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私
の
個
人
的
な
記
憶
か
ら
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
︒
は
じ
め
て
井
上
ひ

さ
し
と
い
う
作
家
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
一
九
八
六
年
北
京
日
本
学
研
究
セ

ン
タ
ー
の
春
学
期
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
︒
当
時
師
事
し
て
い
た
日
本
文

学
研
究
者
の
前
田
愛
先
生
か
ら
︑﹁
君
︑
日
本
文
学
や
日
本
語
を
理
解
す
る
に

は
︑
井
上
ひ
さ
し
の
作
品
を
読
ん
で
お
い
た
方
が
よ
い
﹂
と
云
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
︒
実
は
︑
そ
の
前
年
︑
中
国
で
創
刊
し
て
間
も
な
か
っ
た
﹃
日
本
文

学
﹄
雑
誌
に
お
け
る
井
上
ひ
さ
し
特
集
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
同
誌
の

特
集
に
は
︑﹁
悪
魔
﹂
や
﹁
笛
吹
峠
の
話
売
り
﹂
な
ど
短
篇
小
説
六
編
の
翻
訳

と
﹁
井
上
ひ
さ
し
と
そ
の
小
説
の
世
界
﹂
と
い
う
評
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
特
集
は
中
国
に
お
け
る
最
初
の
井
上
ひ
さ
し
研
究
だ
と
い
え
る
︒
自
分

も
当
時
︑
井
上
ひ
さ
し
を
研
究
対
象
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
︒
そ
し

て
日
本
で
の
短
期
留
学
中
に
は
せ
っ
せ
と
井
上
さ
ん
の
作
品
を
集
め
た
も
の

だ
が
︑
方
言
や
語
呂
合
わ
せ
︑
駄
洒
落
な
ど
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
︑
言
葉
遊

び
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
て
日
本
文
化
の
土
着
性
と
現
代
性
を
表
現
し
た
そ

の
作
品
を
読
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
︑
大
変
骨
が
折
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
︒

結
局
︑
私
な
り
の
井
上
ひ
さ
し
論
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
度
︑

著
者
の
﹃〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
︱
︱
井
上
厦
的
文
学
世
界
﹄（﹃﹁
国
家
﹂
と

﹁
国
民
﹂
︱
︱
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
﹄）
を
読
ん
で
︑
あ
ら
た
め
て
︑
自
分

が
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
作
品
を
読
ん
だ
当
時
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
︒

﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
の
中
国
語
翻
訳
か
ら
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
に
近
づ
い

た
張
立
波
さ
ん
が
﹃〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
︱
︱
井
上
厦
的
文
学
世
界
﹄
を
刊

行
し
た
こ
と
は
︑
中
国
の
井
上
ひ
さ
し
研
究
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
事
だ

と
思
わ
れ
る
︒
日
本
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
は
︑
中
国

で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

張
立
波

『「
国
家
」
と
「
国
民
」
―
―
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
』

张
立
波
『〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
――
井
上
厦
的
文
学
世
界
』

王
　
成

上海社会科学院出版社，2014年
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本
書
は
中
国
語
で
書
か
れ
た
博
士
論
文
に
修
正
を
加
え
︑
出
版
し
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
構
成
は
﹁
序
章
﹂︑﹁
第
一
章
　
国
家
戦
争
体
制
下
の
︿
非
国

民
﹀
︱
︱
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄﹂︑﹁
第
二
章
　
天
皇
制
国
家
体
制
の
暴
露

と
批
判
︱
︱
﹃
組
曲
虐
殺
﹄﹂︑﹁
第
三
章
　
井
上
ひ
さ
し
国
家
観
の
集
大
成

︱
︱
﹃
吉
里
吉
里
人
﹄
に
お
け
る
理
想
国
家
﹂︑﹁
第
四
章
　
井
上
ひ
さ
し
の

宇
宙
観
︱
︱
﹃
き
ら
め
く
星
座
﹄﹂︑﹁
第
五
章
　
井
上
国
家
観
の
源
と
そ
の
表

現
﹂︑﹁
結
び
﹂
か
ら
成
っ
て
い
る
︒

　
中
国
語
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
翻
訳
す
れ
ば
︑﹃﹁
国
家
﹂
と

﹁
国
民
﹂
︱
︱
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
﹄
と
な
る
が
︑
本
書
に
序
文
を
寄
せ

た
井
上
ユ
リ
夫
人
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
日
本
語
で
﹃
井
上
ひ
さ
し
論
︱
︱
国

