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古
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埼
玉
工
大
研
究
紀
要

問
題
の
提
起

私
は
、
か
つ
て
墨
家
に
お
い
て
、
男
は
耕
し
女
は
紡
ぐ
、
と

い
う
性
の
相
違
に
よ
る
分
業
は
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

農
、
工
、
商
の
三
者
を
取
り
上
げ
て
の
分
業
、
農
業
と
工
業
（
手

工
業
）
と
の
分
離
と
両
者
を
媒
介
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
商
業

と
か
か
わ
る
分
業
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
、

た
と
え
ば
「
墨
子
」
非
楽
上
篇
に

王
公
大
人
、
つ
と
に
朝
し
お
そ
く
退
き
、
獄
を
聴
き
政
を

治
む
。
こ
れ
そ
の
分
事
な
り
。
士
君
子
、
股
肱
の
力
を
蝿
し
、

そ
の
思
慮
の
智
を
頁
し
、
内
は
官
府
を
治
め
、
外
は
関
市
山

林
沢
梁
の
利
を
収
赦
し
、
以
て
倉
廩
府
庫
を
実
す
。
こ
れ
そ

の
分
事
な
り
。
農
夫
、
つ
と
に
出
て
暮
に
入
り
、
耕
稼
樹
芸

し
て
、
多
く
叔
栗
を
聚
む
。
こ
れ
そ
の
分
事
な
り
。
婦
人
、

つ
と
に
興
き
夜
に
森
ね
、
紡
績
織
維
し
て
、
多
く
麻
糸
葛
緒

を
治
め
、
布
繰
を
梱
る
。
こ
れ
そ
の
分
事
な
り
。

「
孟
子
」
の
分
業
論
試
論

ｌ
中
国
古
代
に
お
け
る
分
業
論
の
二
つ
の
類
型
Ｉ

と
あ
る
記
述
に
基
づ
き
つ
つ
確
認
し
た
。
男
は
耕
し
女
は
紡
ぐ
、

と
い
う
家
族
と
い
う
形
式
で
一
体
化
し
、
生
産
に
他
者
の
労
働

の
介
入
を
必
要
と
し
な
い
農
民
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
「
商
」

と
い
う
他
者
の
存
在
は
不
要
で
あ
る
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
こ
の

確
認
を
ふ
ま
え
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
墨
家
に
お
い
て
財
の
交
換

が
、
た
と
え
ば
「
兼
相
愛
交
相
利
」
と
い
う
形
式
で
構
想
さ
れ

①

て
い
る
こ
と
が
、
問
題
と
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
さ
い
、

墨
家
と
の
対
比
に
お
い
て
「
孟
子
」
の
分
業
に
か
か
わ
る
言
説

に
も
少
し
く
触
れ
た
が
、
小
稿
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
孟
子
」
の

分
業
論
を
中
心
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
論
じ
て
い
き
た
い
・

孟
子
の
分
業
論
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
る
前
に
本
稿
に
お

い
て
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
「
商
」
な
る
語
が
、
交
易
に
か
か

わ
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て

お
き
た
い
。

「
商
」
な
る
語
が
、
そ
の
よ
う
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

園

本

光

生
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に
つ
い
て
は
、
亡
国
の
段
民
、
す
な
わ
ち
「
商
」
人
が
亡
国
の

後
、
交
易
に
従
事
し
た
が
ゆ
え
に
「
商
」
が
そ
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
も
あ
る
が
、
そ
の
説
は
根
拠
に

乏
し
い
。
「
商
」
に
は
「
賞
」
の
意
が
あ
り
、
代
償
、
償
贈
の
た

め
に
「
賞
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
に
そ
の
こ
と
が

形
式
化
し
て
、
商
行
為
を
意
味
す
る
も
の
に
な
っ
た
、
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
商
」
の
原
義
、
「
は
か
る
」

の
意
か
ら
二
つ
の
も
の
の
価
値
を
比
べ
て
は
か
る
、
さ
ら
に
「
交

換
す
る
」
と
い
う
意
味
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な

②い○

①
拙
槁
「
『
墨
子
』
に
お
け
る
財
の
交
換
」
（
「
東
洋
の
思
想
と

宗
教
」
第
九
号
一
九
九
二
年
）
。

②
「
商
人
」
の
概
念
を
亡
国
の
段
民
と
の
か
か
わ
り
で
把
握

す
る
考
え
方
を
小
島
祐
馬
が
「
原
商
」
（
「
東
亜
経
済
研
究
」

二
○
’
三
一
九
三
六
年
）
で
示
し
、
「
漢
字
語
源
辞
典
」
（
藤

堂
明
保
学
生
社
一
九
六
五
年
）
三
四
三
ペ
ー
ジ
に
も
そ

う
し
た
説
明
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
へ
の
批
判

を
、
徐
復
観
「
封
建
政
治
社
会
的
崩
潰
及
典
型
専
制
政
治
的

成
立
第
三
章
在
封
建
社
会
解
体
中
、
国
人
階
層
的
発
展

（
１
）
『
商
』
義
探
源
」
が
述
べ
て
い
る
（
同
氏
著
「
周
秦
漢

孟
子
の
分
業
論

周
知
の
よ
う
に
「
孟
子
」
滕
文
公
上
篇
に
は
、
「
神
農
の
言
」

を
奉
ず
る
許
行
の
徒
、
陳
相
と
孟
子
と
の
対
話
が
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
引
用
す
る
（
Ａ
と
す
る
）
。

