
問
題
は
一
〇
〇
点
満
点
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
五
五
点
）

二
一
世
紀
の
先
進
国
で
の
テ
ロ
の
多
く
は
、
そ
の
国
の
社
会
の
内
部
が
抱
え
て
い
る
問
題
に
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
や

＊Ｉ
Ｓ
が
い
わ
ば
「
便
乗
」
し
て
起
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
の
問
題
が
な
ぜ
宗
教
的

な
位
相
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
い

う
議
論
を
手
が
か
り
に
、
テ
ロ
激
化
の
理
由
を
探
っ
て
み
る
。

日
本
で
は
聞
き
な
れ
な
い
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
二
〇
〇
四
年
に
西
欧
随
一
の
知
識
人
た
る
ド
イ

ツ
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
、
翌
年
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
一
六
世
と
し
て
ロ
ー
マ
教
皇
に
選
出
さ
れ
る
ラ
ッ

ツ
ィ
ン
ガ
ー
教
皇
庁
教
理
省
長
官
と
に
よ
る
対
談
の
場
で
用
い
ら
れ
て
か
ら
広
ま
っ
た
概
念
だ
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

国
家
と
市
場
か
ら
自
律
的
な
「
公
共
圏
」
の
概
念
を
歴
史
的
に
描
い
た
こ
と
で
有
名
な
哲
学
者
で
あ
り
、
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
一
六
世
は
保
守
的
な
価
値
を
唱
え
た
厳
格
な
教
皇
と
し
て
知
ら
れ
る
。

対
談
に
際
し
て
問
題
テ
イⅰ
キ
を
求
め
ら
れ
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
市
場
や
資
本
主
義
の
力
が
ま
す
ま
す
増
し
て
い

る
現
代
に
あ
っ
て
、
文
化
的
な
品
位
や
市
民
同
士
の
連
帯
は
、
市
民
社
会
だ
け
の
手
に
よ
ら
ず
、
宗
教
共
同
体
の
助

け
も
得
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
資
本
主
義
に
対
し
て
批
判

的
な
宗
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
と
宗
教
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
協
調
関
係
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
状
況
こ
そ
が
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
の
時
代
だ
と
表
現
し
た
。

元
来
「
世
俗
化
」
と
は
公
的
空
間
や
公
権
力
か
ら
宗
教
的
性
格
を
排
除
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

そ

の
影
響
力
を
殺
ぐ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
科
学
技
術
の
発
達
と
高
等
教
育
が
普
及
す
る
こ
と
で
個
人
の
信

仰
心
は
後
退
し
、「
脱
魔
術
化
」
が
進
む
と
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
さ
れ
て
き
た
。
近
代
と
は
、
個
人
の
自
己
決
定
権

や
科
学
的
合
理
性
の
進
展
を
み
て
、
非
合
理
で
抑
圧
的
な
宗
教
的
な
も
の
か
ら
の
リ
ベ
ラ
ル
な
離
脱
の
プ
ロ
セ
ス
だ

問
題
・
解
答

用
紙
番
号

55

の
解
答
用
紙
に
解
答
し
な
さ
い
。

国

語

〈
受
験
学
部
・
学
科
〉

法
学
部
、
国
際
学
部
、
経
済
学
部
、
経
営
学
部
、
現
代
社
会
学
部
、

看
護
学
部
、
農
学
部（
食
農
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
）
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と
み
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
ル
ク
ス
な
ど
、
名
だ
た
る
人
文
社
会

科
学
者
ら
は
、
近
代
が
進
展
し
て
い
け
ば
、
宗
教
や
信
仰
は
後
景
に
退
く
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
人
間
の

Ａ

に
信
頼
を
寄
せ
る
考
え
方
は
、
人
び
と
を
迷
信
か
ら
救
い
出
し
、
合
理
性
や
実
証
に
基
づ
い
て
行
動
す

る
世
俗
世
界
が
到
来
す
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
と
の
対
談
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
世
俗
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
「
宗
教
の
再
興
」
が
進
む
と
い
う
逆
説
だ
っ
た
。
彼
は
、

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
、
ヒ
ン
ズ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
右
派
、
中
国
の
法
輪
功
、
イ
ス
ラ
ム
過

激
派
と
い
っ
た
宗
教
原
理
主
義
が
各
地
で
生
ま
れ
て
い
る
と
し
、
世
俗
社
会
が
宗
教
と
の
対
話
を
怠
る
か
ぎ
り
、
宗

教
的
な
意
識
は
セ
ンⅱ
エ
イ
化
をａ
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
予
言
し
た
。
こ
の
一
五
年
以
上
前
の
予
言
は
現
実
の
も
の

と
な
っ
た
。

べ
ん

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
がｂ
先
鞭
を
つ
け
た
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
論
は
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、1
相
反
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
世
俗
化
」
と
「
宗
教
意
識
」
が
、
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か

に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
よ
う
。
な
ぜ
先
進
国
で
宗
教
を
フ
ッ
ク
と
し
た
テ
ロ
が
起
き
る
の
か
の
説
明
と
な
る
か
ら
だ
。

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ベ
ッ
ク
は
、
世
俗
化
と
宗
教
意
識
が
と
も
に
進
展
し
て
い
く
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な

く
、
近
代
化
と
個
人
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
起
こ
る
、
当
然
の
帰
結
と
い
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
近
代
化
が
進
み
、

個
人
が
集
団
や
共
同
体
、
歴
史
的
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
個
人
は
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
生

き
て
い
く
う
え
で
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
指
針
を
見
失
っ
て
い
く
か
ら
だ
。

