
と
し
て

東
井
教
授
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
い
ま
穀
物
に
た
い
し
て
追
加
需
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
追
加
的
供
給
を
必
要
と
し
、

し
た
が
っ
て
最
劣
等
地
A
の
耕
作
が
必
要
で
あ

る
と
仮
定
し
よ
う
。
最
劣
等
地
A
が
耕
作
さ
れ
る
た
め
に
は
、
最
劣
等
地
A
で
の
『
資
本
の
正
常
的
増
殖
』
の
た
め
の
条
件
が
現
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
条
件
と
は
、
市
場
価
格
が
資
本
制
的
借
地
農
業
者
に
と
っ
て
、
充
用
資
本
プ
ラ
ス
平
均
利
潤
を
補
償
す
る

に
足
り
る
と
い
う
こ
と
、
要
す
る
に
市
場
価
格
が
彼
の
生
産
物
の
生
産
価
格
を
彼
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
た
農
業
資
本
に
も
、
充
用
資
本
プ
ラ
ス
平
均
利
潤
が
補
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
平
均
利
潤
は
、
農
業
資
本
と
同
じ
大
き
さ
の
工
業
資
本
の
平
均
利
潤
と
同
等
な
高
さ
の
平
均
利
潤
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

「
土
地
的
条
件
U

限
界
原
理
」
に
つ
い
て

九



寸
土
地
的
条
件
リ
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

二
O

ら
ば
、
井
上
周
八
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
最
劣
等
地
の
資
本
と
い
え
ど
も
、
:
:
:
平
均
利
潤
を
入
手
す
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
資
本
は
工
業
で
は
平
均
利
潤
を
入
手
し
て
お
り
、
資
本
に
と
っ
て
は
利
潤
が
目
的
な
の
で
、
農
業
、

工

業
の
い
ず
れ
に
資
本
を
投
下
す
る
か
は
資
本
家
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

も
し
農
業
で
平
均
利
潤
を
入
手
で
き
な
け
れ

ば
、
資
本
は
そ
こ
を
引
上
げ
る
』
(
井
上
周
八
、
前
掲
書
、

二
四

1
五
ペ
ー
ジ
〉
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
で
の
農
産
物
の
生
産
価
格
の
形
成
は
、

『
諸
資
本
の
自
由
な
競
争
、

一
生
産
部
面
か
ら
他
の
生
産
部
面
へ
の

諸
資
本
の
移
転
の
可
能
性
』
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
三
コ
一
四
!
五
ペ
ー
ジ
)

「
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
形
成
は
、

『
農
業
企
業
聞
の
競
争
の
自
由
』
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

土
地
の
制
限
的
性

質
に
よ
る
競
争
に
た
い
す
る
一
定
の
偏
僑
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
劣
等
地
の
農
業
資
本
に
も
そ
の
投
下
資
本
の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利
潤
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、

工
業
生
産
部
門
に
お
い
て
も
、
最
悪
の
生
産
諸
条
件
の
資
本
に
と
っ
て
も
、

そ
の
投
下
資
本
の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利

潤
が
与
え
ら
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
」
ハ
三
四
六
ペ
ー
ジ
)

し
か
し
右
の
引
用
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
「
工
業
生
産
部
門
に
お
い
て
も
、
最
悪
の
生
産
諸
条
件
の
資
本
に
と
っ
て
も
、

そ
の
投
下
資
本

の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利
潤
が
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
点
は
教
授
の
説
明
不
足
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
同
一
生
産
部
門
内
の
上
、

中
、
下
の
三
つ
の
企
業
の
場
合
を
例
と
し
、
中
の
企
業
が
社
会
的
、
平
均
的
資
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
中
の
企
業
は
、

そ
の
投
下
資
本

の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利
潤
を
入
手
し
、
上
の
企
業
は
平
均
利
潤
プ
ラ
ス
超
過
利
潤
を
入
手
す
る
が
、
下
の
企
業
は
平
均
利
潤
マ
イ

ナ
ス
超
過
利
潤
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
下
の
企
業
は
そ
の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利
潤
を
入
手
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

最
劣
等
地
の
農
業
資
本
は
、

そ
の
投
下
資
本
の
大
い
さ
に
比
例
し
て
平
均
利
潤
が
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
最
劣
等
地
の
農
業
資
本



が
、
農
業
内
部
で
の
社
会
的
平
均
的
資
本
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
は
最
劣
等
地
の
農
業
経
営
の
場
合
に

も
、
資
本
的
経
営
的
条
件
で
は
上
、
中
、
下
の
区
別
が
あ
り
、
中
を
社
会
的
平
均
資
本
と
す
れ
ば
、
中
が
平
均
利
潤
を
え
、
下
は
平
均
利

潤
以
下
の
利
潤
し
か
入
手
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
教
授
の
叙
述
に
や
や
問
題
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
農
産
物
が
、

最
劣
等
地
の
生
産
物
で
あ
る
と
優
等
地
の
生
産
物
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

一
般
的
利
潤
率
の
定
在
を
前
提
と
す
る
一
般
的
生
産
価
格
で
販

売
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
平
均
原
理
h

が
貫
徹
し
て
い
る
と
言
わ
さ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
三
四
七
ペ
ー
ジ
〉

と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
大
切
な
指
摘
で
あ
る
。

も
ヲ
と
も
さ
き
の
教
授
の
「
工
業
生
産
部
門
に
お
い
て
も
、
最
悪
の
生
産
条
件
の
資
本
に
と
っ
て
も
、
そ
の
投
下
資
本
の
大
い
さ
に
比

例
し
て
平
均
利
潤
が
与
え
ら
れ
る
一
と
の
叙
述
は
、
「
工
業
部
門
の
な
か
の
、
最
悪
の
生
産
部
門
で
も
、
そ
の
部
門
の
平
均
資
本
は
、

そ
σ〉

大
い
さ
に
比
例
し
て
、
平
均
利
潤
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

さ
き
の
叙
述
は
不
正
確
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
「
最
悪
の
生
産
条
件
の
資
本
」
と
い
う
不
明
確
な
表
現
に
あ
っ
た
と
い
え

レ
品
、
つ
。

七

さ
て
東
井
教
授
の
次
の
所
説
「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
と
(
最
劣
等
地
の
)
個
別
的
価
値
の
不
一
致
」

(
丸
カ
ッ
コ
内

l
井
上
)
と
い
う

箇
所
片
山
進
も
う
。
教
授
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
は
か
な
ら
ず
し
も
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
等
し
く
な
い
。

最
劣
等
地
の
生
産
価
格
の
前
提
で
あ
る
平
均
利
潤
率
は
、

工
業
部
国
に
お
け
る
中
位
的
ま
た
は
平
均
的
な
構
成
を
有
す
る
部
面
、

つ
寺
小

「
土
地
的
条
件
目
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

り
利
潤
が
剰
余
価
値
と
一
致
す
る
部
面
に
お
け
る
百
分
比
的
に
計
算
さ
れ
た
利
潤
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
の
資
本