神
農
の
言
を
為
す
者
に
許
行
な
る
も
の
有
り
。
楚
よ
り
滕

に
之
き
、
門
に
踵
し
て
文
公
に
告
げ
て
曰
く
「
遠
方
の
人
、

君
、
仁
政
を
行
う
を
聞
く
。
願
く
ば
一
座
を
受
け
て
眠
と
為

ら
ん
。
」
文
公
、
こ
れ
に
処
を
與
う
。
そ
の
徒
数
十
人
、
み
な

褐
を
衣
、
厩
を
梱
り
、
席
を
織
り
以
て
食
を
為
す
。

陳
良
の
徒
陳
相
、
そ
の
弟
辛
と
と
も
耒
組
を
負
い
、
宋
よ

り
滕
に
之
き
、
曰
く
「
君
、
聖
人
の
政
を
行
う
と
聞
く
。
こ

れ
亦
聖
人
な
り
。
願
く
ば
聖
人
の
眼
と
為
ら
ん
。
」
陳
相
、
許

行
に
見
え
て
大
い
に
悦
び
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
学
を
棄
て
て

学
ぶ
。

陳
机
、
孟
子
に
見
え
、
許
行
の
言
を
道
い
て
曰
く
「
滕
君
、

則
ち
誠
に
賢
君
な
り
。
し
か
り
と
錐
も
い
ま
だ
道
を
聞
か
ざ

る
な
り
。
賢
者
は
民
と
と
も
に
並
耕
し
て
食
し
、
甕
喰
し
て

政
治
社
会
結
構
之
研
究
」
所
収
学
生
書
局
一
九
七
四

年
）
・
本
文
中
に
述
べ
た
解
釈
に
つ
い
て
は
、
白
川
静
「
字
統
」

（
平
凡
社
一
九
八
四
年
）
を
参
照
し
た
。
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治
む
。
今
、
滕
に
倉
廩
府
庫
有
り
。
則
ち
こ
れ
民
に
腐
り
て

以
て
自
ら
養
う
な
り
。
悪
ん
ぞ
賢
な
る
を
得
ん
。
」

孟
子
曰
く
「
許
子
、
必
ず
粟
を
種
え
て
し
か
る
後
食
す
る

か
。
」〔

陳
相
〕
曰
く
「
然
り
・
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
許
子
、
必
ず
布
を
織
り
て
し
か
る
後
に
衣

す
る
か
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
否
。
許
子
、
褐
を
衣
る
・
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
許
子
、
冠
す
る
か
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
冠
す
。
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
な
に
を
か
冠
す
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
素
を
冠
す
。
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
自
ら
こ
れ
を
織
る
か
。
」

〔
陳
相
〕
Ｈ
く
「
否
。
粟
を
以
て
こ
れ
に
易
う
。
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
許
子
、
な
ん
す
れ
ぞ
自
ら
織
ら
ざ
る
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
耕
に
害
あ
れ
ば
な
り
。
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
許
子
、
釜
甑
を
以
て
饗
ぎ
、
鉄
を
以
て
耕

す
か
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
然
り
・
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
自
ら
こ
れ
を
為
す
か
。
」

〔
陳
相
〕
川
く
「
否
。
粟
を
以
て
こ
れ
に
易
う
・
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
粟
を
以
て
械
器
に
易
う
こ
と
を
、
陶
冶
に

属
る
と
な
さ
ざ
れ
ば
、
陶
冶
の
亦
そ
の
械
器
を
以
て
粟
に
易

う
る
こ
と
も
、
あ
に
農
夫
に
腐
る
と
な
さ
ん
や
。
か
つ
許
子
、

な
ん
ぞ
陶
冶
を
為
さ
ざ
る
。
み
な
こ
れ
を
そ
の
宮
中
に
取
り

て
川
い
ず
し
て
、
な
ん
す
れ
ぞ
紛
紛
然
と
し
て
百
工
と
交
易

す
る
。
な
ん
ぞ
や
許
子
の
煩
を
輝
ら
ざ
る
は
。
」

〔
陳
相
〕
曰
く
「
百
工
の
事
、
も
と
よ
り
耕
し
か
つ
為
す
べ

か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」

〔
孟
子
〕
曰
く
「
然
ら
ば
則
ち
天
下
を
治
む
る
こ
と
の
み
、

ひ
と
り
耕
し
か
つ
為
す
べ
け
ん
や
。
…
…
か
つ
一
人
の
身
に

し
て
百
工
の
為
す
所
備
わ
る
。
も
し
必
ず
自
ら
為
り
て
後
こ

れ
を
用
い
ん
と
す
る
は
、
こ
れ
、
天
下
を
率
い
て
路
（
疲
）

れ
し
む
る
な
り
、
故
に
曰
く
『
或
る
も
の
は
心
を
労
し
、
或

る
も
の
は
力
を
労
す
。
』
と
。
心
を
労
す
る
も
の
は
人
を
治

め
、
力
を
労
す
る
も
の
は
人
に
治
め
ら
る
。
人
に
治
め
ら
る

る
も
の
は
人
を
食
い
、
人
を
治
む
る
も
の
は
人
に
食
わ
る
、

天
下
の
通
義
な
り
。
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
対
話
に
お
い
て
、
孟
子
は
自
給
自
足
を
主
張
す
る
陳
相