当
然
と
さ
れ
て
い
た
歴
史
や
伝
統
が
失
わ
れ
て
い
け
ば
、
人
び
と
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
パ
ッ
チ
ワ
ー

ク
的
か
つ
恣
意
的
に
、
主
体
的
に
選
択
し
、
創
造
し
て
い
く
「
再
帰
的
近
代
」
に
生
き
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
立
ち

現
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
宗
教
的
な
も
の
へ
の
希
求
だ
。
つ
ま
り
、
も
は
や
宗
教
が
個
人
を
操
る
の
で
は
な
く
、
個

人
が
宗
教
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ッ
ク
の
卓
越
な
表
現
に
よ
れ
ば
、「
愛
の
自
動
販
売
機
」
た
る
神
が
お
り
、

そ
れ
は
個
人
が
必
要
な
時
に
「
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
呼
び
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
宗
教
は
、「
信
仰
の
体
系
」
で
は
な
く
、「
個
人
の
信
仰
」
へ
と
解
消
さ
れ
る
。
世
俗
化
の
流
れ
の
な

か
で
、
宗
教
や
教
会
の
力
は
殺
が
れ
、
他
方
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
原
理
か
ら
、
信
仰
は
個
人
の
内
面
の
自
由
の
問
題

と
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
個
人
は
ふ
た
た
び
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。

こ
の
段
階
で
、
も
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
イ
マ
ー
ム
（
預
言
者
）
が
、
個
人
に
対
し
て
命

令
す
る
よ
う
な
権
威
を
持
ち
、
そ
れ
に
信
者
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
自
ら
の
自
由
を
奪
わ

れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
信
仰
心
を
持
と
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
のⅲ
サ
イ
ハ
イ
で
宗
教
を

ど
う
に
で
も
利
用
で
き
る
こ
と
が
、
ポ
ス
ト
世
俗
の
時
代
で
は
人
が
信
仰
心
を
抱
く
最
大
の
理
由
と
な
る
。
個
人
の

自
己
決
定
権
を
前
提
と
し
た
新
自
由
主
義
的
な
社
会
で
自
ら
の
不
遇
や
困
窮
が
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
れ
ば
、

人
は
そ
れ
を
否
定
す
る
説
明
や
教
義
に
よ
っ
て
、
そ
の
状
況
を
否
定
す
る
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
自
ら
の
不
遇
や
困
窮
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
多
く
の
場
合
、
社
会
の
「
弱
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者
」
が
テ
ロ
リ
ス
ト
ヘ
と
転
化
し
て
い
く
こ
と
の
説
明
と
も
な
る
。

ベ
ッ
ク
は
ま
た
、
宗
教
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
国
家
を
超
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
質
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
か
ら
は
、
国
境
に
縛
ら
れ
な
い
Ｉ
Ｓ
は
、
個
人
に
信
じ
た
い

こ
と
を
信
じ
さ
せ
て
く
れ
る
情
報
を
絶
え
間
な
く
み
せ
て
く
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
電
子
空
間
を
使
い
、
世

俗
的
な
利
益
を
餌
と
し
て
個
人
に
信
仰
心
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
宗
教
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

2
ベ
ッ
ク
の
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
の
議
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
が
、
先
進
国
の
ホ
ー
ム
グ
ロ

ウ
ン
・
テ
ロ
を
も
説
明
す
る
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
南
東
部
イ
ゼ
ー
ル
で
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
運

動
に
共
鳴
し
て
い
た
と
さ
れ
る
人
間
が
、
そ
り
の
合
わ
な
い
職
場
の
上
司
の
頭
部
を
切
断
し
、
職
場
だ
っ
た
工
場
の

フ
ェ
ン
ス
に
「
神
は
偉
大
な
り
」
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
と
と
も
に
突
き
立
て
る
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
事
件
が
あ
っ
た
。

同
じ
月
に
は
、
職
場
の
同
僚
を
狙
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
サ
ン
バ
ー
ナ
ー
デ
ィ
ノ
で
の
乱
射
事
件

も
あ
っ
た
。
両
者
と
も
に
Ｉ
Ｓ
と
何
ら
か
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
数
多
あ
る
Ｉ
Ｓ
テ
ロ
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
組
織
か
ら
直
接
的
に
指
示
が
あ
っ
た
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
宗
教
テ
ロ
の

姿
を
借
り
た
個
人
的
な
恨
み
や
怨
念
に
よ
る
犯
行
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
個
人
に
よ
っ
て
神
が
簡
単
に

呼
び
出
さ
れ
た
ケ
ー
ス
だ
。

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
（
共
同
体
主
義
者
）
と
し
て
有
名
な
政
治
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
世
俗
化
の

進
ん
だ
歴
史
を
精
査
し
、
近
代
的
な
理
知
に
よ
っ
て
宗
教
が
クⅳ
チ
ク
さ
れ
た
こ
と
は
実
際
に
は
一
度
も
な
く
、
現
代

に
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
な
も
の
以
外
に
道
徳
上
の
源
泉
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
、
人
に
固
有
の
権
利
が
認

め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
立
憲
主
義
の
精
神
も
、「
人
は
神
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
か
ら
」
と
い
う
こ
と
以
外
、
そ
の
根

拠
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
だ
か
ら
、
科
学
に
よ
っ
て
宗
教
は
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
「
2
＋
2

は
4
」
と
い
う
絶
対
的
な
定
理
が
科
学
的
に
導
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
正
義
の
実
現
や
不
条
理
が
解
消
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
正
義
や
道
徳
の
源
は
宗
教
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
し
か
な
い
、
と
。