の
構
成
が
工
業
部
面
に
お
け
る
中
位
的
ま
た
は
平
均
的
な
構
成
と
同
じ
で
あ
る
ば
あ
い
に
お
い
て
の
み
、
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価

情
は
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
等
し
く
な
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
農
業
部
面
に
お
け
る
最
劣
等
地
の
資
本
構
成
が
工
業
部
面
に
お

け
る
中
位
的
ま
た
は
平
均
的
な
構
成
に
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
来
の
農
業
に
お
け
る
資
本
の
構
成
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
的
平
均
資
本
の
構
成
よ
り
も
低
い
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、
最
劣

等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
は
、

け
っ
し
て
そ
の
個
別
的
価
値
に
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
は
、
池
代
を
生
ま

な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
が
つ
ね
調
整
的
市
場
何
格
℃
あ
る
、

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
け
っ
し
て
、
差
額
地
代
を
分
析

す
る
に
あ
た
っ
て
、
農
産
物
の
調
整
的
市
場
価
格
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、

と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
」
(
コ
一
四
七
ペ
ー
ジ
)

右
の
所
説
に
も
説
明
不
足
の
た
め
の
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
教
授
が
「
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
は
か
な
ら
ず
し
も
最
劣

等
地
の
個
別
的
価
値
に
等
し
く
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
『
資
本
論
』
の
ど
の
叙
述
段
階
で
い
わ
れ
て
い
る

か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
が
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
に
等
し
い
場
合
l
ー
し
た
が
っ
て
、

そ

れ
が
市
場
価
値
と
な
る
場
合
ー
ー
こ
そ
、
差
額
地
代
論
段
階
で
の
マ
ル
ク
ス
の
基
本
表
の
場
合
な
の
で
あ
ろ

u

す
な
わ
ち
、

マ
ル
ク
ス
の

表
一
(
基
本
表
)
に
お
い
て
は
、

A
地
の
恒
産
価
格
は
一
ク
オ
ー
ダ
ー
六

C
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
そ
の
価
値
も
一
ク
ォ

i
タ

l
六
0
シ
リ
ン

グ
で
あ
っ
て
、
両
者
は
等
し
い
大
き
さ
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
東
井
教
授
が
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
地
代
論
段
階
に
な
る
と
、

生
産
価
格
は
一
ク
ォ

l
タ

l
六

0
シ
リ
ン
グ
な
の
に
、
個
別
的
価
値

(
1市
場
価
値
)
は
七

0
シ
リ
ン
グ
と
な
っ
て
、

一
致
し
な
い
の
で
あ

る



寸
だ
か
ら
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
は
、
地
代
を
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
が
つ
ね
に
調
整
的
市
場
価
格
で
あ
る
、

と
の
べ
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
場
合
は
、
差
額
地
代
論
段
階
で
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
な
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
地
代
論
段
階
に
な
る
と
、
右
の
な
か
の
「
生
産

価
格
」
と
い
う
言
葉
は
「
個
別
的
価
値
目
市
場
価
値
」
と
交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
東
井
教
授
は
、

「
マ
ル
ク
ス
は
、
差
額
地
代
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、

つ
ね
に
絶
対
地
代
を
見
す
え
て
い
た
の
で
、
且
取
劣

等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
を
そ
の
個
別
的
価
値
と
等
し
い
も
の
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
は
、
地
代
の
分

析
に
さ
い
し
て
、
差
額
地
代
を
支
払
う
農
業
生
産
物
が
、
他
の
商
品
と
同
じ
よ
、
7
に
、
生
産
価
格
で
販
売
さ
れ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発

し
た
の
で
あ
る
己
(
一
一
一
四
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
わ
れ
る
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
が
差
額
地
代
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て

も
、
絶
対
地
代
を
見
す
え
て
い
た
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
方
法
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
そ
の
あ
と
の
教
授

の
理
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

右
の
よ
う
な
東
井
教
授
の
所
説
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
マ
ル
ク
ス
は
、
差
額
地
代
を
分
析
す
る
に
あ
た

っ
て
も
、

つ
ね
に
絶
対
地
代
を
見
す
え
て
い
た
の
で
、
最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
を
そ
の
個
別
的
価
値
と
等
し
い
も
の
と
し
な
か

っ
た
」
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

そ
の
逆
に
表
一
の
数
字
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
差
額
地
代
の
分
析
で
は
、
最

劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
(
一
ク
オ
ー
ダ
ー
ー
六

0
シ
リ
ン
グ
)
は
、
そ
の
個
別
的
価
値
(
同
じ
く
六
0
シ
リ
ン
グ
〉
と
ま
さ
に
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
門
生
産
価
格
と
個
別
的
価
値
の
一
致
)
は
、
絶
対
地
代
論
で
否
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
差
額
地
代
論
段
階
で
は

そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
に
起
因
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

マ
ル
グ
ス
の
『
資
本
論
』
の
叙
述
方
法

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

そ
し
て
差
額
地
代
論
で
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
工
業
の
平
均
資
本
が
農
業
に
投
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
あ

え
て
マ
ル
ク
ス
が
し
た
の
は
何
故
か
。
こ
の
こ
と
の
解
答
こ
そ
、
右
の
問
題
の
解
答
な
の
で
あ
る
。

「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



「
土
地
内
条
件
目
限
界
尽
理
」
に
つ
い
て

四

マ
ル
ク
ス
の
円
資
本
論
』
は
下
向
の
結
果
到
達
し
、
そ
れ
以
上
下
向
出
来
な
い
資
本
制
社
会
の
最
も
基
礎
的
な
、
最
も
抽
象
的
な
範
曙

で
あ
る
つ
商
品
」
か
ら
そ
の
叙
述
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

大
雑
把
に
み
て
も
、

、一'
σコ

「
商
品
」

か
ら
出
発
し
て
「
貨
幣
」
↓

「
資
本
」
↓
「
地
代
」
と
、
抽
象
的
な
「
範
曙
」
か
ら
、
よ
り
具
体
的
な
「
範
曙
」

へ
と
上
向
し
て
、
現
実
の
資
本
制
社
会
を
、
頭
脳
の
な

か
に
再
構
成
さ
せ
る
。

「
地
代
L

叙
述
の
場
合
に
も
、
差
額
地
代
I
↓
差
額
地
代
E
↓
絶
対
地
代
と
い
う
叙
述
の
順
序
と
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
差
額
地
代
か
ら
地
代
論
を
始
め
た
の
か
。
差
額
地
代
は
独
占
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
力
(
豊
度
及
び
位
置
〉
の
充
用
に
よ
っ
て
生
ず

る
例
外
的
な
高
い
生
産
力
を
白
然
的
基
礎
と
し
て
生
産
さ
れ
た
平
均
利
潤
以
上
の
超
過
利
潤
で
あ
る
。
そ
こ
で
差
額
地
代
理
解
の
直
接
的