に
反
論
し
つ
つ
、
陳
州
自
身
の
口
か
ら
「
粟
を
以
て
こ
れ
（
鉄

製
農
具
）
に
易
う
」
と
い
う
言
を
引
き
出
し
て
い
る
。
相
互
の
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生
産
物
の
交
換
が
「
農
」
と
「
工
」
と
の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
、

「
農
」
の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
生
産
活
動
に
「
工
」
の
手
に

な
る
生
産
物
が
介
入
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
う
し
た
分
業
の
必
然
性
に
つ
い
て
や
は
り
陳
相
自
身
の
口
か

ら
「
農
と
工
と
を
兼
ね
る
こ
と
は
、
耕
す
に
害
が
あ
る
」
、
「
百

工
の
事
、
も
と
よ
り
耕
し
か
つ
為
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
」
と

言
わ
せ
て
い
る
。

以
上
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
農
」
と
「
工
」
と
の
生
産
物
の
相

互
交
換
は
必
然
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、

相
互
の
交
換
を
媒
介
す
る
存
在
へ
の
言
及
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
交
換
に
か
か
わ
っ
て
の
貨
幣
の
問
題
は
触
れ

①

ら
れ
て
も
い
な
い
し
、
「
農
」
・
「
工
」
と
は
区
別
さ
れ
た
、
も
っ

ぱ
ら
交
換
に
た
ず
さ
わ
る
存
在
も
そ
こ
に
は
言
及
さ
れ
て
は
な

い
。「

農
」
と
「
工
」
と
の
間
で
の
生
産
物
の
相
互
交
換
と
い
う
問

題
に
関
し
て
は
、
「
孟
子
」
滕
文
公
下
篇
に
次
の
よ
う
な
記
述
も

見
え
る
（
Ｂ
と
す
る
）
。

子
、
功
を
通
じ
事
を
易
え
、
羨
を
以
て
不
足
を
補
わ
ざ
れ

ば
、
則
ち
農
に
余
粟
あ
ら
ん
、
女
に
余
布
あ
ら
ん
。
子
、
も

し
こ
れ
を
通
さ
ば
、
則
ち
梓
匠
輪
與
、
み
な
子
に
食
を
得
ん
。

「
農
に
余
粟
あ
ら
ん
、
女
に
余
布
あ
ら
ん
」
と
い
う
句
は
、
農
民

家
族
の
男
女
間
に
見
ら
れ
る
性
別
の
分
業
、
す
な
わ
ち
自
然
的

分
業
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
農
民
と
「
梓

匠
・
輪
與
」
、
す
な
わ
ち
建
具
屋
、
大
工
、
車
輪
工
、
車
台
工
と

の
間
を
媒
介
し
て
「
功
を
通
じ
事
を
易
え
、
羨
を
以
て
不
足
を

補
う
」
機
能
が
、
「
子
」
の
機
能
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「
農
」

と
「
工
」
と
は
区
別
さ
れ
た
第
三
者
が
「
農
」
と
「
工
」
と
の

間
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
糧
を
直
接
に
は
生
産
し
な

い
「
梓
匠
輪
輿
」
も
は
じ
め
て
「
食
を
得
」
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
の
「
子
」
、
第
三
者
の
果
た
す
機
能

は
「
商
」
の
そ
れ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
孟
子

が
こ
こ
で
「
商
人
」
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
る
と
す
る
考
え
も

②

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
以
下
の
事
柄
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
側
で
、

論
理
的
に
「
子
」
、
第
三
者
が
「
商
」
だ
と
想
定
可
能
で
あ
っ
て

も
、
「
孟
子
」
そ
れ
自
体
の
記
述
に
は
「
子
は
商
の
機
能
を
果
た

す
の
だ
」
と
の
言
説
、
換
言
す
れ
ば
、
「
農
」
と
「
工
」
と
の
間

で
両
者
を
媒
介
す
る
機
能
を
一
般
的
形
式
に
お
い
て
、
た
と
え

ば
「
商
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
に
お
い
て
、
「
農
」
と
「
工
」
と
は
相
互
に
相
手
の
存

在
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
の
認
識
が
み
ら
れ
た
。
と
く
に
Ｂ
の
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記
述
に
お
い
て
は
、
「
農
」
と
「
工
」
と
の
接
触
を
媒
介
す
る
存

在
ま
で
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
を
「
農
」

と
「
工
」
と
か
ら
区
別
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
一
般
的
な
形
式

に
お
い
て
認
識
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
に
お
い
て
は
「
商
」
の
認
識
が
み
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
孟
子
が
「
商
」
に
つ
い
て
の
認
識

を
全
く
欠
落
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
梁
恵
王

上
篇
の
次
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
（
Ｃ
と
す
る
）
。

今
、
王
、
政
を
発
し
仁
を
施
さ
ば
、
天
下
の
仕
う
る
も
の

を
し
て
、
み
な
王
の
朝
に
立
た
ん
と
欲
せ
し
め
、
耕
す
も
の

を
し
て
み
な
王
の
野
に
耕
さ
ん
と
欲
せ
し
め
、
商
買
を
し
て

み
な
王
の
市
に
蔵
せ
ん
と
欲
せ
し
め
、
行
旅
を
し
て
み
な
王

の
塗
に
出
で
ん
と
欲
せ
し
め
、
天
下
の
そ
の
君
を
疾
む
も
の

を
し
て
み
な
王
に
赴
き
憩
え
ん
と
欲
せ
し
め
ん
。
も
し
か
く

の
ご
と
く
ん
ば
、
た
れ
か
よ
く
こ
れ
を
禦
め
ん
。

こ
こ
で
は
「
天
下
の
仕
う
る
も
の
」
、
「
耕
す
も
の
」
と
並
ん
で

「
商
買
」
、
「
行
旅
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
仁
政
を
施
す
王
の
も