宗
教
が
個
人
的
な
選
択
に
よ
っ
て
再
興
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
点
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
ベ
ッ
ク
と
同
じ
立
場

を
と
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
見
取
図
で
は
、
宗
教
と
政
治
が
一
体
で
未
分
離
だ
っ
た
「
旧
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
世
界
」（
聖

俗
の
境
界
線
を
社
会
学
者
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
引
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
）
は
、
世
俗
革
命
を
経
験
し
、
良
心
や
善
悪
に

つ
い
て
の
判
断
が
私
的
領
域
に
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
新
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
世
界
」
へ
と
移
行
し
、
さ
ら
に
一
九

六
〇
年
代
以
降
に
進
ん
だ
個
人
化
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
い
う
超
越
性
が
個
人
の
手
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
「
ポ
ス
ト
・

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
世
界
」
へ
と
変
転
し
て
き
た
と
す
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
は
ま
た
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
世
界
や
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
時
代
の
タ
ンⅴ
シ
ョ
と
な
る
。
宗
教
が
個
人

を
操
る
の
で
は
な
く
、
個
人
が
宗
教
を
操
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
社
会
が
個
人
を
単
位
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
の
原
理
を

取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

ち
な
み
に
、
ベ
ッ
ク
も
テ
イ
ラ
ー
も
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
は
、
自
己
救
済
を
願
う
個
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
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む
し
ろ
自
分
を
破
壊
す
る
よ
う
な
過
激
化
は
最
終
的
に
は
抑
止
さ
れ
る
は
ず
と
の
楽
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
点
で

も
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
見
通
し
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と
は
現
状
が
証
明
し
て
い
る
。

「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
が
進
展
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、3
ベ
ッ
ク
と
テ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
が
む
し

ろ
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
こ
と
に
希
望
を
つ
な
い
だ
が
、
ケ
ペ
ル
は
、
悲
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
。

ケ
ペ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
い
ず
れ
で
も
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
大
き
な
断
絶
を
経
験
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
バ
チ
カ

ン
で
は
信
仰
よ
り
も
理
性
が
重
視
さ
れ
、
教
会
の
信
頼
失
墜
を
取
り
返
そ
う
と
、「
再
キ
リ
ス
ト
教
化
」（
そ
の
代
表

的
論
者
が
先
の
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
枢
機
卿
と
さ
れ
る
）
が
進
め
ら
れ
た
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
社
会
改
革
や
貧
者
救
済

に
熱
心
な
「
リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
が
否
定
さ
れ
、
個
人
の
救
済
に
よ
り
重
き
を
置
く
福
音
主
義
が
台
頭

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
個
人
の
自
由
と
責
任
を
謳
い
あ
げ
る
レ
ー
ガ
ン
政
権
期
の
新
自
由
主
義
の
下

地
と
な
っ
た
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、
個
人
主
義
と
い
う
政
治
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
、
新
自
由
主
義
と
い
う
経
済
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
共
犯
に
よ
っ
て
、
政
治
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
同
時
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
で
も
、
イ
ラ
ン
革
命
の
よ
う
に
政
治
的
な
か
た
ち
で
教
義
が
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
に
よ
る

反
省
か
ら
、
個
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
信
仰
を
通
じ
た
世
界
の
「
再
イ
ス
ラ
ム
化
」
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
、
下
か
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世
俗
世
界
と
の
分
離
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

「
再
宗
教
化
」
は
、
七
〇
年
代
に
世
界
的
規
模
で
進
ん
で
い
っ
た
の
だ
。

そ
の
理
由
と
し
て
ケ
ペ
ル
は
、
戦
後
の
楽
観
的
な
世
界
観
が
、
失
業
や
環
境
、
人
口
問
題
と
い
っ
た
危
機
に
よ
っ

て
覆
さ
れ
た
た
め
だ
と
す
る
。

Ｘ

。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
宗
教
性
へ
の
回

帰
は
、
世
俗
世
界
と
大
き
な
断
絶
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
本
の
関
心
に
引
き
つ
け

て
い
え
ば
、
ポ
ス
ト
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
時
代
は
宗
教
と
信
仰
を
新
た
な
争
点
と
し
て
据
え
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
ペ

ル
は
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
非
寛
容
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
彼
は
、

イ
ス
ラ
ム
教
は
社
会
の
構
成
原
理
を
神
の
み
に
認
め
る
一
元
論
を
と
る
ゆ
え
、
民
主
主
義
社
会
と
最
も
相
性
が
悪
い

宗
教
だ
と
い
う
。

テ
イ
ラ
ー
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
、
民
族

解
放
を
経
て
建
国
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ン
ド
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
い
う
三
つ
の
国
を
事
例
に
、
こ
れ
ら
で
独
立

後
に
な
ぜ
宗
教
的
原
理
主
義
（
シ
オ
ニ
ズ
ム
、
ヒ
ン
ズ
ー
過
激
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
）
が
は
び
こ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
の
理
由
と
し
て
、
左
派
リ
ベ
ラ
ル
的
な
世
俗
主
義
の
原
理
が
、
そ
の
国
で
あ
ま
り
に
も
優
先
さ
れ
た
こ

と
に
理
由
を
求
め
て
い
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
一
九
六
二
年
に
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立
す
る
が
、
初
代
大
統
領

に
就
任
す
る
ベ
ン
・
ベ
ラ
は
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
の
エ
リ
ー
ト
層
の
知
識
に
親
し
み
、
イ
ス
ラ
ム
よ
り
も
社
会
主
義
を