前
提
と
な
る
の
は
、

工
業
に
お
け
る
平
均
利
潤
以
上
の
超
過
利
潤
で
あ
る
c

そ
し
て
、

工
業
の
超
過
利
潤
と
比
較
し
て
、
差
額
地
代
と
よ

ば
れ
る
農
業
独
自
の
超
過
利
潤
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
差
額
地
代
論
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
優
等
地
の
借
地
農
業
資
本
家

は
ー
ー
当
面
絶
対
地
代
は
捨
象

|
1平
均
利
潤
を
取
得
し
た
の
ち
、
差
額
地
代
と
し
て
地
主
へ
支
払
う
べ
き
超
過
利
潤
を
ど
の
よ
う
に
し

て
生
み
出
す
の
か
。
す
で
に
平
均
利
潤
と
し
て
分
配
し
終
っ
た
剰
余
価
値
か
ら
で
な
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
旦
平
均
利
潤
と
し
て

資
本
家
に
分
配
し
た
剰
余
価
値
か
ら
ふ
た
た
び
地
代
に
相
当
す
る
も
の
を
控
除
す
る
な
ど
と
い
、
っ
考
え
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
。
む
し

そ
ん
な
風
に
考
え
る
な
ら
、
平
均
利
潤
そ
の
も
の
の
成
立
す
ら
考
え
ら
れ
な
い
。
正
し
い
見
地
は
、
差
額
地
代
と
な
る
超
過
利
潤
は
、
農

業
部
門
内
で
生
産
さ
れ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
農
業
独
自
の
超
過
利
潤
日
差
額
地
代
は
、

そ
こ
で
工
業
の
超
過
利
潤
と
ど
の
よ
う

な
一
致
点
と
差
異
点
が
あ
る
か
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
、

工
業
の
平
均
資
本
が
豊
度
の
異
な
る
土
地
へ

投
下
さ
れ
た
と
い
う
前
提
で
差
額
地
代
論
を
展
開
す
る
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る

(
ま
た
は
工
業
の
平
均
的
資
本
が
農
業
の
平
均
資
本
と
同

の
構
成
と
い
う
前
提
で
問
題
を
考
察
し
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
)
。

こ
う
し
て
始
め
て
、
純
粋
に
差
額
地
代
の
本
質
を
把
撞
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
地
代
を
捨
象
し
て
把
握



さ
れ
た
差
額
地
代
の
法
則
は
、
絶
対
地
代
論
の
段
階
で
、
農
業
の
平
均
資
本
構
成
が
、

そ
の
ま
ま
「
生
き
る
」
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
数
字
的
表
現
に
お
い
て
は
、

正
を
、
つ
け
て
も
、

そ
こ
で
以
下
参
考
の
た
め
、
次
の
表
、
数
字
例
、
図
表
を
示
そ
う
。

A 

マ
ル
ク
ス
の
差
額
地
代
の
基
本
表
(
表
一
)

① 

単
位
面
積
あ
た
り
の
生
産
物
の
価
値
区
分
の
数
字
例

② 

同
右
の
図

③ 

単
位
生
産
物
あ
た
り
の
価
値
区
分

④ 

同
右
の
図

B 

マ
ル
ク
ス
の
差
額
地
代
の
基
本
表
の
絶
対
地
代
論
段
階
で
の
表
示

⑤ 

単
位
面
積
あ
た
り
の
生
産
物
の
価
値
区
分
の
数
字
例

① 

同
右
の
図

⑦ 

単
位
生
産
物
あ
た
り
の
価
値
区
分

③ 

同
右
の
図

C 

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
差
額
地
代
表

① 

単
位
面
積
あ
た
り
の
生
産
物
の
価
値
区
分
の
数
字
例

⑮ 

同
右
の
図

⑪
 
単
位
生
産
物
あ
た
り
の
価
値
区
分

「
土
地
的
条
件
目
限
界
原
理
L

に
つ
い
て

工
業
の
そ
れ
よ
り
低
位
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
修

そ
の
量
を
異
に
す
る
の
で
は
あ
る
が
。

二
五



「
土
地
的
条
件
U

限
界
原
理
」
に
つ
い
て

⑫ 

同
右
の
図

D 

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
差
額
地
代
の
表
の
絶
対
地
代
論
段
階
で
の
表
示

⑬ 

単
位
商
積
あ
た
り
の
生
産
物
の
価
値
区
分
の
数
字
例

⑪ 

同
右
の
国

⑮ 

単
位
生
産
物
あ
た
り
の
価
値
区
分

⑮ 

同
右
の
図

一一占ハ

差額地代の墓本表

干iJ j筒 地 代
土地種類

クォ-1シリン 投下額 クォー|シリン クォー|シリン
ター グ ター グ ター グ

A 1 50 
1 

10 
6 

B 2 120 50 1一一1ー 70 1 60 
6 

C 3 180 50 2一一16 - 130 2 120 

D 4 240 50 190 180 I 

J口」 360 

A 

投下資本の構成は80C十20本表では投下資本50，平均利潤10 (平均利潤率20%)，

v (利余価値率100%)が前提されている。



① 単位面積あたりの生産物の価値区分

「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」

A 地 40C +10V +10D P=60シリング (1クォーター〉

B 地 40C +10V +10D P +60D R=120シリツグ (2クォーター〉

C 地 40C+10V +10D R +120D R=180シリング (3クォーター〕

D 地 40C+10V+lODR十 180DR=240シリング (4クォーター〉

計 160C +40V +40D P +360D R=600シリング (10クォーター〉

① 単位面積当りの生産物の価値区分

A地 1 40C IWlb~ (1クオーター)

l(2クオーター)

叩 R I (3クオート)

脚 R 1(4クオ ー ト )

汁 160C+40V +40DP+360DR~600 シリング (10クォーター j

，i[- 83をCート 20昔Vート20吾DP十115DR~240シリング

前提 1)工業の平均資本 (80C十20V)が農業に投下されている。
2) 怖'~lOO% ， P'~20% 

略号 DP~平均利潤， DR~差額地代?貨幣単位(主シリング

に
つ
い
て

40C ~出 60DR 

40C li?|出
40C ~民

① 単位生産物 (1クォーター〉あたりの価値区分

A地の生産物 40C+10Y十10DP=60シリング

B地の生産物 20C + 5 V + 5 D P +30D R=60シリング

C地の生産物 13--J---C + 3 --J---V + 3 --J---D P +40 D R =60シリ入グ3 . - 3 
D地の生産物 lOC +2.5V十2.5DP +45D R=60シリング

5 T T  1 t'l.A 5 
計 83-e-C +20-::-V +20-::-D P +115D R=240シリング6 . . -- 6 

① 単位生産物 (1クォーター〉あたりの価値区分

40C lOV lODP |(船リング)生産物

一 20C 15 VI5Dpl 30DR |(船リング)

一七
|寸話l13去C 40DR |(恥リング)生産物

謀 議倒 45DR |何0シリング)