と
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
国
か
ら
移
動
し
て
く
る
と
さ
れ
る
。
「
商

買
」
、
「
行
旅
」
が
「
天
下
の
仕
う
る
も
の
」
、
「
耕
す
も
の
」
と

並
ん
で
同
等
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
意

し
た
い
こ
と
は
、
「
耕
す
も
の
」
、
す
な
わ
ち
農
民
、
常
識
的
に

は
土
地
に
束
縛
さ
れ
、
「
移
動
の
自
由
」
を
も
た
な
い
と
想
定
さ

れ
る
農
民
が
移
動
し
得
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
孟

子
に
あ
っ
て
、
農
民
が
「
移
動
の
自
由
」
を
持
つ
と
さ
れ
る
の

は
、
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
滕
文
公
上
篇
に
「
陳
良

の
徒
陳
相
、
そ
の
弟
辛
と
と
も
に
耒
紹
を
負
い
、
宋
よ
り
滕
に

之
く
・
」
あ
る
い
は
滕
文
公
下
篇
に
「
士
の
仕
う
る
は
、
な
お
農

夫
の
耕
す
が
ご
と
し
。
農
夫
、
あ
に
そ
の
彊
を
出
ず
る
が
た
め

に
、
そ
の
耒
組
を
舎
て
ん
や
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
農
民
に
つ
い
て
こ
う
し
た
「
移
動
の
自
由
」
が
構

想
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
い
は
「
耕
す
も
の
」
の
存
在
様
態
を
「
商

買
」
、
「
行
旅
」
の
存
在
様
態
か
ら
の
類
推
に
お
い
て
把
握
し
て

い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

同
様
の
発
想
は
公
孫
丑
上
篇
の
次
の
箇
所
に
も
み
ら
れ
る

（
Ｄ
と
す
る
）
。

賢
を
尊
び
能
を
使
い
、
俊
傑
位
に
在
れ
ば
、
則
ち
天
下
の

士
、
み
な
悦
び
て
そ
の
朝
に
立
た
ん
こ
と
を
願
う
。
市
、
塵

し
て
征
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
商
、
み
な
悦
び
て
そ
の
市

に
蔵
せ
ん
こ
と
を
願
う
。
関
、
識
ぶ
れ
ど
も
征
せ
ざ
れ
ば
、

則
ち
天
下
の
旅
、
み
な
悦
び
て
そ
の
路
に
出
で
ん
こ
と
を
願

う
。
耕
す
も
の
、
助
し
て
悦
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
農
、

み
な
悦
び
て
そ
の
野
に
耕
さ
ん
こ
と
を
願
う
。
塵
、
夫
里
の
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布
無
け
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
民
、
こ
れ
が
蝦
と
な
ら
ん
こ
と

を
願
う
。
ま
こ
と
に
よ
く
こ
の
五
者
を
行
わ
ば
、
則
ち
隣
国

の
民
、
こ
れ
を
仰
ぐ
こ
と
父
母
の
ご
と
し
。
そ
の
子
弟
を
率

い
て
、
そ
の
父
母
を
攻
め
る
は
、
生
民
有
り
て
よ
り
以
来
、

い
ま
だ
よ
く
済
す
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
。
か
く
の
ご
と
け
れ

ば
、
則
ち
天
下
に
敵
無
し
。
天
下
に
敵
無
き
も
の
、
天
吏
な

り
。
し
か
り
し
こ
う
し
て
王
た
ら
ざ
る
も
の
、
い
ま
だ
こ
れ

有
ら
ざ
る
な
り
。

③

こ
こ
で
も
「
士
」
「
商
」
「
旅
」
「
農
」
「
民
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
移

動
の
自
由
」
を
持
つ
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
こ
の
五
者
」

を
行
う
者
（
王
）
の
も
と
へ
移
動
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ

で
「
旅
」
と
「
民
」
と
は
分
業
論
的
観
点
か
ら
の
分
類
と
は
言

え
ず
、
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
国
は
、
「
仁
政
」
を
施
す

王
の
も
と
で
、
同
等
の
地
位
を
持
つ
三
者
、
す
な
わ
ち
「
士
」

「
商
」
「
農
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、
Ｃ
・
Ｄ
の
記
述
に
お

い
て
「
工
」
の
存
在
と
機
能
へ
の
言
及
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
孟
子
に
お
い
て
「
工
」
は
「
移
動
の
自
由
」
を