重
ん
じ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
解
放
す
る
た
め
の
独
立
戦
争
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
国
が
宗
教
的
要

素
を
排
除
し
て
世
俗
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
抑
圧
さ
れ
た
宗
教
的
な
原
理
主
義
が
台
頭
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
す
る
。
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こ
の
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
見
立
て
は
、
そ
の
後
エ
ジ
プ
ト
や
リ
ビ
ア
の
よ
う
に
「
＊ア
ラ
ブ
の
春
」
で
解
放
さ
れ
た
は

ず
の
国
々
で
、
社
会
が
自
由
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
宗
教
に
基
づ
く
権
威
的
な
社
会
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説

明
に
も
な
っ
て
い
る
。「
啓
蒙
が
反
啓
蒙
を
可
能
に
し
た
と
い
う
主
張
が
正
し
い
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、4
解
放

運
動
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
宗
教
的
熱
狂
の
復
活
を
可
能
に
し
た
と
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」（
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
）。

ケ
ペ
ル
は
戦
後
の
進
歩
史
観
へ
の
幻
滅
が
宗
教
の
再
興
を
招
き
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
宗
教
のｃ
等
閑
視
が
原
理
主
義
の

台
頭
を
招
く
と
し
て
い
る
点
で
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
世
俗
化
が
進
め
ば
宗
教
は
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

い
う

Ｂ

な
解
釈
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

宗
教
は
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
直
接
的
に
作
用
し
、
人
生
の
意
味
の
供
給
源
と
し
て
の
機
能
を
ふ
た

た
び
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
の
議
論
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ

ト
が
台
頭
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
政
治
を
基
礎
と
す
る
時
代
と
双
子
の
関
係
に
あ
る
の
だ
。
宗
教
テ
ロ
と
反
移
民

テ
ロ
は
地
続
き
の
関
係
に
あ
る
。

（
吉
田
徹
『
ア
フ
タ
ー
・
リ
ベ
ラ
ル
』
一
部
改
変
）

＊

Ｉ
Ｓ
…
…
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
の
一
つ
。

＊

ア
ラ
ブ
の
春
…
…
二
〇
一
〇
年
末
か
ら
二
〇
一
一
年
頃
に
中
東
地
域
に
広
が
っ
た
民
主
化
と
自
由
を
求
め
る
運
動
。

問
一

二
重
傍
線
部
ⅰ
〜
ⅴ
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

ⅰ

テ
イ
キ

ア

政
権
交
代
の
キ
ウ
ン
が
高
ま
っ
て
き
た
。

イ

出
席
者
は
キ
リ
ツ
と
拍
手
で
主
賓
を
迎
え
た
。

ウ

ば
か
ば
か
し
い
キ
ソ
ク
ば
か
り
で
嫌
に
な
る
。

エ

ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
キ
ネ
ン
致
し
ま
す
。

オ

ヨ
キ
に
反
し
て
よ
い
結
果
と
な
っ
た
。

ⅱ

セ
ン
エ
イ

ア

エ
イ
ネ
ン
勤
続
で
表
彰
さ
れ
た
。

イ

エ
イ
リ
な
刃
物
で
手
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ

大
統
領
が
演
説
で
ゴ
エ
イ
を
つ
け
る
。

エ

会
長
の
エ
イ
ダ
ン
で
危
機
を
脱
し
た
。

オ

か
つ
て
エ
イ
ガ
を
極
め
た
一
族
も
零
落
し
た
も
の
だ
。
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ⅲ

サ
イ
ハ
イ

ア

大
き
な
カ
ッ
サ
イ
と
と
も
に
舞
台
の
幕
が
下
り
た
。

イ

こ
れ
ま
で
の
実
績
が
今
回
の
失
敗
で
ソ
ウ
サ
イ
さ
れ
た
。

ウ

今
後
イ
ッ
サ
イ
関
わ
ら
な
い
と
約
束
し
た
。

エ

そ
の
ヨ
ウ
サ
イ
は
難
攻
不
落
で
有
名
だ
っ
た
。

オ

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
テ
イ
サ
イ
が
悪
い
。

ⅳ

ク
チ
ク

ア

中
央
ア
ジ
ア
で
は
ボ
ク
チ
ク
が
盛
ん
だ
。

イ

将
来
の
た
め
に
チ
ョ
チ
ク
し
て
お
こ
う
。

ウ

と
う
と
う
会
社
か
ら
ホ
ウ
チ
ク
さ
れ
た
。

エ

ハ
チ
ク
の
勢
い
で
勝
ち
進
む
。

オ

昔
の
ケ
ン
チ
ク
物
を
見
て
回
る
。

ⅴ

タ
ン
シ
ョ

ア

こ
の
書
類
に
ジ
シ
ョ
と
捺
印
を
し
て
く
だ
さ
い
。

イ

そ
の
件
に
つ
い
て
は
ゼ
ン
シ
ョ
を
求
め
ま
す
。

ウ

キ
ュ
ウ
シ
ョ
を
突
か
れ
て
一
瞬
た
じ
ろ
い
だ
。

エ

ト
ウ
シ
ョ
の
計
画
は
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

オ

古
く
か
ら
の
行
事
の
ユ
イ
シ
ョ
を
た
ず
ね
る
。

問
二

波
線
部
ａ
〜
ｃ
の
言
葉
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
な
さ
い
。

ａ

余
儀
な
く
さ
れ
る

ア

そ
う
し
た
方
が
よ
い
と
判
断
さ
れ
る

イ

そ
う
す
る
し
か
な
い
状
況
に
さ
れ
る

ウ

そ
れ
と
は
違
う
方
法
を
提
示
さ
れ
る

エ

そ
れ
は
誤
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
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ｂ