B 絶対地代〈論〉段階での地代の基本表

生 産 高 資本 平均利潤 差額地代 絶対地代
土地種類

クォー[シリン投下類 クォ -1シリン クォー|シリン クォー|シリン
ター グ タ ー グ ターグ ターグ

A 1 70 50 1/7 10 1/7 10 

B 2 140 50 1/7 10 1 70 1/7 10 

C 3 210 50 1/7 10 2 140 1/7 10 

D 4 280 50 1/7 10 3 210 1/7 10 

〆口』 計 110 1 700 1 200 1 4/7 1 40 1 6 1 420 1山 140 

マルクスと同様に，本表でも投下資本50，平均利潤10(平均利潤率20

%)，社会的資本の平均構成は80C十20V (剰余価値率100%)，農業資本

の平均構成は60C+40V (剰余価値率100~めと， それぞ、れ仮定されてい

る。したがってクォーターあたり農産物価値は70シリング，生産価格は60

シリング，絶対地代は単位面積あたり 10シリングである。

⑤ 単位面積あたりの生産物の価値区分

A 地 30C +20V +10D P +10AR=70シリング

B 地 30C +20V +10D R +10AR +70D R=140シリング

C 地 30C +20V +10D R +10AR十140DR=210シリング

D 地 30C+20V十10DR+10AR十210DR=280シリング

計 120C十 80V十40DR +40AR +420D R=700シリング(10クォーター〉

③ 単位面積あたりの生産物の価値区分

地 130C 12叶旦|;;|(70シリング)

同 130C 120V 1品illJ 70DR |(凶シリング)

C地 130C 120V 1品121 140DR 
I (210シリング)

D地 I30C 12叶品121 210DR |(捌シリング)

計 120Cート80V十40DP+40AR+420DR~700 シリング(10 クォーター) /I. 

計 62.5C十41すV+20昔DP+20吾AR十134.5DR~280シリング(クォーター)
前提 1)工業の平均資本(80C十20V)に対し農業の平均資本

(60C+40V)が投下されている。
2) m'~100% ， P'~20% 

略号 DP~平均利潤， DR~差額地代， AR~絶対地代e 貨幣単位はシリンゲ。

「
土
地
的
条
件

1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



① 単位生産物 (1クォーター〉あたりの価値区分

A地の生産物 30C +20V十10DR+10AR=70シリング

-， B地の生産物 15C +10V十 5DR+5AR十 35DR=70シリング

毒C地の生産物 10C + 6上 V十 3上 DP十 3-~-AR +470 R=70シリンクー3 ~~. - 3 

緊D地の生産物 7.5C十 5V十 2.5DP+2山 +52.5DR=70シリング

件
11 

限
界
原
理
Lー

っ

て

計
5 62.5C+41~V+20一一一DP 十20一一一AR +134.5D R=280シリ
6 

ング(10クォーター〕

③単位生産物 (1クォーター〉あたりの価値区分

A:t也の 1I 30C 竺産物| |10DP 11川 1(70シリング)20V 
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C エンゲルスの差額地代表

[立寄与lE741伊丹)I (}.リ与lかろl地代駄目!

A 10 6 。 。
B 60 12 6 72 12 12 

C 60 14 6 84 24 2X12 

D 60 16 6 96 36 3X12 

E 60 18 6 108 48 4X12 

20 I 10X12 I 

九

マルクスの基本表では各等級地聞の差がA地の 1に対してB地2，C地

3， D地4となっているが，エンゲルスはこの豊度の開きをより小さくし，

A地10プッシェル， B地12，C地14，D地16，E地18という，より現実を

瓦映する数字で基本表を作成し直している。両者の数字上の差異はもちろ

ん差額地代の本質上の説明には関係ない。

本表でも授下資本50，平均利潤10(平均利潤率20%)，投下資本の構成

は80C+20V(剰余価値率1009めが前提されてし叩。



「
土
地
的
条
件

1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

① 単位面積あたりの生産物の価値区分

40C +10V +10D P=60シリツグ

40C +10V十 10DP +12D R=72シリング

40C十10V+10D P +24D R=84シリング

40C +10V+10D P +36D R=96シリング

40C +10γ十 10DP十48DR=108シリング

地

地

地

地

地

A

B

C

D

E

 

分区価物産生の積面
庁
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(60シリング)

グンーノ、ンヮ“
円

d

40C 

40C 

10 
DP 

10 
DP 

グン、ーノ、ンS
斗
A

0
6
 

24DR 10 
DP 40C 

)
 

グンーノ、ンp
h
v
 

Q
J
 

(
 

36DR 10 
DP 40C 

H
ノンj

 
、ン0

0
 

ハ
υ

T
B品(
 

ー

48DR 10 
DP 40C 

。

計 200Cート50V十50DP十120DR=420シリング

⑪ 単{立生産物 (10ブッシェノレ〉あたりの価値区分

40C十10V十 10DP=60シリンク守

33+C十 8+V+8+DP十10DR=60シリング乃 3 . . - 3 

28-4-C十 7上 V+7+DP十 17↓ DR=60シリ Yグ
守 i

25C十 6十V+6-:DP十22ートDR=6川ング

22-4- C 十 5-~V+ 5+DP+26-ιDド 60シリング刊日 9 ~ -. -- 3 

149 ~~ C十37~~~γ 十 37-主主DP 十76ユ主D R=300シリンクて50プッ63 ~ ， u. 756 . . v. 756 ~ -.. ~ 42 

シェル〕

地

地

j也

地

地

計

A 

B 

C 

D 

E 



10DP 1(60シリング)

1 (60シリング)

|船リング)

1 (60シリング)

1 (60 S川 1

単位生産物(10ブッシェル〉あたりの価値区分

10DR 

⑫ 

40C AJ也

33-!-C 

17キDR

22すDR

26号DR22るcE地仁

「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

B}也

|叶vI6-lDP! 

巨E

28~争C

25C 

CJ也

地D
 

149J3"C十v!京 V1-37苛DP--76}~DR~300 シリング 1.50 ブッシェル;

D 

⑬ 単位面積あたりの生産物の価値区分

30C +20V +10D P +10AR=70シリング (10ブッシェル〉

30C +20γ 十10DPート10AR十 14DR=84シリング (12ブッシェル〕

30C+20V十 10DP十 10AR +28D R =98シリング (14ブッシェル〕

30C +20V十 10DP十 10AR十 42DR=112シリング(16ブッェル〉

30C +20V十10DP十10AR十56DR=126シリング(18ブッシェル〉

地

地

地

地

地

A

B

C

D

E

 