家
と
国
民
﹄
と
表
記
し
て
い
る
︒
日
本
語
と
中
国
語
の
タ
イ
ト
ル
を
比
べ
る

と
︑
両
者
の
間
に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

井
上
ユ
リ
夫
人
は
国
家
と
国
民
か
ら
鉤
括
弧
を
外
し
て
お
り
︑
ま
た
﹁
井
上

ひ
さ
し
の
作
家
活
動
を
つ
ら
ぬ
く
太
い
柱
は
︑
人
々
が
ど
う
共
同
し
て
︑
よ

り
人
間
ら
し
い
集
団
・
社
会
を
作
っ
て
い
け
る
の
か
︑
で
あ
り
ま
す
︒
張
さ

ん
は
﹃
国
家
と
国
民
﹄
と
題
し
て
︑
ま
さ
に
こ
こ
に
注
目
し
︑
論
考
を
深
め

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒﹂（
二
頁
）
と
い
う
指
摘
で
は
︑﹁
国
家
と
国
民
﹂
と
い

う
言
葉
を
使
わ
ず
に
﹁
人
間
ら
し
い
集
団
・
社
会
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
表
現

を
使
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
︒

　
本
書
に
は
︑
国
家
観
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
作
品
分
析
を
通
し

井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
各
作
品
の
思
想
を
論

じ
つ
つ
︑
ま
た
作
家
の
人
間
形
成
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
国
家
観
の

源
流
を
考
察
す
る
と
い
う
全
体
的
な
構
想
が
見
ら
れ
る
︒

　
序
章
で
は
︑
本
書
の
問
題
提
起
が
書
か
れ
て
い
る
︒
井
上
文
学
は
現
代
日

本
の
美
学
︑
文
化
︑
社
会
︑
政
治
︑
経
済
︑
日
常
生
活
な
ど
に
広
く
か
か

わ
っ
て
い
る
か
ら
︑
日
本
の
現
代
文
学
を
語
る
と
き
︑
避
け
て
通
れ
な
い
と

認
識
し
た
︒
そ
こ
で
︑
本
書
で
ま
と
め
ら
れ
た
井
上
文
学
の
研
究
は
︑﹁
個
別

の
作
品
論
で
は
な
く
よ
り
広
い
視
野
で
井
上
文
学
を
全
体
的
に
捉
え
る
べ
き

だ
﹂（
一
六
頁
）
と
い
う
捉
え
方
で
︑
井
上
ひ
さ
し
の
作
家
活
動
を
つ
ら
ぬ
く

太
い
柱
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
太
い
柱
に
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
に

お
け
る
﹁
国
家
観
﹂
を
見
出
し
た
著
者
は
︑
日
本
人
が
戦
争
を
ど
う
捉
え
る

べ
き
か
︑
敗
戦
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
︑
日
本
と
い
う
国
家
に
ど
う
向

か
う
べ
き
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
井
上
ひ
さ
し
が
生
涯
取
り
組
ん
だ

文
学
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
井
上
ひ

さ
し
は
﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
﹂
を
つ
ね
に
文
学
を
通
し
て
問
い
続
け
て
き
た

の
で
あ
る
︒

　
著
者
は
﹁
国
家
観
﹂
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
︒
国
家
観
と
は
︑
個
人
が
国
家
の
役
割
や
国
家
と
個
人
の
関
係
に
対
す

る
見
方
︑
考
え
方
な
ど
と
い
っ
た
主
観
的
な
も
の
を
指
す
︒
古
典
的
自
由
主

義
の
根
本
思
想
に
お
い
て
は
︑
国
家
の
権
力
よ
り
個
人
の
権
利
が
優
先
さ
れ

る
︒
古
典
的
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︑
憲
法
の
形
で
個
人
の
自

由
と
財
産
を
保
護
し
︑
国
家
に
侵
犯
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
著
者
の
解
釈
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に
よ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
古
典
的
自
由
主
義
の
論
理
に
基
づ
き
︑
国
家
と
個
人

の
関
係
に
つ
い
て
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
︒
一
つ
は
﹃
吉
里
吉

里
人
﹄
に
登
場
し
た
富
を
摑
ん
だ
農
民
た
ち
の
よ
う
に
︑
国
家
の
農
業
政
策

に
よ
る
農
業
や
農
民
へ
の
影
響
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
︑
農
業
政

策
に
よ
る
物
質
的
満
足
に
安
住
し
て
︑
無
自
覚
的
に
国
家
政
策
の
協
力
者
と

な
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
個
人
の
権
利
か
ら
国
家
及
び
そ
の
政