先
鞭
を
つ
け
る

ア

他
の
人
よ
り
も
早
く
始
め
る

イ

将
来
の
こ
と
に
備
え
て
準
備
す
る

ウ

何
か
が
起
き
る
前
に
そ
れ
を
見
抜
く

エ

そ
れ
以
降
誰
も
行
わ
な
い
こ
と
を
す
る

ｃ

等
閑
視

ア

最
優
先
で
対
応
す
る
こ
と

イ

先
送
り
し
て
時
を
稼
ぐ
こ
と

ウ

無
視
し
て
放
っ
て
お
く
こ
と

エ

重
視
し
て
丁
寧
に
扱
う
こ
と

問
三

空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
な
さ
い
。

Ａ

ア

公
共
心

Ｂ

ア

一
元
的

イ

主
体
性

イ

相
対
的

ウ

道
徳

ウ

直
線
的

エ

理
性

エ

論
理
的

問
四

傍
線
部
1
「
相
反
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
世
俗
化
」
と
「
宗
教
意
識
」
が
、
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か
」
と

あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

外
形
は
異
な
っ
て
い
る
が
世
俗
化
と
宗
教
意
識
が
同
じ
内
実
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
近
代
化
が
進
む
中

で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
か
ら
。

イ

世
俗
化
に
よ
っ
て
宗
教
の
権
威
が
小
さ
く
な
り
脱
魔
術
化
し
た
結
果
、
近
代
的
な
個
人
に
と
っ
て
、
宗
教

へ
の
心
理
的
抵
抗
が
軽
減
さ
れ
た
か
ら
。

ウ

表
面
的
に
は
世
俗
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
て
い
て
も
、
人
び
と
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
当
然
と
さ
れ

て
き
た
宗
教
や
伝
統
を
簡
単
に
捨
て
去
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
。

エ

近
代
に
な
り
、
世
俗
化
が
進
む
こ
と
で
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
を
失
っ
た
個
人
が
、
新
た
な
よ
り
ど
こ

ろ
の
一
つ
と
し
て
宗
教
的
な
も
の
を
主
体
的
に
選
び
、
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

オ

世
俗
化
と
は
公
的
空
間
や
公
権
力
か
ら
宗
教
の
影
響
を
な
く
す
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
突
き
進
め
た
反

動
で
私
的
空
間
や
個
人
の
心
情
に
と
っ
て
宗
教
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
。
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問
五

傍
線
部
2
「
ベ
ッ
ク
の
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
の
議
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
が
、
先
進

国
の
ホ
ー
ム
グ
ロ
ウ
ン
・
テ
ロ
を
も
説
明
す
る
」
と
あ
る
が
、
先
進
国
の
ホ
ー
ム
グ
ロ
ウ
ン
・
テ
ロ
は
ど
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
か
。
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。
な
お
、「
ホ
ー
ム
グ

ロ
ウ
ン
・
テ
ロ
」
と
は
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
自
国
内
で
起
こ
す
テ
ロ
の
こ
と
で
あ
る
。

ア

多
発
し
て
い
る
宗
教
テ
ロ
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
信
者
で
は
な
い
人
が
個
人
的
な
恨
み
や
怨
念
を
晴
ら
す
た

め
の
テ
ロ
を
起
こ
す
。

イ

社
会
的
弱
者
と
さ
れ
て
い
る
人
が
、
世
俗
的
な
利
益
を
説
く
宗
教
原
理
主
義
者
に
つ
け
込
ま
れ
、
う
ま
く

使
わ
れ
る
形
で
テ
ロ
を
起
こ
す
。

ウ

自
分
の
置
か
れ
た
状
況
に
不
満
を
持
っ
た
人
が
、
司
祭
や
イ
マ
ー
ム
の
言
葉
に
救
い
を
見
出
し
、
自
分
を

肯
定
さ
れ
た
と
誤
認
し
て
テ
ロ
を
起
こ
す
。

エ

近
代
化
さ
れ
た
社
会
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
い
で
い
る
人
が
宗
教
に
の
め
り
込
み
、
神
の

権
威
を
信
じ
て
神
の
た
め
に
テ
ロ
を
起
こ
す
。

オ

自
分
の
困
窮
や
不
遇
は
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
と
考
え
た
い
人
が
、
宗
教
の
教
義
を
自
分
に
都
合
よ
く
利

用
し
、
困
窮
や
不
遇
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に
テ
ロ
を
起
こ
す
。

問
六

傍
線
部
3
「
ベ
ッ
ク
と
テ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
が
む
し
ろ
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
こ
と
に
希
望
を
つ
な
い
だ
が
、
ケ

ペ
ル
は
、
悲
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
三
者
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
カ
の
う
ち
か

ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

ベ
ッ
ク
は
、
全
て
の
宗
教
は
国
家
を
超
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
再
宗
教
化
」
が
可
能
と
な
っ
た
と
み
て
い
る
。

イ

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
い
う
概
念
を
拡
げ
た
ベ
ッ
ク
は
、
世
俗
化
が
進
み
リ
ベ
ラ
ル
な

社
会
に
な
る
と
個
人
が
幸
せ
に
な
り
、
宗
教
の
過
激
化
は
抑
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

ウ

テ
イ
ラ
ー
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
が
、
世
俗
化
が
進
め
ば
人
び
と
は
宗
教
に
関
心
を
持
つ
こ
と
は