150C +100γ 十 50DP十 50AR十140DR=490シリング (70ブッシェル〉計



「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

単位面積あたりの生産物の価値区分

EpllOARJ 

|1ωPllOARIω R I 
|lODPl1ωI 28DR I 

|lODP!l附 I 42DR I 

|lODPI山 RI 56DR I 

⑬ 

30C 

30C 

30C 

30C 

20V 

20V 

20V 

20V 

20V 30C 

@:) 単位生産物あたりの価値区分

30C十20V十10DP+10AR=70シリング
1 25C+16-::-V+ 8~D P十 8-!:_-A R + l1-:::-D R=70シリン
3 

グ

21-4-C +14+V+ 7 +D  P + 7+AR+20C R=70シリン
7 

グ

18_j__C十12+V十 6_l_DP+6-1-.AR十 23-1-DR=70シ2 ~ 4 
リング
2 ~ ，， 1 H ， ~ 5 ~ ~ ， ~ 5 

16~C+ll+V 十 5~DP 十 5~AR+31~-DR 二70シリンク39'  ~9~' ~9 

71 ~ ， ~. 213 TT  ， n~ 213 ~ ~ ， n~ 213 ^ ~ ，nn 3 
1l1~C 十 74 ::~~ V 十 37一一ーDP+37一一~AR+89.~~ DR= 350 84 _ . ， . 378 ' . _. 756 ~. ，~， 756 ..._ . _~ 108 

シリング (50ブッシェル〉

ユ L

詞i

A地の生産物

B地の生産物

C地の生産物

D地の生産物

E地の生産物

計

区司自R

|7+DPJ出 RJ

16l-DPJ叶 ARJ

U-F 151. DP巨司

単位生産物あたりの価値区分③ 

10AR 20V 30C 

11をDR16号V25C 

20DR 14手V21今C

26すDR12ーを V 18呈ーC

3H-DR 

'ヤ
j

さ一

nド

16会C

11HまC+74読V十37器DP+37器AR十89命DR~350シリング(50ブッシェル)
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さ
て
、

い
よ
い
よ
私
が
最
も
関
心
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
「
土
地
的
条
件
と
資
本
的
条
件
」
に
つ
い
て
の
東
井
教
授
の
見
解
に
移
ろ
う
。

教
長
は
「
井
上
周
八
教
授
は
、

『
土
地
的
条
件
と
資
本
的
条
件
一
一
と
い
う
観
点
か
ら
、

い
わ
ゆ
る

『
平
均
原
理
』

と

円
限
界
原
理
』
の

『
矛
盾
説
』
が
『
謬
説
』
で
あ
る
こ
と
を
、
論
証
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
拙
論
を
問
題
と
し
、
次
の
よ
う
に

い
わ
れ
る
。

「
井
上
周
入
教
授
は
、

『
こ
の
無
償
の
自
然
発
生
的
生
産
力
が
、
さ
ら
に
誰
に
で
も
利
用
可
能
な
無
限
の
自
然
力
l
l
!
日
光
、
引
力
、
蒸

気
の
弾
力
性
等
l
l
!
と
、
本
来
無
償
の
日
然
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
限
な
独
占
し
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

一
定
の
社
会
的
条

件
の
も
と
で
は
無
償
で
使
用
し
え
な
い
有
償
の
自
然
力

(
U
土
地
)
と
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
生
産
詰
条
件
は
、
こ
れ

を
資
本
が
自
白
に
創
造
し
、

も
し
く
は
無
償
で
自
由
に
利
用
し
う
る
諸
条
件
と
、
資
本
の
自
由
に
創
造
し
利
用
し
え
な
い
有
限
な
独
占
さ

れ
う
る
自
然
的
諸
条
件
と
に
大
別
で
き
る
。
』
〔
井
上
周
八
『
農
業
経
済
学
の
基
礎
理
論
』
(
東
明
社
、

一
九
六
七
年
)
一

O
六
i
七
ペ
ー
ジ
。
井
上
教

授
の
最
新
の
論
文
「
差
額
地
代
の
価
値
的
基
礎
に
つ
い
て
|
|
久
留
島
陽
一
一
一
教
授
の
著
書
『
地
代
論
研
究
』
に
よ
せ
て
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二

八
巻
第
一
号
八
一
九
七
四
年
五
月
〉
〉
参
照
〕
と
述
べ
、

硲
正
夫
教
授
が
、

『
前
者
を
資
本
的
条
件
〈
あ
る
い
は
経
営
的
条
件
)
、

後
者
を
土
地

的
条
件
と
名
づ
け
』
て
い
る
こ
と
を
指
摘
」
(
三
五
一
ペ
ー
ジ
)
す
る
。

「
『
資
本
的
・
経
営
的
条
件
は
社
会
的
・
標
準
的
で
あ
り
、

土
地
的
条
件
は
相
対
的
に
ゼ
ロ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
最
劣
等
地
で
、
農
産
物
の

一
般
的
生
産
価
格
が
成
立
し
て
い
る
』
。
『
な
ぜ
な
ら
、
最
劣
等
地
の
資
本
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
社
会
的
・
標
準
的
生
産
諸
条
件
を
も
っ

平
均
資
本
の
投
下
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
平
均
利
潤
を
入
手
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
資
本
は
工
業
で
は

「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て



「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理

rに
つ
い
て

四

平
均
利
潤
を
入
手
し
て
お
り
、
資
本
に
と
っ
て
は
利
潤
が
目
的
な
の
で
、
農
業
、

工
業
の
い
ず
れ
に
資
本
を
投
下
す
る
か
は
資
本
家
に
と

つ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

も
し
農
業
で
平
均
利
潤
を
入
手
で
き
な
け
れ
ば
、
資
本
は
そ
こ
を
引
上
げ
る
』
(
井
上
周
八
、
前
掲
畜
、

二
四
J
五
ペ
ー
ジ
)
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
資
本
的
・
経
営
的
条
件
H
平
均
原
理
』
で
あ
る
。
」
(
三
五
二

l
三
ペ
ー
ジ
)

一「

上
iJ) 

引
用
文
中

『
最
劣
等
地
の
資
本
と
い
え
ど
も
、

そ
れ
は
祉
会
的
・
標
準
的
生
産
条
件
を
も
っ
平
均
資
本
の
投
下
が
前
提
と
さ
れ

て
お
り
、
』
と
い
う
く
だ
り
ぽ
注
釈
が
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

産
性
が
単
に
歴
史
的
に
現
在
で
は
発
展
度
が
低
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
』

を
結
対
的
に
等
し
い
も
の
と
し
』
、

こ
の
考
え
方
沼
、

『
製
造
業
と
比
較
し
て
、
農
業
に
お
け
る
労
働
の
生

の
で
あ
り
、

『
農
業
と
工
業
と
に
お
け
る
労
働
の
生
産
性

し
た
が
っ
て
最
劣
等
地
に
お
け
る
生
産
価
格
を

『
価
値
と
等
し
い
も
の
と
す
る
』
〔
斗
Z
R
-
3・
F

Nω
日
1

・N品
ω
・
国
民
文
庫
(
大
島
・
持
永
訳
〉
④
二
五
ペ
ー
ジ
。
『
全
集
』
第
二
六
巻
第
二
分
冊
(
時
永
訳
)
、
三
二

0
ペ
ー
ジ
。
以
上
傍
点
は
す
べ
て
原
文
の

ま
ま
以
と
い
う
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
る
資
本
は
、
け
っ
し
て
『
社
会
的
・
標
準
的
生
産
条
件
を
も
っ
平
均
資
本
』
で
は
な
い
。
し
か