策
に
疑
問
を
持
つ
人
び
と
で
あ
る
︒
本
書
に
お
い
て
筆
者
は
︑
井
上
ひ
さ
し

が
国
家
機
構
や
国
家
政
策
︑
ま
た
は
個
人
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
が
そ
の
作
品
を
通
し
て
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
戯
曲
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
中
国
語
の
﹃
上
海
月
亮
﹄（
広
西

師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
）
に
翻
訳
し
た
著
者
は
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
論

を
展
開
し
て
い
る
︒
一
般
的
に
︑﹁
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹂
は
ア
ジ
ア
を
代
表

す
る
世
界
的
文
学
者
魯
迅
の
生
涯
を
描
く
井
上
ひ
さ
し
の
評
伝
劇
の
最
高
峰

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
著
者
は
そ
れ
を
﹁
非
国
民
﹂
の
群
像
を
描
い
た
力

作
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
︒
登
場
人
物
の
須
藤
五
百
三
︑
魯
迅
︑
内
山
完
造

を
﹁
国
家
体
制
を
飛
び
出
す
︿
非
国
民
﹀﹂
像
や
﹁
国
家
体
制
に
対
抗
す
る

︿
非
国
民
﹀﹂
像
や
﹁
国
家
体
制
を
利
用
す
る
︿
非
国
民
﹀﹂
像
に
分
類
し
な
が

ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
井
上
ひ
さ
し
は
そ
の
よ
う
な
﹁
非
国
民
﹂
像
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
家
体
制
が
完
全
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑

国
民
の
一
人
ひ
と
り
が
個
性
を
守
り
︑
国
家
と
対
抗
す
る
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
と
み
な
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
上
海
を
舞
台
に
し
た
戯
曲
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
﹁
非
国

民
﹂
の
群
像
と
し
て
論
じ
た
箇
所
は
︑
や
や
手
薄
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
る
︒
井
上
ひ
さ
し
は
︑
上
海
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

近
代
日
本
も
含
め
た
帝
国
主
義
の
侵
略
の
歴
史
を
認
識
し
な
が
ら
︑
国
境
を

越
え
て
︑
上
海
の
内
山
書
店
に
集
ま
っ
た
魯
迅
や
内
山
完
造
や
須
藤
五
百
三

と
い
う
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
発
見
し
た
︒
つ
ま
り
︑
井
上
ひ
さ
し
は
戯
曲

﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
通
し
て
︑﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
よ
り
国
家
の
枠
組

み
を
超
え
た
人
間
同
士
の
国
際
的
な
連
携
の
空
間
を
構
築
し
た
と
読
み
取
れ

る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑
董
炳
月
の
﹁
井
上
厦
的
〝
反
魯

迅
〟
︱
︱
︽
上
海
月
亮
︾
的
喜
劇
芸
術
与
意
義
結
構
﹂（﹁
井
上
ひ
さ
し
の
︿
反

魯
迅
﹀
︱
︱
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
に
お
け
る
喜
劇
芸
術
と
意
味
構
造
﹂）
で
︑

井
上
の
構
築
し
た
﹁
内
山
書
店
﹂
と
い
う
空
間
が
﹁
魯
迅
の
蔣
介
石
政
府
に

抵
抗
す
る
空
間
で
あ
る
一
方
︑
内
山
や
須
藤
た
ち
が
天
皇
制
に
抵
抗
す
る
空

間
で
も
あ
る
︒
そ
こ
は
︑
近
代
国
家
に
抵
抗
す
る
空
間
が
構
築
さ
れ
︑
人
間

と
人
間
が
対
面
す
る
空
間
と
な
っ
た
︒
井
上
ひ
さ
し
は
そ
の
空
間
で
魯
迅
と

日
本
人
の
友
情
の
中
に
あ
る
国
家
を
超
え
た
価
値
と
普
遍
性
と
い
う
倫
理
道

徳
を
発
見
し
た
﹂
と
い
う
一
面
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
著
者
の
論
と
関
連
さ

せ
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒

　﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
言
葉
は
中
国
語
に
は
存
在
し
な
い
が
︑
著
者
は
日
本
語

漢
字
概
念
と
し
て
そ
の
ま
ま
中
国
語
の
文
章
に
使
っ
て
い
る
︒
そ
の
日
本
語
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の
概
念
は
国
民
と
し
て
の
義
務
を
忘
れ
た
者
や
国
家
に
叛そ
む

い
た
人
を
指
す
が
︑

特
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
や
戦
中
に
お
い
て
︑
軍
や
国
の
政
策
に
批
判
的

