
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
が
入
植
し
、
次
々
と
牧
畜
や
農
耕
を
始

る
に
際
し
て
、
原
住
民
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
間
で
抗
争

が
起
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
入
植
者
側
が
先
住
民
の
生
活
や
文
化
に
全
く
無

知
で
か
つ
無
関
心
で
あ
っ
た
た
め
に
、
何
の
配
慮
も
な
く
、
そ
れ
を
破
壊
し

た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
住
を
目
的
と
す
る
限
り
、
部
分
的
で
は
あ
っ

た
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
た
ち
は
「
合
法
的
に
」
士
地
を

買
い
取
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
的
な
土
地
所
有

の
観
念
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
承
に
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
の
祖
で
あ
る
ル
イ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー

・
モ
ー
ガ
ン
は
、
弁
護
士
と
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
の
土
地
買
収
に
関
与

す
る
う
ち
に
、
白
人
側
が
不
当
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
を
取
得
す
る
こ
と

を
阻
止
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
権
利
を
護
る
運
動
を
始
め
た
人
で
あ
る
。
彼

特
集
／
女
性
と
財
産

『
家
』
の
変
貌
と
女
性
の
財
産
を
め
ぐ
る
変
化

一
「
財
産
」
と
い
う
考
え
方

は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
の
理
解
者
と
し
て
、
ま
た
こ
の
運
動
の
推
進
者
と

し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
セ
ネ
カ
族
の
養
子
と
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
だ
け
で
は
な
く
、
未
開
社
会
や
伝
統
的
社
会

と
一
般
に
呼
ば
れ
る
よ
う
な
社
会
、
経
済
的
、
政
治
的
な
発
達
段
階
に
あ
る

社
会
で
は
、
生
存
の
根
本
で
あ
る
土
地
を
個
人
が
「
所
有
」
し
た
り
、
そ
れ

を
「
売
買
」
「
譲
渡
」
「
処
分
」
で
き
る
な
ど
と
い
う
考
え
方
は
な
い
。
日

本
で
も
、
社
会
的
変
化
に
伴
っ
て
人
左
の
土
地
所
有
観
念
が
変
化
し
た
た
め

に
、
か
つ
て
各
地
で
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
伝
統
的
な
「
入
会
権
」
と
い
う

考
え
方
に
近
い
も
の
が
よ
り
一
般
的
で
あ
り
、
仮
り
に
、
そ
の
土
地
の
登
記

上
の
名
義
が
個
人
名
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
個
人
が
勝
手
に
売
却

し
そ
の
金
を
個
人
の
所
有
に
で
き
る
な
ど
と
、
名
義
上
の
個
人
も
、
そ
の
社

会
の
人
為
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
支
配
者
が
表
面
上
そ

の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
土
地
は
、
時
に

は
神
話
の
時
代
に
ま
で
逆
の
ぼ
る
数
多
く
の
先
祖
達
と
、
そ
し
て
、
今
後
、

そ
の
土
地
に
生
れ
出
る
で
あ
ろ
う
子
孫
達
と
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

波
平
恵
美
子
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生
き
て
い
る
人
間
が
そ
の
生
存
中
に
処
分
し
て
了
い
、
そ
の
士
地
の
利
用
権

が
子
孫
に
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

お
よ
そ
、
人
の
生
存
活
動
は
、
生
産
も
含
め
て
土
地
空
間
抜
き
に
は
行
わ
れ

得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
誰
か
に
そ
の
土
地
を
譲
渡
し
て
、
そ
れ
以
降
は
そ

の
土
地
の
利
用
は
お
ろ
か
立
ち
入
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と

に
、
一
九
世
紀
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
馴
染
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
土
地

を
「
財
産
」
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
観
念
の
根
本
的
な
相
違
が
そ
の
後
の
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
の
運
命
を
一
層
悲
惨
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
民
俗
学
の
領
域
で
は
、
明
治
末
期
以
降
、
特
に
昭
和
二
○
年
代
ま
で
、

農
山
漁
村
の
人
々
の
生
活
や
、
そ
の
生
活
の
背
後
に
あ
る
人
々
の
も
の
の
考

え
方
の
詳
細
を
調
査
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

い
り
え

「
財
産
」
が
、
そ
れ
の
内
容
に
よ
り
、
①
先
祖
や
子
孫
も
含
め
た
「
家
」
の

成
員
全
体
の
も
の
、
②
現
在
生
存
し
て
い
る
家
族
全
員
の
も
の
、
③
個
人
の

も
の
、
と
所
有
権
が
大
ま
か
に
は
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

金
銭
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
、
誰
が
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
稼
い
だ

か
に
よ
っ
て
そ
の
処
分
権
の
帰
属
あ
る
い
は
配
分
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
財
産
」
の
考
え
方
も
、
長
い
時
間
の
経
過
の
中
で
は
変
化
し
て
お

り
、
か
っ
て
は
先
祖
か
ら
子
孫
へ
と
受
け
継
ぎ
引
き
継
ぐ
べ
き
財
産
（
①
の

分
類
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
農
地
や
漁
業
権
で
さ
え
も
、
現
在
の
名
義
人
の

財
産
で
あ
り
、
勝
手
な
処
分
が
許
さ
れ
る
と
考
え
る
人
々
も
増
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
何
よ
り
も
生
業
形
態
と
産
業
構
造
の
変
化
、
そ
れ
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
生
存
手
段
の
内
容
の
変
化
に
よ
っ
て
起
き
た
。
明
治

末
期
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
大
不
況
の
昭
和
初
期
で
あ
れ
ば
、
農
地
を
売
却

農
、
山
、
漁
村
を
比
較
す
る
と
、
漁
村
は
農
村
や
山
村
よ
り
も
、
山
村
は

農
村
よ
り
も
、
個
人
の
稼
ぎ
高
が
よ
り
明
ら
か
で
、
従
っ
て
個
々
人
は
そ
の

稼
ぐ
能
力
で
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
漁
村
で
も
、
同
じ
漁
船

に
乗
り
組
ん
で
い
れ
ば
、
船
頭
や
船
主
に
対
し
一
人
前
あ
る
い
は
半
人
前
余

分
に
水
揚
げ
高
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
の
乗
組
員
は
、

若
手
で
あ
っ
て
も
漁
師
に
な
っ
て
二
年
目
か
ら
は
、
。
ヘ
テ
ラ
ン
の
漁
師
と
同

じ
だ
け
の
配
分
を
受
け
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
働
き
が
厳
格
に
評
価
さ
れ
な