持
た
な
い
、
そ
の
意
味
で
「
農
」
や
「
商
」
と
は
「
王
」
と
の

関
係
に
お
い
て
質
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か
、
隷
属
度
の
き

わ
め
て
強
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
示

唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
梁
恵
王
上
篇
の
次
の
記
述

孟
子
、
斉
の
宣
王
に
請
い
て
曰
く
「
巨
室
を
為
ら
ん
と
せ

ば
、
則
ち
必
ず
工
師
を
し
て
大
木
を
求
め
し
む
。
工
師
大
木

を
得
ば
、
則
ち
王
喜
ぴ
て
以
て
よ
く
そ
の
任
に
勝
え
た
り
と

な
さ
ん
。
匠
人
断
り
て
こ
れ
を
小
さ
く
せ
ば
、
則
ち
王
怒
り

て
以
て
そ
の
任
に
勝
え
ず
と
な
さ
ん
。
…
・
・
・
今
、
こ
こ
に
瑛

玉
あ
ら
ん
に
、
万
鑑
な
り
と
雌
も
、
必
ず
玉
人
を
し
て
こ
れ

を
彫
琢
せ
し
め
ん
。

は
、
一
面
に
お
い
て
「
工
」
の
「
専
門
性
」
の
強
調
で
あ
る
と

④

と
も
に
、
「
工
」
が
王
の
管
理
下
に
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る

と
い
え
、
上
述
の
想
定
と
も
関
連
し
よ
う
。
し
か
し
、
Ａ
・
Ｂ

の
「
工
」
は
「
農
」
は
、
た
と
え
ば
粟
と
鉄
製
農
具
と
を
交
易

す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
王
に
隷
属
し
て
は
お
ら

ず
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
孟
子

の
言
う
「
工
」
は
、
「
王
」
に
隷
属
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
そ

こ
か
ら
自
由
で
「
農
」
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
の
か
を
基
準
に

し
て
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ｃ
・
Ｄ
に
お
い
て
、
「
農
」
「
商
」
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の

「
工
」
へ
の
言
及
が
な
い
と
す
れ
ば
、
王
の
「
仁
政
」
の
も
と

で
「
農
」
の
再
生
産
は
自
己
完
結
性
を
帯
び
て
お
り
、
他
者
、

た
と
え
ば
「
工
」
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
し
て
成
立
す
る
こ
と
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に
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
「
農
」
の
み
存
在
し
て
、
「
工
」
が
存

在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
「
商
」
は
い
か
な
る
二
者
を
媒
介
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
も
そ
も
媒
介
す
べ
き
二
端
の
う
ち
の
一
端
が

欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
「
商
」
の
機
能
の
必

要
と
さ
れ
る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
「
商
」
の
存
在
根
拠

そ
れ
自
体
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
「
商
」
の
存
在
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
上
引
の
二
箇
所
に
お
い
て
、
た
ん
に
「
士
」
「
農
」
「
商
」

が
並
列
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
た
と
え
ば
「
農
」
の

再
生
産
に
と
っ
て
の
「
商
」
の
存
在
の
必
然
性
、
換
言
す
れ
ば

「
農
」
と
「
商
」
と
の
相
互
関
連
が
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も

当
然
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
・
Ｄ
の
箇
所
に
お
い
て
「
農
」
と
「
商
」

と
は
王
の
「
仁
政
」
の
も
と
に
あ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
「
農
」
の
生
産
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
内
在
す

る
理
由
か
ら
「
商
」
の
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
れ
と
相
互
関
係

を
結
び
、
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
対
比
し
て
、

Ａ
・
Ｂ
に
お
い
て
「
農
」
と
「
工
」
と
の
か
か
わ
り
そ
れ
自
体

に
は
「
王
」
の
介
入
の
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
孟
子
の
分
業
論
に

は
二
つ
の
類
型
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一

の
そ
れ
は
、
Ａ
・
Ｂ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
農
」
と
「
工
」
と

が
生
産
物
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
関
連
す
る
、
自

己
の
再
生
産
に
と
っ
て
相
手
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
の

認
識
を
示
す
分
業
論
、
た
だ
し
そ
こ
に
は
「
農
」
と
「
工
」
と

を
媒
介
す
る
機
能
へ
の
認
識
が
一
般
的
形
式
に
ま
で
高
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
「
商
」
な
る
概
念
（
こ
の
「
商
」
の
概

念
は
後
述
す
る
第
二
の
類
型
の
分
業
論
に
お
け
る
「
商
」
の
概

念
、
「
工
」
の
概
念
を
欠
如
さ
せ
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
必
要
と

し
な
い
「
商
」
の
概
念
、
と
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
）
は
い
ま

だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
そ
れ
は
、
Ｃ
・
Ｄ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
王
の
「
仁
政
」

の
も
と
で
「
農
」
と
「
商
」
と
「
士
」
と
が
、
相
互
に
関
連
を

持
た
ず
、
無
媒
介
に
並
存
し
て
い
る
分
業
論
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
分
業
論
は
「
工
」
へ
の
認
識
を
欠
如
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
農
」
の
生
産
の
あ
り
方
は
自
己
完
結
的
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
論
理
的
に
言
え
ば
、
「
商
」
の
存
在
の
必
然
性
は
な
い
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
孟
子
の
分
業
論
に
お
い
て
、
第
一
の
そ
れ
と

第
二
の
そ
れ
と
は
、
た
が
い
に
関
連
し
て
は
い
な
い
、
以
上
の

よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
分
業
論
が
「
孟
子
」

に
並
存
し
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
こ
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で
こ
の
こ
と
に
少
し
触
れ
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
．
Ｄ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
話
の
な
さ
れ
た
背
景
、
他

域
の
文
化
差
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
は
小
国
滕
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
た
陳
相

と
の
対
話
で
あ
り
、
Ｂ
も
滕
文
公
下
篇
に
み
ら
れ
る
記
述
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
対
話
内
容
は
と
も
に
滕
の
事
情
を
反
映