な
く
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。

エ

テ
イ
ラ
ー
は
、
科
学
に
よ
っ
て
宗
教
が
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
個
人
化
の
進
ん
だ
時
代

に
こ
そ
宗
教
の
再
興
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

オ

イ
ス
ラ
ム
主
義
の
専
門
家
で
あ
る
ケ
ペ
ル
は
ベ
ッ
ク
と
異
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
「
ポ
ス
ト
世
俗

化
」
が
進
む
の
は
困
難
だ
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

カ

ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
が
個
人
の
救
済
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
基
盤
と
し
て
経
済
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
も
進
ん
で
い
っ
た
と
ケ
ペ
ル
は
説
明
し
て
い
る
。
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問
七

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

現
世
へ
の
幻
滅
は
、
新
た
な
救
済
を
約
束
し
て
く
れ
る
宗
教
へ
の
期
待
へ
と
転
じ
る

イ

現
在
の
多
く
の
問
題
は
、
宗
教
を
軽
ん
じ
る
世
俗
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
だ

ウ

現
実
世
界
の
不
幸
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
心
の
平
安
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る

エ

個
人
の
内
面
の
信
仰
を
保
障
す
る
再
宗
教
化
こ
そ
が
、
世
俗
世
界
の
安
定
の
源
泉
た
り
得
る

オ

個
人
の
救
済
は
大
き
な
問
題
だ
が
、
同
時
に
全
体
の
幸
福
を
祈
る
宗
教
を
再
評
価
す
べ
き
な
の
だ

問
八

傍
線
部
4
「
解
放
運
動
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
宗
教
的
熱
狂
の
復
活
を
可
能
に
し
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
例
と
し
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

民
族
解
放
の
た
め
に
は
資
本
主
義
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
元
来
イ
ス
ラ
ム
教
は
資
本
主
義
に
批

判
的
な
宗
教
で
あ
る
こ
と
や
市
場
経
済
の
失
敗
も
あ
り
、
宗
教
の
力
が
以
前
に
も
増
し
て
強
く
な
っ
た
。

イ

イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
宗
主
国
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
独
立
運
動
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
後
、
世
俗
原
理
に
基

づ
く
国
づ
く
り
を
行
っ
た
た
め
、
お
さ
え
つ
け
ら
れ
た
宗
教
的
な
原
理
主
義
が
反
発
し
て
勢
い
を
増
す
よ
う

に
な
っ
た
。

ウ

厳
し
い
宗
教
的
戒
律
が
日
常
生
活
に
ま
で
課
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
社
会
で
、
自
由
を
求
め
る
解
放
運

動
が
成
功
し
た
結
果
、
人
び
と
は
指
針
を
失
い
、
元
の
宗
教
を
中
心
と
し
た
社
会
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。

エ

イ
ス
ラ
ム
教
は
民
主
主
義
社
会
と
最
も
相
性
が
悪
い
宗
教
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
か
ら

民
衆
を
解
放
し
よ
う
と
民
主
化
を
進
め
た
た
め
に
、
民
衆
の
賛
同
を
得
ら
れ
ず
信
仰
を
よ
り
深
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。

オ

政
治
か
ら
宗
教
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
イ
ス
ラ
ム
教
世
界
に
浸
透
し
た
が
、
同
時
に
、
個
人
の
内

面
の
自
由
と
し
て
の
信
仰
が
潜
行
し
て
強
め
ら
れ
、
や
が
て
表
面
化
し
て
、
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
ま
で
に

な
っ
た
。
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
四
五
点
）

飢
餓
と
は
通
常
、
活
動
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
熱
量
）
を
摂
取
で
き
て
い
な
い
状
態
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

人
間
が
食
べ
も
の
か
ら
摂
取
す
る
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
は
な
い
。
多
量
栄
養
素
（
炭
水
化
物
、
タ
ン
パ
ク
質
、

脂
肪
、
多
量
ミ
ネ
ラ
ル
、
水
）
や
微
量
栄
養
素
（
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
）
も
ま
た
、
人
間
活
動
を
維
持
す
る
上
で

不
可
欠
な
栄
養
で
あ
る
。

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
で
はＡ
栄
養
不
良
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
／
ま
た
は
栄
養
素
の
摂
取
量
の
不
足
、
過

剰
ま
た
は
不
均
衡
」
と
定
義
し
て
お
り
、
飢
え
は
栄
養
不
良
の
ひ
と
つ
の
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
低
栄
養
は
栄
養
素
が

足
り
な
い
状
態
で
、
飢
え
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
一
般
的
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
多
量
栄
養
素
の
不
足
を
指
す
が
、
微

量
栄
養
素
の
不
足
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。
微
量
栄
養
素
欠
乏
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
十
分
に
摂
取
で
き
て
い
る
場

合
、
す
な
わ
ち
飢
え
て
い
な
い
場
合
に
も
起
こ
り
う
る
点
が
厄
介
だ
。
一
方
、
過
栄
養
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
ま
た
は

特
定
の
栄
養
素
の
過
剰
摂
取
状
態
を
意
味
し
、
肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
原
因
と
な
る
。
栄
養
の
過
剰
や
不
足
は
、
病

気
な
ど
の
た
め
に
十
分
に
栄
養
を
代
謝
で
き
な
い
場
合
や
必
要
な
栄
養
量
が
増
大
す
る
場
合
に
も
生
じ
る
が
、
食
料

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
不
十
分
さ
も
ま
た
重
大
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