い
か
ら
な
の
で
は
な
い
。
人
間
に
は
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
が
あ
り
、
現
在
三

十
歳
代
で
一
番
の
働
き
手
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
て
年
若
な
と
き
に
は
漁
が
未

熟
で
あ
り
、
ま
た
や
が
て
年
を
と
れ
ば
身
体
の
動
き
が
鈍
く
な
る
こ
と
を
見

込
ん
で
、
未
熟
な
若
者
と
同
じ
配
分
し
か
受
取
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
収
入
に
対
し
て
の
個
人
の
貢
献
度
が
必
ず
し
も
収
入
の
配
分
の
割
合
に

な
っ
て
反
映
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
同
一
家
族
内
で
は
な
く
、
異
な
る
家
族

に
属
す
る
人
々
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
「
個
人
の
稼
ぎ
」
（
労

し
て
し
ま
え
ば
、
離
村
し
、
一
家
離
散
の
運
命
が
そ
の
家
族
を
待
っ
て
い
た

が
、
現
在
で
は
成
人
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
な
り
、
売
り
残
し
た
農
地
の
一
部

に
大
邸
宅
を
建
て
て
生
活
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
民
俗
学
の
資
料
お
よ
び
筆
者
自
身
の
調
査
資
料
に
基
づ
い
て
、

農
山
漁
村
に
お
け
る
女
性
と
財
産
と
の
係
り
方
を
、
そ
の
変
化
も
含
め
て
述

べ
る
。

二
「
家
」
の
財
産
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働
と
そ
の
貢
献
度
の
経
済
的
評
価
）
と
い
う
考
え
方
が
伝
統
的
な
生
活
に
お

い
て
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
村
で
、
山
林
の
伐
採
や
山
菜
取
り
に
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
て
い
る
村

で
も
似
た
状
況
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
新
潟
県
東
蒲
原
郡
内
の
谷
沿
い
の

村
で
は
、
昭
和
二
○
年
代
中
頃
ま
で
、
八
人
か
ら
十
人
の
人
々
が
一
つ
の
組

を
組
織
し
て
雪
山
に
入
り
、
十
日
か
ら
二
週
間
を
山
中
で
過
ご
し
て
立
木
を

切
り
谷
川
へ
下
ろ
す
作
業
に
従
事
し
た
。
組
の
頭
は
「
山
大
将
」
、
組
に
入

ば
つ
や
ま

っ
た
ば
か
り
の
初
年
の
少
年
は
「
初
山
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
収
入
の
配
分
は
、

初
山
が
そ
の
年
だ
け
は
半
人
前
も
ら
い
翌
年
か
ら
は
一
人
前
も
ら
っ
た
。
そ

し
て
山
大
将
の
取
り
分
も
一
人
前
で
あ
り
、
彼
は
山
大
将
と
い
う
名
誉
だ
け

を
、
そ
の
苦
労
へ
の
報
酬
と
し
て
受
取
る
慣
例
だ
っ
た
。
立
木
の
伐
採
と
そ

れ
を
山
の
傾
斜
を
使
っ
て
下
ろ
す
作
業
は
、
厳
格
な
役
割
分
担
と
巧
承
な
指

揮
が
な
け
れ
ば
行
い
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
作
業
で
も
労
働
量
の
多
さ
や
危

険
度
の
違
い
に
よ
っ
て
配
分
に
差
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
平
等
性
」
は
、
先
の
漁
村
と
同
じ
く
、
同
じ
村
落
で
生
れ
死

ん
で
い
き
、
同
じ
生
業
に
従
事
し
て
い
る
限
り
で
は
、
個
人
は
未
熟
で
他
人

の
足
手
ま
と
い
の
時
期
も
あ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
一
番
の
働
き
手
で
あ
る
時
期

も
あ
る
し
、
ま
た
、
老
齢
で
ほ
と
ん
ど
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
時
期
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
も
見
込
ん
で
、
収
入
を
等
分
に
配
分
す
る
方

が
よ
い
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

農
村
で
は
、
漁
村
や
山
村
の
よ
う
に
頻
繁
に
現
金
が
入
っ
て
く
る
こ
と
は

な
い
。
季
節
の
野
菜
を
毎
日
売
っ
て
わ
ず
か
な
現
金
収
入
を
得
て
い
た
時
代

や
、
現
在
で
も
米
作
中
心
で
、
野
菜
を
わ
ず
か
に
栽
培
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
農
村
で
は
、
個
々
の
働
き
手
の
労
働
量
が
個
人
の
収
入
に
結
び
つ
い
て
考

慮
さ
れ
る
機
会
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
主
な
現
金
収
入
は
米
の
売
渡
し
金

で
あ
る
場
合
、
そ
の
収
入
は
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
労
働
力
よ
り
は
水
田
と

結
び
つ
け
て
評
価
さ
れ
た
。
水
田
の
面
積
が
米
の
収
穫
量
を
決
定
し
、
そ
れ

は
ま
た
、
そ
の
家
族
の
現
金
収
入
や
消
費
可
能
な
食
料
の
全
体
量
を
決
定
し

た
の
で
、
耕
地
の
所
有
面
積
の
前
で
は
、
個
人
の
労
働
力
と
し
て
の
貢
献
度

は
よ
り
低
く
見
積
も
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
耕
地
が
少
な
い
か
全
く
な
い
漁
村
や
山
村
で
は
、
自
分
た
ち
の
食

料
の
一
部
は
現
金
で
買
い
求
め
た
か
ら
、
家
族
の
生
存
と
家
族
員
の
も
た
ら

す
現
金
収
入
に
よ
る
個
人
の
貢
献
度
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
但
し
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
一
人
一
人
の
収
入
の
差
は
極
め
て
小
さ
く
し
か
設
定
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
、
個
々
人
の
評
価
は
経
済
的
な
も
の
よ
り
も
、
家
族
の
中
で

の
役
割
分
担
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
え

従
っ
て
、
「
家
の
財
産
」
は
、
米
作
を
中
心
と
す
る
農
村
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
そ
れ
は
水
田
の
所
有
面
積
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
漁
村
で
は
船
や
漁
業