し
、
最
劣
等
地
の
士
地
生
産
物
が
、

工
某
部
商
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
平
均
利
潤
率
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
一
般
的
主
産
価
格
で
売
れ
る

と
い
う
こ
と
を
媒
介
と
し
て
、

『
社
会
的
・
標
準
的
生
産
諸
条
件
を
も
っ
平
均
資
本
』
と
し
て
、

そ
れ
よ
り
劣
等
な
最
劣
等
地
の
農
業
資

本
が
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
井
上
周
八
教
授
の
言
わ
れ
る
『
資
本
的
・
経
堂
的
条
件
H
平
均
原
理
』
と
い
う
見
解
は
、

か
か
る
理
解
の

も
と
で
の
み
、

E
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

(
三
五
三
ペ
ー
ジ
)

以
上
の
東
井
教
授
に
よ
る
註
釈
は
、
私
も
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。

た
だ
右
の
箇
所
で
東
井
教
授
が
、

「
し
た
が
っ
て
最
劣
等
地
に

お
け
る
生
産
価
格
を
『
価
値
と
等
し
い
も
の
と
す
る
』
と
い
う
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
ば
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
マ
ル
ク
ス
の
差
額
地
代
論
そ
の
も
の
が
、

そ
の
よ
う
な
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ



と
は
、
既
述
の
よ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
は
差
額
地
代
論
段
階
で
は
、

ま
さ
に
、
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
と
価
値
を
等
し
い
も
の
と
す
る
と
こ

ろ
の
表
一
で
、
差
額
地
代
の
本
質
在
解
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
等
し
い
も
の
と
す
る
」
と
い
う
点
は
単
な
る
「
誤
り
」
で

は
な
く
、

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
差
額
地
代
解
明
の
た
め
の
必
要
な
手
続
き
だ
っ
た
と
い
う
べ
さ
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

工
業
独
自
の
超
過
利
潤
に
対
し
て
の
、
農
業
独
自
の
超
過
利
潤
(
差
額
地
代
)
の
本
質
を
解
明
し
、
教
示
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
る
資
本
は
、

け
っ
し
て
『
社
会
的
・
標
準
的
生
産
条
件
を
も
っ
平
均
資
本
』
で
は
な
い
」
と
い

う
点
も
、
条
件
づ
き
で
現
併
す
る
必
要
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
差
額
地
代
論
段
階
に
お
い
て
は
ま
さ
に
「
社
会
的
・
標
準
的
生
産
条
件
を

も
つ
平
均
資
本
」
が
投
下
さ
れ
た
と
い
う
前
提
で
、
差
額
地
代
の
本
質
を
究
明
し
て
い
る
か
ら
で
め
る
。

「
最
劣
等
地
の
土
地
生
産
物
が

工
業
部
面
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
平
均
利
潤
率
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
一
般
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
差
額
地
代
論
設

るす階)σ〉

と
で
あ
っ
て

絶
対
i也
イ七
三与
目前I

段
階
で
は

一
般
的
生
産
価
格
で
売
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

価
値
(
市
場
価
値
)
で
売
れ
る
の
で
あ

(
3
)

こ
こ
で
「
士
冗
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
東
井
教
援
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ば
現
実
に
「
売
れ
る
」
こ
と
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
ろ

ぅ
。
厳
密
に
表
現
す
れ
ば
、
「
市
場
価
格
が
一
般
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
「
市
場
価
格
が
事
後
的
・
傾
向

的
に
、
一
般
的
生
産
価
指
に
一
致
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
「
売
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
い
わ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
現
実
の
市
場
で
、
一
般
的
生
産
価
格
と
市
場
価
値
が
一
致
す
る
こ
と
は
、
価
値
と
価
格
の
一
致
と
同
様
に
偶
然
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。

さ
て
、
教
授
は
差
額
地
代
論
か
ら
絶
対
地
代
論
へ
の
移
行
の
問
題
に
つ
い
て
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
一
言
し
て
お
け
ば
、

農
・
工
聞
の
資
本
の
有
械
的
構
成
を
捨
象
し
、

最
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
を
そ
の
個
別
的
価
値
と
等
し

「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

五



「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

占ノ、

い
と
い
う
仮
定
は
、
若
額
地
代
論
か
ら
絶
対
地
代
論
へ
の
論
理
的
展
開
を
不
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
劣
等
地
の
生
産
物
が
一
般
的
生
産
価
格
で
販
売
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
そ
の
個
別
的
価
値
以
下
で
販
売
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
最
悪
の
企
業
で
の
生
産
物
が
個
別
的
価
値
以
下
で
販
売
さ
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

一方、

土
地
的
条

作

(
H
土
地
の
自
然
的
豊
銭
性
)
に
関
し
て
硲
正
夫
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

『
十
一
地
の
制
隈
性
が
資
本
主
義
の
も
と
で
は
資
本
の
自
由
競
争
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
は
た
ら
き
、

そ
れ
に
一

の
ゆ
が
み
を
生
ぜ
し

め
る
の
で
あ
る
』
。
句
土
地
的
条
件
の
み
に
ワ
い
て
は
、
資
本
は
こ
れ
を
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
自
分
日
身
で
は
こ
れ
を
任

意
に
造
り
出
す
こ
と
も
処
理
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、

か
く
て
最
劣
等
の
限
界
に
あ
る
土
地
に
お

け
る
生
産
単
位
量
の
個
別
的
価
値
が
価
格
規
制
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
。
か
く
て
「
土
地
の
制
限
性
は
穀
物
価
格
が
平
均
的
な
品
質
の
土

地
に
お
け
る
生
産
諸
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ず
に
、
最
劣
等
な
耕
地
に
お
け
る
生
産
諸
条
件
に
よ
っ
て
決
'
疋
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を

も
た
ら
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
一
=
〔
硲
正
夫
『
巨
木
農
業
の
諸
問
題
』
〈
季
節
社
、

一
九
四
八
年
)
一
一
二

0
ペ
ー
ジ
〕
。

」
の
『
土
地
的
条
件
』
は
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、

『
何
ら
の
地
代
も
生
ま
な
い
最
劣
等
地
の
生
産
価
格
は
、

つ
ね
に
調
整
的
市
場

価
格
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
『
土
地
的
条
件
』
は
、
超
過
利
潤
を
地
代
に
転
形
し
、
固
定
化
さ
す

の
で
あ
る
。
」
(
三
五
三

l
四
ペ
ー
ジ
)

こ
の
よ
う
に
教
授
は
「
農
・
主
間
の
資
本
の
有
機
的
構
成
を
捨
象
し
、
回
収
劣
等
地
の
農
産
物
の
生
産
価
格
を
そ
の
個
別
的
価
値
と
等
し

い
と
い
う
仮
定
は
、
差
額
地
代
論
か
ら
絶
対
地
代
論
へ
の
論
理
的
展
開
を
不
可
能
に
す
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、