で
︑
非
協
力
的
な
も
の
を
貶
お
と
し

め
て
い
っ
た
言
葉
で
あ
る
︒
独
立
し
た
個
性
を

持
ち
︑
戦
前
︑
戦
中
の
軍
国
主
義
的
な
国
家
体
制
に
対
抗
し
て
︑﹁
非
国
民
﹂

に
な
る
こ
と
は
危
険
を
伴
う
こ
と
だ
っ
た
︒
小
林
多
喜
二
の
よ
う
に
︑
特
高

警
察
に
代
表
さ
れ
る
国
家
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
︑
正
義
を
堅
持
し
︑
そ
の
勇

気
あ
る
人
間
性
を
示
し
た
﹁
非
国
民
﹂
は
井
上
ひ
さ
し
が
讃
え
る
国
民
像
で

も
あ
る
︒
著
者
は
︑
警
察
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
小
林
多
喜
二
を
描
い
た
戯

曲
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
井
上
ひ
さ
し
の
社
会
活
動
︑
特
に
﹁
九
条
の
会
﹂
の
呼

び
か
け
人
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
井
上
ひ
さ
し
の
父
親

で
あ
る
井
上
修
吉
が
戦
前
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
雑
誌
を
自
分
の
薬
局
で

販
売
し
た
だ
け
で
︑
警
察
に
三
回
逮
捕
さ
れ
︑
拷
問
を
受
け
た
た
め
︑
病
気

を
患
っ
て
三
十
四
歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
作
家
論
的
な
背
景
説

明
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
小
林
多
喜
二
の
拷
問
死
と
父
親
の
拷
問
を
受
け
た

病
死
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
た
︒
本
書
で
は
戯
曲
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
か
ら
︑
個
人

の
尊
厳
が
守
れ
な
い
天
皇
制
国
家
を
批
判
し
た
井
上
ひ
さ
し
の
現
代
社
会
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
と
い
う
著
者
の
ス
タ
ン
ス
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
弱
者
の
側
に
立
っ
て
権
力
を
批
判
し
て
き
た
井
上
ひ
さ
し
を
日
本
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
継
承
者
と
見
な
す
丸
谷
才
一
の
説
を
無
批
判
に
受
け
い
れ
た

著
者
は
︑
小
林
多
喜
二
を
パ
ロ
デ
イ
化
し
た
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
系
譜
に
入
れ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
日
本
に
も
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
し
︑
中
国
に
も
小
林
多
喜
二
の
受
容
史
が

あ
る
︒
井
上
ひ
さ
し
が
ど
の
よ
う
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
継
承
者
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
︑
本
書
は
実
証
的
な
論
証
を
せ
ず
に
︑
桐
原
良
光
の

﹃
井
上
ひ
さ
し
伝
﹄
を
参
考
に
し
た
だ
け
で
︑
井
上
ひ
さ
し
が
な
ぜ
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
と
し
て
の
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
書
い
た
の
か
︑
そ
の
理
由
を
論
じ
よ

う
と
し
た
︒
そ
れ
よ
り
︑﹃
組
曲
虐
殺
﹄
が
ど
う
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
論
考
を
深
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　﹁
昭
和
庶
民
伝
﹂
と
し
て
書
か
れ
た
﹃
き
ら
め
く
星
座
︱
︱
昭
和
オ
デ
オ
ン

堂
物
語
﹄
を
論
じ
た
本
書
の
第
五
章
で
は
︑
井
上
ひ
さ
し
の
宇
宙
観
に
焦
点

を
当
て
た
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
︒﹁
私
小
説
﹂
に
因
ん
だ
﹁
私
戯
曲
﹂
と
い

う
作
品
は
︑
太
平
洋
戦
争
前
夜
の
軍
国
主
義
一
色
の
時
代
に
巻
き
込
ま
れ
な

が
ら
も
﹁
き
ら
め
く
星
座
﹂
の
よ
う
な
昭
和
オ
デ
オ
ン
堂
一
家
の
物
語
を
井

上
ひ
さ
し
の
家
に
基
づ
い
て
描
い
た
の
で
あ
る
︒
宇
宙
の
広
大
さ
を
思
え
ば

戦
争
を
起
こ
す
人
類
が
愚
か
な
も
の
だ
と
表
現
し
た
井
上
ひ
さ
し
の
反
戦
思

想
に
注
目
す
る
著
者
は
︑
宇
宙
︑
地
球
︑
人
間
と
い
う
三
位
一
体
の
宇
宙
観

を
戦
争
時
代
の
﹁
大
日
本
帝
国
﹂
観
を
超
え
る
も
の
と
し
て
︑﹁
天
人
合
一
﹂

に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
︒

　﹁
国
民
﹂
と
﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
︑
昭
和
戦
前
︑
戦
中
の
歴