権
と
、
そ
し
て
山
村
で
は
入
会
権
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
た
。
「
家
の
財

●

産
」
の
内
容
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
ゑ
な
し
た
か
は
、
「
分
家
」
を
す
る
際
、

次
、
三
男
に
、
時
に
は
婿
を
迎
え
て
分
家
す
る
娘
達
に
何
を
分
与
し
た
か
で

明
ら
か
に
な
る
。
耕
地
の
所
有
に
大
き
く
依
存
す
る
地
域
で
は
、
水
田
と
畑

お
よ
び
そ
れ
に
付
属
す
る
水
利
権
が
与
え
ら
れ
た
。
山
村
で
は
、
家
族
所
有

の
山
林
が
あ
れ
ば
そ
の
一
部
、
屋
敷
地
や
建
物
の
た
め
の
材
木
な
ど
が
与
え

ら
れ
た
が
、
共
有
林
の
入
会
権
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
村
落
が
許

可
し
な
い
場
合
は
本
家
の
入
会
権
の
一
部
を
貸
し
て
も
ら
え
る
に
過
ぎ
な
か

－90－



っ
た
。
入
会
権
は
「
家
の
財
産
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
各
々
の
家
の
権
利
は

村
落
全
体
で
決
定
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
二
○
年
代
に
分
家
し
た
福
島
県
会
津

地
方
の
あ
る
分
家
で
は
、
水
田
は
全
く
分
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
畑
地
が
一

反
余
り
で
、
こ
こ
に
自
給
用
の
野
菜
を
作
り
、
収
入
は
夫
婦
で
本
家
の
水
田

耕
作
を
手
伝
っ
て
、
そ
の
労
賃
と
し
て
も
ら
う
米
を
売
っ
て
得
て
い
た
。
屋

敷
地
は
本
家
の
畑
地
の
一
部
を
も
ら
っ
た
が
、
家
屋
の
建
築
用
材
木
が
足
り

ず
、
暫
く
は
柱
と
壁
と
屋
根
だ
け
の
家
に
、
本
家
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
た
畳

数
枚
と
障
子
、
襖
を
立
て
て
暮
ら
し
た
と
い
う
。
な
お
、
分
家
の
際
に
は
半

年
分
の
米
、
麦
、
味
噌
お
よ
び
家
族
分
の
食
器
を
渡
た
す
の
は
慣
例
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

同
じ
頃
分
家
し
た
新
潟
県
東
蒲
原
郡
の
山
村
で
は
、
屋
敷
地
と
、
家
屋
建

築
用
の
木
材
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
収
入
は
山
菜
取
り
と
山
林
労
働
で
得

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
分
家
は
比
較
的
容
易
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
山
村
で

は
、
入
会
権
の
権
利
口
数
を
長
年
に
わ
た
り
二
○
戸
分
に
抑
え
て
い
た
が
、

第
二
次
大
戦
後
は
分
家
に
も
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
戦
後
に
分
家
し
た
家
で

は
本
家
か
ら
入
会
権
を
貸
与
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
長
崎
県
の
離
島
、

壱
岐
の
漁
村
の
場
合
、
戦
前
も
戦
後
も
分
家
の
場
合
は
家
屋
を
購
入
す
る
金

や
わ
ず
か
な
家
財
道
具
を
整
え
る
資
金
が
与
え
ら
れ
る
。
家
屋
を
買
う
だ
け

の
資
金
が
本
家
に
な
い
場
合
に
は
、
賃
貸
の
家
に
住
ん
だ
か
ら
、
分
家
は
大

変
容
易
で
あ
っ
た
。
「
家
の
財
産
」
そ
の
も
の
が
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
分
与
さ
れ
る
も
の
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
収
入
は
漁
業
に
従
事
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
。
自
分
で
漁
船
を
所
有
す
る
人
は
、
昭
和
二
○
年
代

ま
で
わ
ず
か
で
あ
っ
た
の
で
、
漁
船
は
家
の
財
産
と
い
う
考
え
方
は
な
か
つ

た
。
乗
組
員
が
家
族
の
成
員
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
船
を
家
の
財

産
と
い
う
考
え
方
を
植
え
付
け
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
。

概
し
て
、
日
本
の
農
山
漁
村
で
は
「
家
の
財
産
」
と
い
う
観
念
は
明
確
で

具
体
的
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
個
人
が
そ
の
財
産
を
増
や
す
う
え
で
、
あ
る

い
は
維
持
す
る
う
え
で
の
貢
献
度
へ
の
評
価
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
・

個
人
の
稼
ぎ
が
明
ら
か
に
な
り
や
す
い
漁
村
や
山
村
に
お
い
て
も
、
個
人
差

は
極
く
小
さ
な
も
の
に
留
め
ら
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
基
本
に
あ
る
の

は
、
入
会
権
や
漁
業
権
あ
っ
て
の
個
人
の
稼
ぎ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
な
の
で
、
純
粋
に
個
人
の
働
き
と
結
び
つ
い
た
個
人
の
財
産
と
い
う
観
念

は
発
達
し
に
く
か
っ
た
と
言
え
る
。

現
在
、
耕
地
を
増
や
し
、
そ
れ
を
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
に
最
大
の
価
値
を

置
い
て
き
た
米
作
中
心
の
農
村
で
も
、
子
供
世
代
の
間
に
耕
地
を
売
払
い
そ

の
代
金
で
都
市
に
住
宅
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
々
が
出
始
め
て
い
る
。
そ
れ

を
促
進
し
て
い
る
の
は
、
農
家
収
入
が
、
食
管
制
度
の
将
来
の
不
安
定
性
に

よ
っ
て
、
大
き
く
落
ち
込
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
に
、
子
孫
に
ま
で
農

業
と
い
う
生
業
を
伝
え
る
意
欲
を
失
っ
た
若
い
世
代
の
人
々
で
あ
る
。
「
家
」

と
い
う
観
念
を
支
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
考
え
る
と
、
血
縁
者
あ
る
い

は
擬
血
縁
者
に
よ
る
集
団
の
永
続
と
系
譜
の
確
認
へ
の
志
向
よ
り
も
、
生
業

手
段
の
場
と
し
て
の
意
味
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
現
時
点
で
明
白
に
な
っ
て

き
た
と
い
え
る
。

三
女
性
の
財
産
・
個
人
の
財
産
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現
在
の
日
本
人
の
多
く
は
、
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に