栄
養
摂
取
の
量
的
な
関
係
は
複
雑
で
、
糖
質
の
よ
う
に
最
大
許
容
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
繊
維

質
の
よ
う
に
最
低
必
須
摂
取
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
の
よ
う
に
摂
取

可
能
量
に
上
限
と
下
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
お
よ
そ
五
〇
年
が
過
ぎ
た
二
〇
世
紀
末
、
農
業
生
産
性
は
飛
躍
的
に
向
上
し
、
飢

餓
に
苦
し
む
人
々
の
絶
対
数
は
減
少
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
飢
餓
が
な
く
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
栄
養

不
良
に
苦
し
む
人
々
が
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
九
二
年
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
と
も
に
、

第
一
回
国
際
栄
養
会
議
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
栄
養
を
テ
ー
マ
と
す
る
初
の
国
際
的
な
会
議
で
、
世
界
一
五
〇
ヶ
国

以
上
か
ら
代
表
が
参
加
し
た
。
こ
の
と
き
採
択
さ
れ
た
世
界
栄
養
宣
言
で
は
、「
飢
餓
を
な
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
栄
養
不
良
を
軽
減
す
る
」
こ
と
を
宣
言
し
た
だ
け
で
な
く
、「
私
た
ち
は
、
栄
養
的
に
適
切
か
つ
安
全
な
食
料
を

入
手
す
る
こ
と
は
、
各
個
人
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
ま
た
、
世
界
的
に
み
れ
ば
す
べ
て
の
人
に
十
分
な
食

料
が
あ
り
、
不
公
平
な
ア
ク
セ
ス
が
主
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
」
と
述
べ
、
ア
ク
セ
ス
の
問
題
に
つ
い
て

も
触
れ
て
い
る
。

Ｂ
栄
養
不
良
に
は
ど
の
よ
う
な
健
康
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
低
栄
養
に
よ
る
最
も
急
性
の
健
康
影
響
は
餓
死
で
あ

る
が
、
低
体
重
の
原
因
と
な
り
免
疫
シ
ス
テ
ム
を
弱
ら
せ
る
こ
と
も
重
大
な
影
響
で
あ
る
。
低
栄
養
は
、
ま
た
、
貧

困
と
悪
循
環
の
関
係
を
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
低
栄
養
に
よ
る
病
気
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
の
た
め
に
十
分
に
働
く

こ
と
が
で
き
な
い
と
、
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
食
料
や
衛
生
の
た
め
に
必
要
な
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
栄
養
状
態
が
改
善
し
な
い
。
加
え
て
、
乳
幼
児
期
の
低
栄
養
は
子
ど
も
の
身
体
的
・
知
的
発
達
に
遅
れ
を

引
き
起
こ
す
た
め
、
そ
の
後
の
就
学
状
況
や
労
働
生
産
性
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
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は
、
将
来
的
に
国
や
地
域
の
発
展
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
り
う
る
。

し
っ
ぺ
い

過
栄
養
も
ま
た
問
題
だ
。
過
栄
養
は
肥
満
や
生
活
習
慣
病
に
つ
な
が
り
、
若
年
死
亡
や
慢
性
的
な
疾
病
の
要
因
と

な
り
う
る
。
い
く
つ
か
の
種
類
の
が
ん
、
心
臓
病
、
二
型
糖
尿
病
、
脳
血
管
疾
患
な
ど
は
肥
満
を
原
因
と
す
る
が
、

こ
の
よ
う
な
非
感
染
性
疾
患
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
感
染
症
に
代
わ
る
主
要
な
死
因
と
な
っ
た
。
ま
た
多

く
の
場
合
、
徐
々
に
悪
化
す
る
慢
性
的
な
疾
患
で
長
期
に
わ
た
る
治
療
が
必
要
と
な
る
た
め
、
生
産
性
の
低
下
や
医

療
費
・
社
会
保
障
費
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
栄
養
不
良
は
い
ず
れ
の
形
態
に
お
い
て
も
、
社
会
的
・
経
済
的
な
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
世
界
経
済
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
は
、
国
際
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て
栄
養
不
良
の
改
善
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
。

栄
養
不
良
問
題
は
、
長
ら
く
高
所
得
国
に
お
け
る
過
栄
養
と
中
・
低
所
得
国
に
お
け
る
低
栄
養
だ
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
に
ア
メ
リ
カ
の
栄
養
学
者
で
あ
る
バ
リ
ー
・
ポ
プ
キ
ン
は
、
食
生
活
の
変
化
と
運
動

強
度
の
低
下
の
た
め
に
中
・
低
所
得
国
に
お
い
て
も
肥
満
が
増
加
し
て
お
り
、
世
界
規
模
で
「Ｃ
栄
養
転
換
」
が
生
じ

つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
た
。

ポ
プ
キ
ン
は
食
生
活
と
運
動
の
パ
タ
ー
ン
が
変
化
す
る
と
、
栄
養
状
態
が
変
化
し
疾
病
の
パ
タ
ー
ン
も
変
化
す
る

と
述
べ
た
。
具
体
的
に
は
、
脂
肪
、
砂
糖
、
肉
類
、
加
工
食
品
が
多
く
繊
維
質
が
少
な
い
食
事
、
座
り
が
ち
で
運
動

が
少
な
く
な
る
暮
ら
し
に
よ
っ
て
、
肥
満
が
増
加
し
、
非
感
染
性
疾
患
が
増
加
す
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
様
式
の
転

換
は
、
都
市
化
、
所
得
の
向
上
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
の
地
域
的
な
要
因
と
、
自
由
貿
易
体
制
の
確