ま
ず
右
の
仮
定
の
下
で
、

差
額
地
代
論
を
展
開
し
、
次
で
絶
対
地
代
論
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
仮
定
を
訂
正
し
て
農
・
工
間
の
有
機
的
構
成
の
差
を
導
入
し
、
地
代

を
解
明
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
仮
定
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
教
授
の
い
わ
れ
る



よ
う
に
、
右
の
「
仮
定
」
を
訂
正
ー
ー
と
い
う
よ
り
も
「
上
向
」

1

ー
し
て
、
絶
対
地
代
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
土
地
的
条
件
は
趨
過
利
潤
を
地
代
に
屯
形
し
国
定
化
さ
す
」
と
い
わ
れ
る
点
も
、

土
地
的
条
件
が
趨
過
利
潤
を
地
代
に
転
形

し
、
固
定
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
土
地
的
条
件
の
所
有
、

つ
ま
り
「
土
地
所
有
」
が
土
地
的
条
件
を
自
然
的
基
礎
と
し
て
成
立
す

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
東
井
教
授
御
白
身
も
「
土
地
所
有
ほ

(

4

)

 

こ
れ
を
差
額
地
代
に
転
形
す
る
の
で
あ
る
」
(
三
五
六
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

る
超
過
利
潤
を
地
代
に
転
形
し
、
相
対
的
に
固
定
化
す
る
、

(

4

)

小
林
恒
夫
氏
は
、
論
文
「
地
代
論
に
お
け
る
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
(
九
州
大
学
『
農
業
経
済
論
集
』
第
二
六
巻
、
一
九
七

五
年
一

O
月
)
に
お
い
て
、
①
土
地
所
有
の
役
割
①
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
②
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
の
資
本
蓄
積
へ
の
影
響
、
の

三
点
を
、
警
額
地
代
と
絶
対
地
代
に
つ
い
て
、
一
去
に
ま
と
め
て
、
別
表
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
氏
の
表
示
に
は
、
若
干
の
点
で
賛
成
で
き
な
い
。

ま
す
①
土
地
所
有
の
紋
割
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
差
額
地
代
に
つ
い
て
は
「
超
過
利
潤
の
差
額
地
代
へ
の
転
化
の
要
因
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

勿
論
ょ
い
と
し
て
、
絶
対
地
代
に
つ
い
て
「
超
過
利
潤
形
成
の
要
因
」
と
さ
れ
て
い
る
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
「
絶
対
地
代
形
成
の
要

因
」
(
勿
論
農
業
資
本
の
低
位
構
成
を
前
提
)
と
す
‘
へ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
超
過
利
潤
」
と
は
氏
も
御
承
知
の
よ
う
に
、
平
均
利
潤
以
上
の

超
過
部
分
で
あ
り
、
あ
る
生
産
部
門
内
で
の
平
均
以
上
の
優
秀
な
企
業
の
生
み
出
す
特
別
利
潤
で
あ
る
が
、
絶
対
地
代
は
、
こ
の
よ
う
な
超
過
利
潤

(
特
別
利
潤
)
?
と
は
異
な
っ
て
、
農
業
資
本
の
価
値
構
成
の
低
位
を
前
提
と
し
、
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
剰
余
価
値
が
「
土
地
所
有
」
の
カ
に
よ
っ

て
、
平
均
利
測
の
形
、
成
に
参
加
し
な
い
こ
と
か
ら
農
業
部
門
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
地
主
に
取
得
さ
れ
る
部
分
だ
か
ち
で
あ
る
。
氏
が
「
地
代
に
相

当
す
る
部
分
が
一
平
均
利
潤
へ
流
出
す
る
の
を
土
地
所
有
が
阻
止
し
て
い
る
点
で
資
本
と
土
地
所
有
と
の
あ
い
だ
の
階
級
聞
に
対
立
関
係
が
存
在
す

る
」
と
い
う
点
は
、
そ
の
還
り
で
あ
る
が
、
「
農
業
へ
の
資
本
の
自
由
な
流
入
が
絶
対
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
の
誤
解
で

あ
っ
て
、
「
農
業
へ
の
資
本
の
自
由
な
流
入
」
は
絶
対
的
に
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。
「
農
業
資
本
の
低
佼
構
成
か
ら
生
じ
る
価
値
部
分
が
、
平
均
利

潤
の
形
成
に
参
加
し
な
い
」
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
農
業
へ
の
資
本
投
下
は
何
ら
制
限
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
②
資
本
と
土
地
所
有
の
関
係
に
つ
い
て
、
小
林
氏
は
ま
ず
「
差
額
地
代
」
に
つ
い
て
、
「
宣
接
的
な
対
立
関
係
改
な
い
が
、
『
虚
偽
の
社
会

的
価
値
』
た
る
地
代
は
剰
余
価
値
分
配
上
総
資
本
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
を
な
す
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
量
一
月
一
額
的
代

「
土
地
的
条
件
U

限
扉
原
理
」
に
つ
い
て

七



「
土
地
的
条
件

1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

[超一内
国
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が
、
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
、
と
り

あ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
総
資
本
に
と

っ
て
で
な
く
、
農
業
資
本
家
に
と
っ

て
の
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
農
業
資
本

家
は
こ
の
分
だ
け
、
資
本
蓄
積
を
妨

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
差
額
地

代
に
つ
い
て
氏
は
、
「
借
地
契
約
の

満
期
時
に
お
い
て
超
過
利
潤
の
帰
属

を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
あ
い
だ
の
対
立

的
関
係
が
前
而
に
出
て
く
る
。
相
対

的
な
意
味
で
土
地
資
本
の
投
下
が
制

限
さ
れ
る
(
資
本
の
自
由
な
投
下
を

め
く
る
両
者
の
対
史
的
関
係
〉
」
と

要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は

資
本
は
平
均
利
潤
を
結
果
的
に
入
手

で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
資
本
投
下
の

自
由
は
何
ら
土
地
所
有
に
よ
っ
て
妨

げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本

の
自
由
投
下
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立

関
係
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
土
地
的

条
件
に
起
悶
す
る
超
過
利
潤
の
取
得

を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
て
、
両
者
は



「
土
地
的
条
件
U

限
界
原
理
」
に
つ
い
て
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潤の形成に参加さ

せない作用をし，
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る。こうして農業!入手し，地主は差 i
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「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

四

O 

区
別
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
絶
対
地
代
に
つ
い
て
も
、
氏
は
「
農
業
へ
の
資
本
の
自
由
な
流
入
が
絶
対
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ

る。
最
後
に
、
③
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
の
資
本
蓄
積
へ
の
影
響
で
、
そ
れ
が
差
額
地
代
に
つ
い
て
は
「
農
業
部
門
に
お
い
て
資
本
(
と
く
に
土

地
資
本
)
の
投
下
を
制
限
し
、
ひ
い
て
は
農
業
資
ド
の
蓄
積
を
お
く
ら
せ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
農
業
へ
の
資
本
投
下
の
自
由
は
存