似
た
混
乱
の
状
態
に
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
法
的
な
側
面
は
と
も
か
く

と
し
て
、
個
人
の
意
識
や
行
動
に
お
い
て
、
財
産
の
所
有
や
処
分
、
そ
し
て

財
産
形
成
に
お
け
る
個
人
の
貢
献
度
と
い
う
も
の
を
、
明
確
化
し
、
個
人
と

家
族
と
の
関
係
を
、
財
産
を
中
心
に
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
都
市
に
お
け
る
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
二
世
代
目
、
三
世
代
目
に
当
た

る
人
左
に
お
い
て
も
、
親
と
子
、
夫
と
妻
と
の
財
産
の
所
有
や
処
分
に
お
け

る
個
々
人
の
領
分
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
な
い
。
財
産
の
形
成
、
維
持
へ
の

貢
献
度
と
、
そ
の
配
分
の
関
係
に
到
っ
て
は
、
共
通
し
た
認
識
は
得
ら
れ
な

い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
族
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
は
、
今

後
そ
の
よ
う
な
認
識
を
明
確
化
し
共
通
項
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
に
日
本
人
を

し
て
仕
向
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
次
の
二
つ
の
事
例

は
、
女
性
と
家
族
そ
し
て
財
産
と
の
関
係
を
考
え
る
手
掛
り
と
な
る
の
で
報

告
す
る
。

〔
事
例
仙
ｌ
福
島
県
会
津
芦
ノ
辺
ム
ラ
〕

福
島
県
中
部
の
会
津
地
方
の
一
村
落
（
仮
称
、
芦
ノ
辺
ム
ラ
）
は
、
水
田

の
所
有
面
積
が
こ
の
地
方
で
は
上
位
に
あ
り
、
昭
和
四
○
年
代
初
め
ま
で
は
、

出
稼
ぎ
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
農
業
中
心
で
生
計
を
立
て
て
い
た
。
四
○
年
代

に
入
り
、
在
村
の
ま
ま
冬
期
に
建
築
労
働
や
近
隣
の
繊
維
工
場
で
の
労
働
に

従
事
し
て
現
金
収
入
を
農
業
外
か
ら
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
二
年
の
農
地
改
革
前
は
、
三
○
ｔ
四
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
所
有
す

る
大
地
主
、
五
’
一
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
所
有
す
る
地
主
、
自
作
、
自
小
作
、

小
自
作
、
小
作
農
と
、
土
地
の
所
有
規
模
に
よ
る
い
く
つ
か
の
階
層
が
形
成

て
い
た
。
当
時
、
「
女
性
の
財
産
」
は
無
論
の
こ
と
「
個
人
の
財
産
」
と
い

う
考
え
方
さ
え
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
家
の
主
人
と
い
え

さ
れ
ど
も
、
自
分
だ
け
の
楽
し
ゑ
に
金
を
使
う
こ
と
は
親
族
集
団
や
村
落
内

の
人
為
の
批
判
を
浴
び
た
。
大
地
主
の
主
人
が
毎
晩
酒
を
飲
む
こ
と
や
一
家

か
ら
何
人
も
の
子
供
を
東
京
に
遊
学
さ
せ
る
こ
と
さ
え
非
難
の
種
に
さ
れ
た
。

高
い
学
歴
を
積
む
こ
と
は
、
個
人
へ
の
投
資
で
は
な
く
、
い
ず
れ
ど
の
子
が

高
い
社
会
的
地
位
に
就
い
た
り
、
よ
り
家
格
の
高
い
家
へ
養
子
に
入
っ
た
り

嫁
入
り
す
る
た
め
、
そ
し
て
結
果
と
し
て
家
の
財
産
を
増
や
す
こ
と
に
貢
献

し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
裕
福
な
家
同
士
の
通
婚

で
は
、
嫁
入
り
道
具
に
高
価
な
着
物
や
家
具
を
持
参
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
花
嫁
個
人
の
財
産
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
家
の
財
産
と
承
な

さ
れ
た
。
彼
女
の
権
利
は
そ
れ
を
売
却
し
た
り
処
分
す
る
ま
で
は
及
ば
ず
、

夫
や
夫
の
親
が
処
分
す
る
場
合
に
了
承
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
離
婚
す
る
場

合
は
、
嫁
入
り
道
具
を
置
い
て
来
る
の
で
あ
れ
ば
嫁
は
勝
手
に
里
へ
戻
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
取
戻
す
場
合
に
は
仲
人
の
仲
裁
が
必
要
で
あ
り
、
取
戻
さ

れ
た
嫁
入
り
道
具
は
そ
の
女
性
の
財
産
で
は
な
く
親
の
財
産
と
み
な
さ
れ
た
。

「
あ
の
人
は
嫁
入
り
道
具
を
置
い
た
ま
ま
実
家
に
戻
っ
て
き
た
」
と
い
う
場

合
、
そ
の
女
性
の
立
場
は
二
通
り
に
解
釈
さ
れ
た
。
一
つ
に
は
女
性
の
側
に

非
が
あ
る
離
婚
で
、
嫁
入
り
道
具
は
相
手
側
へ
の
慰
謝
料
代
り
に
渡
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
に
は
、
花
嫁
の
親
が
裕
福
で
か
つ
娘
を
溺
愛
し
て

い
て
、
嫁
入
り
道
具
を
家
の
財
産
と
し
て
取
戻
す
こ
と
に
執
着
し
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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明
治
末
期
か
ら
大
正
中
頃
に
か
け
て
、
地
主
を
中
心
に
、
家
に
機
を
何
台

か
置
き
、
村
落
内
外
か
ら
数
人
の
娘
達
を
集
め
て
家
内
織
物
業
を
始
め
る
例

が
出
て
き
た
。
大
正
末
期
に
は
家
内
工
業
は
衰
え
、
娘
達
は
新
潟
県
の
紡
績

や
織
物
の
工
場
へ
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
女
た
ち
が
稼
い
だ
金

の
大
部
分
は
、
親
の
家
計
へ
組
み
入
れ
ら
れ
、
彼
女
た
ち
の
財
産
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
一
部
は
貯
え
ら
れ
て
嫁
入
り
道
具
の
購
入
に
当
て
ら
れ
た