し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
Ｃ
・
Ｄ
の
う
ち
、
Ｃ
は
、

孟
子
と
斉
の
宣
王
と
の
対
話
、
Ｄ
は
斉
の
人
、
公
孫
丑
に
か
か

わ
る
篇
中
の
記
述
で
あ
り
、
Ｃ
・
Ｄ
の
対
話
内
容
は
と
も
に
大

国
斉
の
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
「
孟
子
」
の
う
ち
に
二
つ
の
事
な
る
分
業
論
が
並
存
し

て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
話
の
な
さ
れ
た
場
、
滕
と
斉
と

の
経
済
の
発
展
度
合
い
の
差
異
を
も
含
め
た
文
化
差
に
起
因
す

６

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
全
漢
昇
「
中
古
自
然
経
済
」
（
中
央
研
究
院
歴
史
言
語
研
究
所

集
刊
第
十
一
九
四
一
年
）
に
そ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

②
王
興
業
「
管
仲
対
孟
子
経
済
思
想
的
影
響
」
（
「
管
子
研
究
」

第
一
輯
所
収
山
東
人
民
出
版
社
一
九
八
七
年
）
の
八
○

ペ
ー
ジ
に
「
『
子
』
指
学
生
彰
更
、
在
這
里
仮
定
為
商
人
」
と
あ

う
〈
》
○

分
業
論
の
二
つ
の
類
型

以
上
、
孟
子
の
分
業
論
を
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
二
つ

の
異
な
る
類
型
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
他
の
思
想

文
献
に
み
ら
れ
る
分
業
論
を
分
析
す
る
さ
い
の
手
掛
か
り
と
し

て
用
い
る
べ
く
、
こ
の
二
つ
の
類
型
に
つ
い
て
、
よ
り
一
般
的

な
形
に
定
式
化
し
て
お
き
た
い
。

分
化
さ
れ
た
各
部
分
が
相
互
に
関
係
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再

③
小
倉
芳
彦
「
諸
子
百
家
論
」
（
講
座
世
界
歴
史
古
代
四
所
収

岩
波
書
店
一
九
七
○
年
）
の
二
○
○
ペ
ー
ジ
に
み
え
る
よ
う

に
、
「
旅
」
「
行
旅
」
に
つ
い
て
は
、
修
辞
上
の
理
由
か
ら
「
商
」

を
「
商
」
と
「
旅
」
と
に
分
け
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
王

興
業
は
、
前
掲
論
文
七
九
ペ
ー
ジ
で
「
旅
」
「
行
旅
」
を
「
過
路

的
商
人
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

④
こ
の
指
摘
は
石
母
田
正
「
古
代
社
会
と
手
工
業
の
成
立
」
（
同

氏
著
「
日
本
古
代
国
家
論
第
一
部
」
岩
波
書
店
一
九
七
三

年
）
の
四
二
ペ
ー
ジ
に
見
え
る
。

⑤
前
掲
拙
稿
で
は
、
分
業
論
に
か
か
わ
る
孟
子
の
多
様
な
言
説

を
統
一
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
言

説
の
な
さ
れ
た
「
場
」
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
統
一
的
に
解
釈

し
よ
う
と
い
う
指
向
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。



35 I~孟子」の分業論試論

生
産
に
と
っ
て
、
他
の
部
分
の
介
入
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い

う
内
容
を
言
説
の
う
ち
に
含
む
分
業
論
、
た
と
え
ば
そ
の
言
説

の
う
ち
に
「
農
」
と
「
工
」
と
の
相
互
関
連
・
交
易
に
つ
い
て

の
議
論
の
あ
る
分
業
論
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
分
業
論
と
し
て
以

上
の
ご
と
き
分
業
論
が
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
に
お
い
て
、

「
商
」
が
部
分
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、

と
り
あ
え
ず
問
題
で
は
な
い
。
問
題
に
す
べ
き
は
、
各
部
分
そ

れ
自
体
の
生
産
活
動
に
他
の
部
分
の
生
産
活
動
の
介
入
が
、
必

要
不
可
欠
か
否
か
、
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
タ
イ
プ
の
分
業
論
は
以
下
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

分
化
さ
れ
た
各
部
分
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
分
化

さ
れ
た
各
部
分
が
、
互
い
に
相
互
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
と
し

て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
、
換
言
す
れ
ば
、
各
部
分
の
有
機
的
結

合
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
部
分
の
存
在
を

前
提
と
せ
ず
、
そ
れ
ら
と
の
つ
な
が
り
な
し
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部

分
は
自
己
完
結
的
に
孤
立
化
し
て
存
在
す
る
。
従
っ
て
こ
の
タ

イ
プ
の
分
業
論
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
「
工
」
が
語
ら
れ
ず
し

て
「
商
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
そ
こ
に
は
何
の
問
題
も

な
い
。
「
商
」
は
、
た
だ
「
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
根

拠
が
他
の
部
分
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
「
工
」
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も

ま
た
何
の
問
題
で
も
な
い
。
「
工
」
は
た
だ
「
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
「
な
く
」
と
も
、
他
の
部
分
に
何
の
影
響
も
及
ぼ

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
分
業
論
の
典
型
と
し
て
、
「
管
子
」
小
匡
篇
の