在
す
る
が
、
た
だ
借
地
期
間
の
更
新
の
た
め
、
土
地
資
本
の
成
果
が
地
主
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
た
め
、
土
地
資
本
投
下
の
意
欲
が
制
限
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
以
上
の
諸
点
を
修
正
し
て
、
氏
の
表
示
形
成
を
か
り
て
、
私
が
表
を
作
成
す
る
な
ら
ば
、
三
九
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

最
後
に
東
井
教
授
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
土
地
的
条
件
』
は
、
最
劣
等
地
で
の
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

一
般
的
生
産
価
格
は
、
農
業
以
外
の
生
産
部
面
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

般
的

主
産
価
格
は
、

『
土
地
的
条
件
』
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

『
剰
余
価
値
学
説
』

E
の
つ

ぎ
の
規
定
は
、
明
確
で
あ
る
。

『
地
代
(
超
過
利
潤
)
の
差
額
が
多
か
れ
少
な
か
れ
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
業
を
工
業
か
ら
区
別
す
る
。
し
か
し
、
生
産
諸

条
件
の
平
均
が
市
場
価
格
を
規
定
し
、
そ
う
し
て
こ
の
平
均
以
下
に
あ
る
生
産
物
の
価
格
を
、
そ
の
価
格
ー
ー
ま
た
は
さ
ら
に
価
値
1

1

け
っ
し
て
土
地
に
で
は
な
く
、
競
争
に
、
資
本
制
生
産
に
、

以
上
に
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

基
づ
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
れ

は
、
自
然
法
則
で
な
く
社
会
的
法
則
な
の
で
あ
る
』
〔
吋
官
。
片
山

3
・口・

g
h
g・
国
民
文
庫
(
大
島
・
時
、
芥
訳
)
①
一
六
七
ペ
ー
ジ
。
円
全
集
』
(
時

永
訳
)
第
二
六
巻
第
二
分
冊
、

一
一
四
ペ
ー
ジ
。
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
〕
。

し
た
が
っ
て

『
土
地
的
条
件
H

限
界
原
理
』
説
に
は
同
意
し
が
た
い
の
で
あ
る
に

(
三
五
六
ペ
ー
ジ
〉



右
で
教
授
が
「
『
土
地
的
条
件
一
は
、
最
劣
等
地
で
の
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、

般
的
生
産
価
格
は
、
農
業
以
外
の
生
産
部
面
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
全
く
正
し
い
が
、
こ

の
こ
と
は
、
最
劣
等
地
、

つ
ま
り
「
土
地
的
条
件
」
が
相
対
的
に
ゼ
ロ
で
あ
る
と
こ
ろ
で
、

一
般
的
生
産
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
と
と

な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
劣
等
地
、

つ
ま
り
土
地
的
条
件
(
豊
度
お
よ
び
位
置
の
優
位
〉
の
相
対
的
に
ゼ
ロ
の
土
地
で
の
経
営
(
但
し
資

本
的
条
件
は
農
業
の
標
準
)
の
も
と
で
一
般
的
生
産
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

工
業
部
面
で
平
均
利
潤
が
形
成
さ
れ
、

し
た
が

っ
て
一
般
的
生
産
価
格
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
何
も
土
地
的
条
件
が
差
額
地
代
の
形
成
に
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

学
説
史
』

E
の
東
井
教
授
の
引
用
さ
れ
た
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
、
「
地
代
の
差
額
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
同
じ
大
き
さ
の
面
積
の

土
地
に
対
す
る
等
し
い
資
木
投
下
の
ぼ
あ
い
に
は
、
自
然
的
豊
度
の
差
異

i
ー
と
く
に
ま
ず
主
要
食
料
た
る
パ
ン
を
供
給
す
る
生
産
物
に

マ
ル
ク
ス
は
、

『
剰
余
価
値

つ
い
て
の
、

そ
の
差
異
ー
ー
か
ら
説
明
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。

一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
に
「
土
地
的
条
件
」
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
差
額
地
代
の
説
明
に
は
、

「
土
地
的
条
件
」
は
不
可
欠

の
要
因
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
教
授
は
、

マ
ル
ク
ス
が
、
差
額
地
代
の
説
明
で
、

「
そ
れ
は
、
自
然
法
則
で
な
く
社
会
的
法
則
な
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る

占
山
か
ら
、

「
土
地
的
条
件
」
の
役
割
を
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
社
会
的
法
則
」
と
は
『
資
本

論
』
の
「
差
額
地
代
」
、
と
く
に
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
説
明
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て

「
市
場
価
値
の
規
定
」

と
の
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
同
じ
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
社
会
的
法
則
」

H

「
市
場
価
値
法
則
」
は
決
し
て
「
土
地
的
条
件
」
を
排
除
し
な

L、
Q 

「
土
地
的
条
件
一
が
「
市
場
価
値
規
定
」
で
一
定
の
役
割
を
演
じ
、

そ
の
結
果
優
等
地
に
差
額
地
代
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

四



一
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て

四

東
井
教
授
の
場
合
に
な
ぜ
マ
ル
グ
ス
の
い
う
「
自
然
法
則
で
は
な
く
社
会
的
法
則
で
あ
る
」
と
い
う
点
か
ら
「
し
た
が
っ
て
『
土
地
的

条
件
U
限
界
原
理
』
説
に
は
同
意
し
が
た
い
」
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
社
会
的
法
則
」
で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
条
件
は
無
関
係
で
あ
る
、

と
短
絡
的
に
考
え
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も

「
土
地
的
条
件
リ
限
界
原
理
」
説
と
は
、
当
初
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
立
場
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
に
あ
っ
て
は
、

つ
ね
に
「
平
均

原
理
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
農
産
物
に
関
し
て
は
「
限
界
原
理
」
を
採
用
し
た
、

つ
ま
り
最
劣
等
地
の
生
産
物
の
個
別
的
価
値
(
絶

対
地
代
論
段
階
〉
が
市
場
価
値
を
規
定
し
、
こ
の
市
場
価
値
が
市
場
価
格
を
規
制
す
る
、

と
い
う
見
解
に
対
し
、

そ
れ
は
「
平
均
原
理
」
の

否
定
で
あ
り
「
限
界
原
理
」
で
あ
る
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
価
値
論
は
崩
壊
し
た
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、

教
授
の
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
マ
ル
ク
ス
批
判
に
よ
っ
て
は
決
し
て
マ
ル
ク
ス
の
「
平
均
原
理
」
が
「
限
界

原
理
」
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

に
も
貫
徹
与
に
い
る
こ
と
、

戸

c
'
-

、

水
/
中
/

「
資
本
的
条
件
」
で
の
「
平
均
原
理
」
は
農
産
物
の
価
値

「
土
地
的
条
件
」
に
つ
い
て
の
み
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
生
産
物
の
市
場
価
値
規
定
に
お
い
て
は
「
土
地
的
条
件
H
限
界
原
理
」
と
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
う
理
解
す
る
こ
と
が
正
し
い
の
で
あ
る
。