が
、
そ
れ
さ
え
も
自
分
の
財
産
と
ゑ
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
初
期
か
ら
二

○
年
代
初
め
ま
で
、
貧
し
い
農
家
の
二
、
三
男
は
、
地
主
の
家
の
奉
公
人
に

な
っ
た
が
、
そ
の
賃
金
も
個
人
の
も
の
と
承
な
さ
れ
ず
、
実
家
へ
渡
さ
れ
て

本
人
は
奉
公
先
で
食
事
と
衣
服
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
個

人
の
財
産
」
の
形
成
が
承
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
男
女
と
も
、
そ
し
て
富
農
も

貧
農
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
富
農
に
お
い
て
は
、
主
人
や
主
婦
が
使

う
こ
と
の
で
き
る
金
銭
が
多
か
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
、
で
き
る

だ
け
自
分
個
人
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
否
定
す
る
形
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た

病
気
に
な
っ
た
場
合
、
余
程
の
重
病
で
な
け
れ
ば
医
師
に
よ
る
治
療
は
受
け

ず
、
重
病
で
も
結
核
の
よ
う
な
治
療
効
果
の
ほ
と
ん
ど
な
い
病
気
で
は
医
師

の
治
療
は
受
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
個
人
の
た
め
に
多
額
な
金
を
出
費
す

る
こ
と
を
揮
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

農
地
改
革
に
よ
っ
て
貧
富
の
差
は
小
さ
く
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
○
年
代

以
降
の
兼
業
化
が
進
む
な
か
で
、
現
金
収
入
だ
け
で
承
れ
ば
、
上
下
差
は
激

し
く
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
他
家
か
ら
嫁

入
り
し
て
き
た
女
性
の
家
族
内
で
の
地
位
と
、
個
人
の
財
産
形
成
、
家
の
財

産
と
個
人
の
稼
ぎ
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

側
嫁
入
り
前
か
ら
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
場
合
は
昭
和
四
○
年
代
に

入
っ
て
以
降
、
そ
の
仕
事
を
止
め
た
人
は
い
な
い
。
給
与
は
「
夫
婦
共

有
」
で
あ
る
が
、
家
族
全
体
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
夫
が
農

業
専
業
の
場
合
で
も
、
あ
る
い
は
夫
も
ま
た
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
農
業
以
外

の
職
に
従
事
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
一
部
だ
け
が
家
計
全
体
に
加
え

ら
れ
る
。
子
供
の
た
め
の
出
費
お
よ
び
自
分
の
た
め
の
出
費
は
夫
婦
共
有

の
、
あ
る
い
は
嫁
個
人
の
金
の
中
か
ら
ま
か
な
わ
れ
る
。
金
銭
に
関
し
て

は
、
嫁
個
人
の
財
産
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
家
屋
を
新
築
し
た
場
合
、

嫁
の
給
与
か
ら
か
な
り
の
金
額
が
ロ
ー
ン
の
支
払
い
に
当
て
ら
れ
た
と
し

て
も
、
嫁
の
名
義
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
不
動
産
に
関
し
て
は
嫁
の
、
あ

る
い
は
妻
の
財
産
は
な
い
に
等
し
い
。

②
農
業
の
か
た
わ
ら
、
妻
あ
る
い
は
嫁
が
個
人
の
働
き
で
現
金
収
入
を
得
る

方
法
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
畑
で
野
菜
を
栽
培
し
、
そ
れ
を
町
へ
持
っ
て

行
っ
て
売
る
方
法
で
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
基
本
的
に

は
、
野
菜
栽
培
は
「
女
の
農
業
」
で
あ
り
、
米
栽
培
が
「
男
の
農
業
」
で

あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
そ
の
収
入
は
稼
い
だ
女
性
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
お
り
、
ど
の
位
の
割
合
を
全
体
の
家
計
に
組
入
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
異
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
一

部
は
稼
い
だ
女
性
の
財
産
と
承
な
さ
れ
、
か
な
り
の
貯
蓄
を
持
っ
て
い
る

人
も
い
る
と
い
う
。

別
の
方
法
は
村
落
内
の
繊
維
工
場
で
。
ハ
ー
ト
・
タ
イ
ム
で
働
く
方
法
で

あ
り
、
多
く
の
女
性
が
春
夏
秋
は
野
菜
を
売
り
、
冬
は
工
場
で
働
く
。
野

菜
売
り
に
よ
る
収
入
に
比
べ
て
工
業
労
働
に
よ
る
収
入
は
、
よ
り
個
人
の
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稼
ぎ
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
野
菜
栽
培
は
、
そ
の
家
に
付
い
た
農
地
に
依

存
す
る
の
に
対
し
て
、
工
場
労
働
は
個
人
の
労
働
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ト
・
タ
イ
ム
労
働
に
よ
る
収
入
も
、
そ
の
多

く
が
家
計
に
組
入
れ
ら
れ
、
一
部
が
稼
ぎ
手
の
女
性
の
「
へ
そ
く
り
」
に

な
る
と
い
う
。

③
戦
前
、
未
婚
の
女
性
が
新
潟
県
の
繊
維
工
場
で
働
い
て
得
た
資
金
は
、
民

俗
学
の
報
告
に
も
あ
る
通
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
家
族
の
生
活
費
に
ま
わ

さ
れ
、
そ
の
一
部
の
承
が
そ
の
女
性
の
嫁
入
り
道
具
の
購
入
に
当
て
ら
れ

た
。
人
並
承
の
道
具
を
持
参
す
る
た
め
に
、
一
般
的
な
農
家
で
は
娘
達
は

働
き
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

現
在
、
高
校
卒
業
後
、
あ
る
い
は
大
学
卒
業
後
娘
達
の
ほ
ぼ
全
員
が
農

業
以
外
の
職
に
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
従
事
し
て
い
る
。
約
半
数
は
地
元
に
残

る
が
半
数
は
主
に
東
京
周
辺
で
働
く
。
そ
の
収
入
は
自
宅
か
ら
通
う
場
合

で
も
ほ
と
ん
ど
全
額
が
娘
個
人
の
財
産
と
み
な
さ
れ
、
ご
く
一
部
が
親
へ

の
「
こ
づ
か
い
」
と
し
て
渡
さ
れ
る
と
い
う
。
貯
蓄
は
結
婚
費
用
お
よ
び

結
婚
後
の
自
分
個
人
の
財
産
と
な
る
。

側
嫁
に
世
帯
（
家
計
の
切
り
盛
り
）
を
渡
し
た
あ
と
の
姑
の
収
入
は
、
健

康
な
う
ち
は
野
菜
売
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
が
、
老
齢
に
な