史
を
描
い
た
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄︑﹃
組
曲
虐
殺
﹄︑﹃
き
ら
め
く
星
座
﹄

と
い
う
戯
曲
を
分
析
し
な
が
ら
︑
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
を
ま
と
め
た

著
者
は
︑
戦
後
の
歴
史
を
描
い
た
﹃
吉
里
吉
里
人
﹄
と
い
う
長
編
小
説
を
分
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析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
理
想
国
家
﹂
観
も
論
じ
て
い
る
︒

﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
立
国
の
本
﹂
や
﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
戦
力
の

本
︱
︱
医
療
保
障
﹂︑﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
農
業
モ
デ
ル
﹂
と
い
う
見
出

し
か
ら
見
て
も
︑
著
者
の
論
じ
方
は
︑
作
品
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
作
者
井

上
ひ
さ
し
の
思
想
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
︒
日
本
か
ら
独
立
し
た
﹁
吉
里

吉
里
国
﹂
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
描
い
た
井
上
ひ
さ
し
の
国
家
構
想
は
︑﹁
憲

法
九
条
﹂
を
守
る
こ
と
や
文
化
立
国
や
医
療
立
国
や
農
業
立
国
な
ど
を
含
め

た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
家
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
国
家
の
構

想
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
一
方
︑
井
上
文
学
に
お
け
る
現
代
日
本
の
文
明
批
評
を
論
考
し
た
本
書
は
︑

国
民
作
家
と
し
て
の
井
上
ひ
さ
し
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
走
り
す
ぎ
た
と
い
う

謗そ
し

り
を
免
れ
な
い
︒
作
品
の
内
容
分
析
に
よ
っ
て
︑
作
家
の
﹁
国
家
観
﹂
を

考
察
す
る
や
り
方
も
作
者
の
仕
掛
け
た
落
と
し
穴
に
は
ま
り
や
す
い
︒
例
え

ば
︑﹃
し
み
じ
み
日
本
・
乃
木
大
将
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
四
年
）
の
作
品
論
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
井
上
ひ
さ
し
が
暴
き
出
し
た
近
代
日
本
の
国

家
の
本
質
と
は
︑
劇
中
の
天
皇
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
︑
こ
の
明
治
と
い
う
時
代

は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
︑
忠
臣
や
篤
農
や
︑
節
婦

や
孝
子
な
ど
の
型
を
演
じ
︑
そ
の
型
を
完
成
さ
せ
︑
周
囲
の
手
本
た
ら
ん
と

つ
と
め
る
時
代
な
の
だ
︒
国
民
に
型
を
示
し
︑
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
選
ば

せ
る
︒
こ
れ
が
国
家
と
い
う
も
の
の
仕
事
な
の
だ
︒﹂（
新
潮
文
庫
︑
一
二
〇

頁
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
国
民
に
﹁
忠
臣
︑
孝
子
﹂
の
型
を
押
し
付
け

る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
天
皇
国
家
と
い
う
近
代
日
本
の
本
質
を
暴
く
井
上
ひ

さ
し
の
国
家
認
識
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒

　
博
士
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
本
書
に
は
丁
寧
な
年
譜
が
付
け
ら
れ
て
お
り
︑

作
家
論
的
な
展
開
も
見
せ
て
い
る
が
︑
方
法
論
と
し
て
解
釈
学
と
マ
ル
ク
ス

を
使
い
︑
実
証
研
究
を
あ
え
て
し
な
い
と
明
言
し
て
い
る
が
︑
そ
の
ぶ
ん
論

考
が
手
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
日
本
語
論

ま
で
発
表
し
て
近
代
国
家
の
形
成
と
言
語
問
題
を
生
涯
に
問
い
続
け
て
き
た
︑

言
葉
の
魔
術
師
の
よ
う
な
井
上
ひ
さ
し
を
論
じ
る
の
に
︑
戯
曲
や
小
説
に
お

け
る
ジ
ャ
ン
ル
や
言
葉
の
問
題
を
配
慮
せ
ず
に
︑
作
品
の
表
現
を
そ
の
ま
ま

作
家
に
還
元
す
る
解
釈
の
仕
方
に
は
無
理
が
あ
る
︒
ま
た
著
者
が
井
上
ひ
さ

し
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
論
考
の
中
に
︑
井
上
ひ
さ
し
の

﹁
国
家
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
対
談
な
ど
作
家
を
め
ぐ
る
資
料

を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
も
︑
や
は
り
本
書
に
お
け
る
手
落
ち
だ
と
思
わ
れ

る
︒