以
下
の
記
述
を
挙
げ
よ
う
。

桓
公
曰
く
「
民
の
居
を
定
め
、
民
の
事
を
成
す
こ
と
、
い

か
ん
。
」

管
子
対
え
て
曰
く
「
士
農
工
商
の
四
民
は
、
国
の
石
民
な

り
。
雑
処
せ
し
む
く
か
ら
ず
。
雑
処
す
れ
ば
、
則
ち
そ
の
言

は
唯
、
そ
の
事
は
乱
る
。
是
の
故
に
、
聖
王
の
士
を
処
す
る

や
、
必
ず
間
黄
に
就
か
し
め
、
農
を
処
す
る
や
、
必
ず
田
野

に
就
か
し
め
、
工
を
処
す
る
や
、
必
ず
官
府
に
就
か
し
め
、

商
を
処
す
る
や
、
必
ず
市
井
に
就
か
し
む
・
」

こ
こ
は
「
士
」
「
農
」
「
工
」
「
商
」
の
四
民
が
「
国
の
石
民
」
と

し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
四
者
は
互
い
に
雑
処

し
て
は
な
ら
ず
、
互
い
に
隔
離
さ
れ
て
は
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
四
民
の
相
互
関
係
が
語

ら
れ
て
お
ら
ず
、
四
民
の
そ
れ
ぞ
れ
は
各
個
に
直
接
に
「
聖
王
」

と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
タ
イ
プ
の
分
業
論
に
つ
い
て
、
孟
子
の
分
業
論
以
外

に
も
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
時
代
は
は
る
か
に
後
に
な
る
が
、
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「
塩
鉄
論
」
の
御
史
大
夫
は
、
本
議
篇
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ザ
〈
》
Ｏ

大
夫
曰
く
「
古
の
川
家
を
立
つ
る
も
の
、
本
末
の
途
を
開

き
、
有
無
の
用
を
通
ず
。
市
・
朝
以
て
そ
の
求
め
を
一
に
し
、

市
民
を
致
し
、
万
貨
を
聚
め
、
農
工
商
の
師
、
お
の
お
の
欲

す
る
所
を
得
、
交
易
し
て
退
く
。
易
に
曰
く
『
そ
の
変
を
通

じ
、
民
を
し
て
倦
ま
し
む
・
』
と
。
故
に
工
出
さ
ざ
れ
ば
、
則

ち
農
用
乖
く
。
商
出
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
宝
貨
絶
ゆ
。
農
用
乏

し
け
れ
ば
、
則
ち
穀
殖
え
ず
。
宝
貨
絶
ゆ
れ
ば
、
則
ち
財
用

直
し
。
故
に
塩
鉄
・
均
輪
は
、
委
財
を
通
じ
て
緩
急
を
調
う

る
所
以
な
り
。
こ
れ
を
罷
む
る
は
便
な
ら
ず
。
」

あ
る
い
は
ま
た
水
旱
篇
に

大
夫
曰
く
「
今
、
県
官
農
器
を
鋳
し
、
民
を
し
て
本
を
務

め
、
末
を
営
ま
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
俄
寒
の
累
な
し
。
塩

鉄
何
の
害
あ
っ
て
罷
め
ん
。
」

と
も
述
べ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
御
史
大
夫
の
認
識
は
、
以
下
の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
。

農
業
生
産
（
「
本
」
）
に
と
っ
て
鉄
製
農
具
は
必
要
に
し
て
不

可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
農
民
自
身
に
よ
っ
て
生
産
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
工
」
な
い
し
「
県
官
」
の
手
に
な
り
、

「
商
」
な
い
し
「
県
官
」
そ
れ
自
身
の
媒
介
を
経
て
、
農
民
に

わ
た
る
、
こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。
「
農
」
の
生
産
活
動
は
、

自
己
完
結
的
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
他
者
の
生
産

活
動
の
成
果
の
介
入
を
待
っ
て
は
じ
め
て
完
結
す
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
農
」
の
生
産
活
動
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
に
認
識

す
る
の
は
、
「
塩
鉄
諭
」
に
お
い
て
、
御
史
大
夫
の
側
ば
か
り
で

は
な
い
。
か
れ
ら
と
対
立
す
る
文
学
・
賢
良
の
徒
の
側
も
ま
た
、

そ
う
し
た
認
識
を
示
す
の
で
あ
る
。
文
学
に
あ
っ
て
は
「
鉄
器

な
る
も
の
、
農
夫
の
死
士
な
り
」
（
禁
耕
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
賢

良
は
水
旱
篇
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

農
、
天
下
の
大
業
な
り
。
鉄
器
、
民
の
大
用
な
り
。
器
用

便
利
な
れ
ば
、
則
ち
力
を
用
う
る
こ
と
少
な
く
し
て
作
を
得

る
こ
と
多
く
、
農
夫
、
事
を
楽
し
み
功
を
勧
む
。
用
具
わ
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
田
陦
荒
れ
て
、
穀
殖
え
ず
、
力
を
用
う
る
こ

と
鮮
く
し
て
、
功
、
お
の
ず
か
ら
半
な
り
。
器
、
便
と
不
便

と
、
そ
の
功
た
が
い
に
十
に
し
て
倍
す
る
な
り
。

さ
ら
に（

も
し
、
鉄
器
の
製
造
流
通
を
国
家
統
制
で
は
な
く
民
間
の

自
由
に
ま
か
せ
れ
ば
）
家
人
相
一
し
、
父
子
力
を
致
せ
、
お

の
お
の
努
め
て
善
器
を
つ
く
る
。
器
の
善
か
ら
ざ
る
も
の
、

農
事
を
集
~
（
成
）
さ
ざ
れ
ば
な
り
。
急
（
「
故
」
か
？
）
に
軌
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連
し
て
こ
れ
を
肝
阻
の
間
に
術
ぐ
れ
ば
、
民
、
相
与
に
市
買