り
そ
れ
も
で
き
な
く
な
る
と
、
老
齢
年
金
の
承
と
な
る
。
そ
れ
も
多
く
は

家
計
に
組
入
れ
ら
れ
る
し
、
戦
争
未
亡
人
あ
る
い
は
息
子
が
戦
死
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
遺
族
年
金
も
ほ
ぼ
全
額
が
家
計
に
入
る
と
い
わ
れ

る
。
「
女
の
財
産
」
が
最
も
少
な
い
の
は
老
婦
人
達
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
年
に
何
回
か
の
旅
行
費
用
や
細
々
し
た
身
の
周
り
の
も
の
を
買

こ
の
村
落
の
約
半
世
紀
の
変
化
の
中
で
最
も
大
き
な
も
の
は
農
地
改
革
と
、

農
業
収
入
の
全
体
収
入
の
中
で
の
割
合
の
大
幅
な
低
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
変

化
の
中
で
、
農
地
が
持
つ
財
産
と
し
て
の
評
価
は
低
落
す
る
一
方
で
あ
る
。

現
在
こ
の
村
落
で
理
想
と
さ
れ
る
家
族
の
状
況
と
は
、
米
作
も
野
菜
作
り
も

や
れ
る
体
力
を
持
つ
中
高
年
夫
婦
と
、
フ
ル
・
タ
イ
ム
の
職
業
を
持
ち
、
定

年
後
は
農
業
を
継
い
で
く
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
息
子
夫
婦
お
よ
び

そ
の
夫
婦
の
子
供
達
か
ら
成
る
家
族
だ
と
い
う
。
仮
に
農
業
収
入
が
極
端
に

減
っ
て
も
、
息
子
夫
婦
が
定
年
ま
で
働
け
ば
、
そ
の
年
金
で
生
活
で
き
る
だ

ろ
う
か
ら
、
嫁
の
就
職
に
は
両
親
と
も
に
賛
成
す
る
。
女
性
の
財
産
は
、
現

金
に
限
れ
ば
、
か
な
り
の
個
人
財
産
が
貯
め
ら
れ
て
い
る
が
、
不
動
産
に
関

し
て
は
、
婿
養
子
を
迎
え
た
家
族
以
外
で
は
女
性
名
義
の
も
の
は
全
く
存
在

し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
貯
蓄
を
持
っ
て
い
る
女
性
も
そ
れ
を
不
動

産
購
入
に
回
す
人
は
な
い
現
状
だ
が
、
今
後
の
変
化
に
は
見
通
し
が
立
た
な

い
。

女
性
が
自
分
の
収
入
を
家
計
に
ど
の
程
度
組
入
れ
る
か
は
家
族
に
よ
り
異

な
る
と
述
べ
た
。
一
般
に
、
自
分
の
収
入
は
ほ
と
ん
ど
家
計
に
入
れ
、
家
計

の
中
で
の
自
分
の
収
入
の
割
合
が
大
き
い
ほ
ど
、
姑
と
嫁
と
の
関
係
に
お
い

て
嫁
が
優
位
に
立
つ
と
い
う
。
逆
に
、
嫁
が
自
分
の
裁
量
で
使
え
る
金
を
よ

り
多
く
持
っ
て
い
る
ほ
う
が
、
嫁
と
し
て
の
立
場
が
弱
く
な
る
と
考
え
ら
れ

う
費
用
、
老
人
同
士
の
交
際
に
必
要
な
金
は
、
息
子
や
嫁
か
ら
あ
る
い
は

遠
方
に
住
む
他
の
子
供
達
か
ら
送
金
さ
れ
て
お
り
、
財
産
は
な
く
て
も
、

金
銭
的
に
不
自
由
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
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〔
事
例
２
１
長
崎
県
壱
岐
郡
勝
本
町
〕

壱
岐
島
の
勝
本
浦
は
、
戸
数
約
八
五
○
に
対
し
て
漁
船
が
五
○
○
隻
を
越

え
る
と
い
う
漁
業
中
心
の
村
落
で
あ
る
。
「
女
房
は
年
上
が
よ
い
」
と
か

「
女
房
が
し
っ
か
り
者
な
れ
ば
こ
そ
安
心
し
て
漁
が
で
き
る
」
と
い
い
、
、
夫

婦
の
関
係
は
昭
和
三
九
年
の
第
一
回
調
査
当
時
で
も
、
福
岡
市
内
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
夫
婦
よ
り
も
は
る
か
に
平
等
な
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
業
は
危
険
が
つ

き
も
の
で
、
女
房
に
何
も
か
も
委
せ
て
お
か
な
い
と
自
分
が
海
で
死
ね
ば
生

活
に
困
る
と
い
う
夫
達
の
考
え
に
よ
り
、
家
計
は
妻
が
握
っ
て
い
た
。
財
産

は
漁
船
と
住
居
で
あ
る
が
、
漁
船
は
何
年
に
一
度
か
は
作
り
替
え
る
し
、
機

械
や
装
備
は
新
し
い
も
の
に
次
々
と
代
え
る
た
め
、
ま
た
家
屋
は
極
め
て
狭

く
、
漁
船
や
家
屋
を
「
家
の
財
産
」
と
す
る
考
え
方
は
希
薄
で
あ
っ
た
し
、

現
在
も
そ
れ
は
変
ら
な
い
。
農
村
に
お
い
て
は
、
人
左
が
家
屋
敷
と
農
地
は

先
祖
代
を
受
け
継
ぎ
子
孫
へ
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

漁
村
の
人
左
は
そ
の
よ
う
な
形
で
の
「
財
産
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
は
い

な
い
。
漁
船
が
小
型
で
、
網
を
使
わ
ず
一
本
釣
り
と
い
う
漁
法
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
収
入
は
漁
師
の
腕
次
第
と
い
う
考
え
が
強
か
っ
た
。

て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
米
作
中
心
で
、
米
の
売
渡
代
金
が
一
家
の
現
金

収
入
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
時
代
に
は
、
女
性
の
労
働
力
と
し
て
の
価

値
は
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
が
個
々
に
厳
密
に
測
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
男
女
と
も
に
、
個
人
の
マ
ン
．
。
ハ
ワ
ー
が

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
稼
ぎ
だ
す
収
入
を
よ
り
明
確
に
測
り
な
が
ら
、
大
き
な
価

値
を
持
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
三
○
年
代
前
半
ま
で
、
女
性
が
直
接
現
金
収
入
に
係
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
壱
岐
島
内
の
農
村
の
女
性
達
は
一
年
の
う
ち
半
分
は
農
産
物
の
行

商
に
出
か
け
、
勝
本
浦
で
も
、
雨
の
日
以
外
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
市
が
立
ち
、

四
○
人
程
の
農
家
の
女
性
が
路
上
で
農
産
物
や
薪
、
神
棚
や
仏
壇
に
供
え
る

花
や
木
を
売
っ
て
い
た
。
現
在
は
常
設
市
場
が
設
け
ら
れ
、
朝
の
う
ち
に
は

農
家
の
人
々
が
商
品
を
並
べ
て
売
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
時
中
物
資
の
少

な
い
時
で
さ
え
、
漁
村
の
女
性
が
農
村
へ
魚
売
り
に
出
か
け
る
こ
と
は
な
く
、

伝
承
に
も
な
い
。
女
性
の
仕
事
は
村
内
に
数
カ
所
あ
っ
た
井
戸
で
の
水
汲
承

と
家
事
が
主
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
婦
と
変
わ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
と
い
う
。
「
女
性
は
不
浄
な
存
在
で
あ
り
、
漁
具
や
漁
船
に
触
れ

る
と
船
の
守
護
神
で
あ
る
船
霊
さ
ま
が
怒
る
」
と
い
う
信
仰
は
昭
和
四
○
年

代
末
に
な
っ
て
も
強
く
、
漁
業
に
関
し
て
は
夫
の
船
が
漁
獲
物
を
家
の
裏
の

船
着
場
に
上
げ
る
と
、
そ
れ
を
リ
ヤ
カ
ー
や
天
秤
棒
で
担
い
で
漁
協
へ
運
ぶ

位
の
手
助
け
し
か
し
な
か
っ
た
。

水
道
が
敷
設
さ
れ
、
水
汲
承
に
四
、
五
時
間
も
費
や
す
こ
と
が
な
く
な
っ

た
昭
和
三
○
年
代
後
半
か
ら
、
女
性
も
収
入
の
道
を
得
よ
う
と
い
う
動
き
が

出
て
き
て
漁
協
婦
人
部
を
中
心
に
、
ス
ル
メ
加
工
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
三
○
年
代
末
か
ら
五
○
年
代
初
め
ま
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
を
稼
ぎ
、

家
屋
を
新
築
す
る
頭
金
は
婦
人
た
ち
の
ス
ル
メ
加
工
に
よ
る
収
入
が
当
て
ら

れ
た
と
い
う
。
し
か
し
現
在
漁
場
が
日
本
海
の
北
方
へ
移
り
、
漁
獲
物
は
新

潟
や
島
根
の
港
に
水
揚
げ
さ
れ
、
水
産
物
の
加
工
は
ウ
’
一
だ
け
に
な
っ
て
い

る
。
女
性
達
は
一
部
の
人
々
が
ウ
’
一
加
工
の
工
場
に
働
く
だ
け
で
、
大
部
分

の
人
は
働
か
ず
夫
の
漁
業
収
入
だ
け
で
家
計
を
ま
か
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
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○
年
代
に
は
二
○
○
人
の
女
性
海
女
が
い
た
壱
岐
島
東
部
の
八
幡
浜
を
除
い

て
は
、
壱
岐
島
内
の
漁
村
の
状
況
は
大
体
勝
本
浦
に
似
て
い
る
。

第
二
次
大
戦
以
前
、
勝
本
浦
の
女
性
は
結
婚
ま
で
の
数
年
間
、
福
岡
市
や

遠
く
は
朝
鮮
半
島
ま
で
女
中
奉
公
に
出
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

島
と
は
異
な
る
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
、
い
く
ら
か
の
金
を
も
ら
っ
て
帰
島

し
、
そ
の
金
で
嫁
入
り
の
た
め
の
布
団
や
衣
類
を
買
っ
た
と
い
う
。
男
性
達

は
「
女
房
は
年
上
の
う
え
に
、
自
分
達
よ
り
広
い
世
間
を
見
て
い
る
。
ど
う

し
て
も
頭
が
上
が
ら
ん
」
と
い
っ
た
。
船
の
建
造
に
し
ろ
、
何
で
も
重
要
な

こ
と
は
先
ず
妻
に
相
談
す
る
と
い
い
、
ま
た
、
来
客
が
あ
れ
ば
必
ず
妻
が
同

席
す
る
。
勝
本
浦
の
事
例
は
、
一
見
生
業
に
妻
が
何
の
貢
献
を
し
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
夫
婦
の
間
の
力
の
関
係
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、

重
要
な
資
料
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

ス
ル
メ
加
工
に
よ
っ
て
多
く
の
収
入
を
得
て
い
た
時
代
も
、
自
ら
の
働
き

に
よ
る
収
入
の
な
い
現
在
も
「
女
性
の
財
産
」
と
し
て
個
別
に
分
け
ら
れ
る

も
の
は
な
い
。
船
も
家
屋
も
夫
名
義
に
な
っ
て
は
い
る
が
「
夫
の
財
産
で
あ

っ
て
妻
の
財
産
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
も
な
い
。
家
財
も
家
計
も
夫
婦

共
有
と
い
う
考
え
方
が
強
い
。

こ
の
地
方
で
は
農
村
も
漁
村
も
、
「
隠
居
制
」
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。
親

夫
婦
は
五
○
歳
代
後
半
に
な
る
と
「
隠
居
」
し
、
漁
船
は
よ
り
小
型
な
も
の

に
替
え
る
。
家
計
は
完
全
に
息
子
夫
婦
と
そ
の
子
供
達
の
も
の
か
ら
自
分
達

夫
婦
の
家
計
を
切
り
離
し
別
棟
の
「
隠
居
家
」
に
移
る
。
新
婚
当
時
は
と
も

か
く
、
子
供
が
二
、
三
人
も
い
る
嫁
に
姑
が
あ
れ
こ
れ
指
示
す
る
こ
と
は
な

い
。
同
じ
家
族
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
性
同
世
代
の
人
々
に
よ
っ
て