し
、
財
貨
・
五
穀
を
以
て
、
新
と
弊
と
を
易
貿
し
、
あ
る
い

は
と
き
に
貰
す
る
を
得
れ
ば
、
民
、
作
業
を
棄
て
、
田
器
を

置
か
ず
し
て
、
お
の
お
の
欲
す
る
所
を
得
て
、
更
絲
省
約
せ

ら
る
。

と
も
言
い
、
ま
た

古
、
千
室
の
邑
、
百
乗
の
家
、
陶
冶
工
商
、
四
民
の
求
め

は
、
以
て
相
更
う
る
に
足
れ
り
。
故
に
農
民
は
畦
畝
を
離
れ

ず
し
て
、
田
器
に
足
り
、
工
人
は
斬
伐
せ
ず
し
て
、
材
木
に

足
り
、
陶
冶
は
田
を
耕
さ
ず
し
て
、
粟
米
に
足
る
。
百
姓
お

の
お
の
そ
の
便
を
得
て
、
上
に
事
な
し
。

と
し
て
、
農
民
に
と
っ
て
の
「
大
用
」
に
し
て
「
決
死
の
士
」

で
あ
る
鉄
製
農
具
は
、
他
者
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
、
農
民
は
そ

れ
を
交
易
に
よ
っ
て
入
手
す
る
、
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
「
農
」
の
生
産
活
動
に
と
っ
て
、

鉄
製
農
具
は
他
者
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生

産
過
程
に
他
者
の
介
入
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
農
」
の
生
産

活
動
は
可
能
な
の
だ
、
文
学
・
賢
良
の
徒
も
ま
た
以
上
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
塩
鉄
論
」
の
論
争
の
当
事
者
た
ち
が
、
農
民
と
鉄
製
農
具
と

の
関
連
に
つ
い
て
こ
う
し
た
認
識
を
抱
い
て
い
た
以
上
、
そ
こ

お

わ

り

に

小
稿
は
、
ま
ず
孟
子
の
分
業
論
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
こ
に

二
つ
の
類
型
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
戦
国
か
ら
漢

代
に
か
け
て
の
分
業
に
か
か
わ
る
議
論
を
、
こ
の
二
類
型
を
モ

デ
ル
に
整
理
し
て
い
く
こ
と
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
時
代
性
の

無
視
を
あ
え
て
冒
し
つ
つ
、
「
管
子
」
小
匡
篇
及
び
「
塩
鉄
論
」

を
例
に
挙
げ
、
論
じ
て
み
た
。
そ
の
意
味
で
小
稿
は
、
あ
く
ま

で
一
つ
の
試
論
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
「
筍
子
」
に
見
え
る
抑
商

論
を
並
存
さ
せ
た
分
業
論
を
分
析
す
る
に
つ
い
て
、
こ
の
二
類

型
の
モ
テ
ル
は
有
効
に
機
能
し
得
る
の
か
、
「
商
君
書
」
に
見
ら

①

れ
る
重
農
抑
商
論
と
「
堀
鉄
論
」
禁
耕
・
復
古
篇
の
御
史
大
夫

の
主
張
に
み
ら
れ
る
抑
商
論
と
を
比
較
し
つ
つ
、
分
析
す
る
さ

い
に
も
、
有
効
性
を
発
揮
し
得
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
今

後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
の
類
型
の
分
業
論
と
第
二
の
そ
れ
と
は
、
以
下

に
示
す
二
つ
の
タ
イ
プ
の
交
換
と
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
第
一
は
、
共
同
体
内
部
で
の
成
員
相
互
の
交
換
、

第
二
は
、
共
同
体
な
い
し
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と
他
の
共
同

に
見
ら
れ
る
分
業
論
は
、
明
ら
か
に
第
一
の
類
型
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
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体
な
い
し
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と
間
で
お
こ
な
わ
れ
る
交
換

換
言
す
れ
ば
共
同
体
と
共
同
体
と
の
境
界
、
そ
れ
ら
の
接
触
す

る
場
で
行
わ
れ
る
交
換
、
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
交
換
に
そ

れ
ぞ
れ
対
応
す
る
分
業
論
で
は
な
い
の
か
、
そ
う
し
た
事
柄
も

考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
今
凹
は
こ
こ
で
筆
を
置
く
こ
と

に
す
る
。

小
槁
で
参
考
と
し
た
テ
キ
ス
ト

「
墨
子
」
「
墨
子
間
詰
」

「
孟
子
」
岩
波
文
庫
本

「
管
子
」
新
釈
漢
文
大
系
本

「
塩
鉄
論
」
王
利
器
「
塩
鉄
論
校
注
」

山
田
勝
美
「
塩
鉄
諭
」
中
国
古
典
新
書

な
お
、
訓
読
文
は
以
上
の
テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
し
つ
つ
、
筆

者
が
作
成
し
た
。

①
金
谷
治
「
管
子
の
研
究
」
一
四
五
ペ
ー
ジ
〜
一
四
七
ペ
ー

ジ
を
参
照
の
こ
と
（
岩
波
書
店
一
九
八
七
年
）
。