「
女
性
の
財
産
」
が
確
立
す
る
状
況
は
、
ま
た
男
性
も
含
め
て
、
あ
る
い

は
生
産
労
働
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
老
人
を
含
め
て
の
財
産
が
個
別
の
も
の

と
し
て
確
立
す
る
状
況
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
は
、
様
ざ
ま
な
面
で
法
的
整

備
と
生
活
慣
習
や
個
人
の
意
識
と
の
間
に
、
時
代
的
な
ズ
レ
が
大
き
い
し
、

地
域
差
や
職
種
な
ど
に
伴
う
個
人
差
が
大
き
い
。
財
産
に
つ
い
て
も
そ
の
こ

と
が
見
ら
れ
、
例
え
ば
都
市
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
、
妻
が
夫
名
義
の
貯

金
通
帳
を
管
理
し
、
夫
の
全
収
入
が
そ
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
場
合
、
預

形
成
さ
れ
る
様
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
に
個
別
に
所
属
し
、
そ
の
人
々
と
多
く
の

時
間
を
共
に
す
る
（
』
未
婚
の
男
性
が
若
者
宿
に
泊
ま
る
よ
う
に
、
老
人
夫
婦

が
親
類
の
家
に
泊
ま
っ
た
り
、
夏
の
暑
い
夜
は
お
堂
で
寝
泊
ま
り
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
女
性
の
財
産
」
が
確
立
す
る
こ
と
は
な
い
が
「
夫

婦
の
財
産
」
は
確
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

親
と
子
と
の
関
係
は
「
つ
か
ず
離
れ
ず
」
の
状
態
で
あ
り
、
息
子
は
父
親

と
は
異
な
る
船
に
乗
る
方
が
良
い
と
さ
れ
る
。
結
婚
前
の
息
子
達
は
ほ
と
ん

ど
親
の
家
に
は
い
ず
、
他
家
を
転
々
と
し
な
が
ら
過
す
。
自
分
の
家
の
息
子

が
他
家
に
泊
ま
り
、
他
家
の
息
子
が
自
分
の
家
に
泊
る
こ
と
も
あ
る
。
家
族

の
枠
が
、
農
村
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
緩
や
か
で
、
一
方
、
夫
婦
の
結
び
付

き
は
固
い
。
そ
の
こ
と
は
父
親
か
ら
息
子
へ
と
譲
り
渡
さ
れ
る
農
地
が
な
い

こ
と
と
、
生
業
の
場
で
の
労
働
組
織
が
必
ず
し
も
家
族
単
位
で
は
な
い
状
況

か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
ま
と
め
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金
残
高
は
夫
の
財
産
か
妻
の
財
産
か
と
問
わ
れ
て
も
当
事
者
夫
婦
は
明
確
に

答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
農
村
で
、
農
地
や
家
屋
敷
の
名
義
人
で
あ
る
父

親
が
死
亡
し
、
農
業
を
継
い
だ
長
男
が
そ
の
全
て
を
相
続
し
て
他
の
兄
弟
姉

妹
が
相
続
権
を
放
棄
す
る
手
続
き
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
に
住
む
兄
弟

姉
妹
は
、
財
産
へ
の
す
べ
て
の
権
利
を
失
っ
た
と
は
考
え
ず
。
実
家
に
少
し

で
も
余
裕
が
あ
れ
ば
金
銭
の
要
求
を
し
た
り
、
自
分
達
の
消
費
米
を
全
部
実

家
か
ら
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
要
求
し
た
り
す
る
。
家
族
の
人
間
関
係
が
悪
く

な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
財
産
争
い
」
の
状
況
に
な
る
と
、
法
的
な
面
が
全
面
に

出
て
来
た
場
合
、
多
く
の
人
々
は
途
惑
う
の
は
先
の
よ
う
な
ズ
レ
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
今
後
「
家
の
財
産
」
か
ら
「
個
人
の
財
産
」
へ
変
化
す
る

な
か
で
、
「
女
性
の
財
産
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

・
女
性
の
働
き
に
関
し
て
の
参
考
文
献

瀬
川
清
子
、
一
九
六
二
年
、
『
女
の
は
た
ら
き
』
、

Ｉ
、
一
九
七
一
年
、
『
販
女
』
、
未
来
社
。

ｌ
、
一
九
七
二
年
、
『
き
も
の
』
、
未
来
鉦

未

来

社

参
考
文
献

※
日
本
民
俗
学
の
中
で
、
女
性
の
財
産
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
は

な
い
。
多
く
の
民
俗
資
料
の
中
に
散
見
で
き
る
に
過
ず
、
ま
た
、
資
料

の
記
述
が
部
分
的
で
、
女
性
の
稼
ぎ
が
ど
の
程
度
「
財
産
」
と
し
て
認

め
ら
れ
た
か
推
測
す
る
し
か
な
い
資
料
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
瀬
川
清

子
氏
の
左
記
の
著
作
が
比
較
的
集
中
し
た
資
料
が
得
ら
れ
る
。

。 未
来
社
。

・
隠
居
制
度
に
関
し
て
の
参
考
文
献

竹
田
旦
、
一
九
六
四
年
、
『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
、
未
来
社
。

口
、
一
九
七
五
年
、
『
日
間
賀
島
・
見
島
民
俗
誌
』
、
未
来
社
。

・
日
本
の
家
族
制
度
に
関
し
て
の
参
考
文
献

青
山
道
夫
、
一
九
七
八
年
、
『
日
本
家
族
制
度
論
』
、
九
州
大
学
出
版
会
。

中
根
千
枝
、
一
九
七
○
年
、
『
家
族
の
構
造
』
、
東
京
大
学
出
版
会
。

江
馬
三
枝
子
、
一
九
四
三
年
、
『
白
川
村
の
大
家
族
』
、
三
國
書
房
。

・
労
働
と
財
産
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
考
察
に
つ
い
て
の
参
考
文
献

ブ
イ
ヨ
ン
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
、
一
九
八
四
（
原
著
一
九
七
六
年
）
『
経
済
人
類

学
の
現
在
』
、
法
政
大
学
出
版
会
。

（
九
州
芸
術
工
科
大
学
・
民
俗
学
）
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