立
、
多
国
籍
食
品
企
業
の
現
地
進
出
、
食
品
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
積
極
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
産
業
構
造
変
化

が
互
い
に
連
関
し
て
生
じ
る
。

世
界
的
に
み
れ
ば
、
肥
満
は
一
九
七
五
年
か
ら
三
倍
近
く
に
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
に
は
一
八
歳
以
上
の

成
人
の
う
ち
一
九
億
人
が
、
そ
し
て
二
〇
二
〇
年
に
は
五
歳
未
満
の
子
ど
も
の
う
ち
三
九
〇
〇
万
人
が
過
体
重
で

あ
っ
た
。
現
在
、
世
界
の
人
々
の
住
む
国
の
多
く
で
は
、
低
体
重
よ
り
も
過
体
重
や
肥
満
が
主
た
る
死
亡
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
現
在
の
世
界
で
は
、
過
栄
養
と
低
栄
養
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
過
栄
養
が
世

界
を
覆
う
一
方
で
、
絶
対
数
が
減
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
い
ま
だ
に
飢
餓
は
存
在
し
て
い
る
。
地
理
的
に
み
る
と
、

飢
餓
人
口
が
多
い
の
は
ア
ジ
ア
だ
が
、
ア
フ
リ
カ
で
は
人
口
の
う
ち
飢
餓
に
苦
し
む
人
が
占
め
る
割
合
が
高
く
、
ま

た
子
ど
も
の
低
栄
養
が
依
然
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。
先
進
国
も
ま
た
低
栄
養
と
無
縁
で
は
な
い
。
微
量
栄
養
素
欠
乏

の
よ
う
な
隠
れ
た
低
栄
養
も
あ
れ
ば
、
普
通
の
意
味
で
の
飢
餓
も
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
〇
一
五
年
、

人
口
の
三
％
が
飢
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
過
栄
養
と
低
栄
養
が
同
時
に
起
こ
る
「
栄
養
不
良
の
二
重
負

荷
」
の
状
態
は
、
ひ
と
つ
の
地
域
、
ひ
と
つ
の
家
庭
の
な
か
で
も
生
じ
、
時
に
は
一
人
の
人
間
の
身
体
の
上
で
す
ら

起
こ
り
う
る
。
例
え
ば
、
肥
満
は
微
量
栄
養
素
の
欠
乏
と
関
連
し
て
い
る
、
ま
た
、
成
人
の
肥
満
は
幼
少
期
の
低
栄

養
に
起
因
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
、
栄
養
不
良
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ア

。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
全
体
に
み
ら
れ
る
「
現
代
的
な
食
生
活
」
は
、
栄
養
転
換
を
引
き
起
こ
し
、
過
栄

養
状
態
を
促
進
さ
せ
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
現
代
の
食
生
活
の
特
徴
は
、
脂
肪
分
（
特
に
動
物
性
由
来
の
も

の
）、
砂
糖
、
加
工
品
の
取
り
過
ぎ
と
、
繊
維
質
の
不
足
だ
が
、Ｄ
こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
世
界

各
国
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

所
得
が
向
上
す
る
と
一
般
に
主
食
以
外
の
食
品
を
購
入
す
る
機
会
が
増
え
る
。
い
わ
ゆ
る
昔
な
が
ら
の
地
域
の

い
ち
ば

「
市
場
」
で
は
品
揃
え
に
限
界
が
あ
る
一
方
、
都
市
に
普
及
し
て
い
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
豊
富
な
品
揃
え

が
あ
る
。
卵
や
乳
製
品
、
肉
類
と
い
っ
た
動
物
性
食
品
や
、
清
涼
飲
料
水
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
な
ど
の
塩
分
や
糖
分
の

多
い
加
工
食
品
な
ど
は
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
簡
単
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
食
品
で
あ
る
。
ま
た
都
市
的

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
は
、
食
料
の
入
手
や
調
理
に
あ
ま
り
時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
簡
便
な
調
理
済

食
品
や
冷
凍
食
品
が
よ
り
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

大
規
模
な
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
チ
ェ
ー
ン
は
、
通
常
、
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、

世
界
各
地
か
ら
商
品
を
仕
入
れ
て
い
る
。
食
品
業
界
で
は
国
際
的
な
経
営
統
合
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
大
手
食
品

メ
ー
カ
ー
は
先
進
国
だ
け
で
は
な
く
途
上
国
に
も
進
出
し
、
現
地
で
工
場
を
建
設
し
、
独
自
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

を
構
築
し
て
、
清
涼
飲
料
水
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
な
ど
の
加
工
度
の
高
い
食
品
を
販
売
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
販
売
さ
れ
る
農
畜
水
産
物
や
加
工
度
の
高
い
食
品
は
、
品
揃
え
が
豊
富
な
だ

け
で
な
く
安
価
で
も
あ
る
。
ま
た
加
工
食
品
は
常
に
、
刺
激
的
な
広
告
や
宣
伝
を
伴
い
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
人
々

あ
お

の
購
買
意
欲
を
煽
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
所
得
向
上
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
多
国
籍
企
業
に
よ
る
食
品
産
業
の
寡
占
と
い
っ
た
社
会

経
済
要
因
の
変
化
が
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
変
化
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
代
の
健
康
的
で
な
い
食

生
活
の
浸
透
は
、
個
人
の
食
の
嗜
好
や
選
択
の
蓄
積
と
い
う
よ
り
も
、
人
々
を
そ
の
よ
う
な
選
択
へ
と
仕
向
け
る

フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
（
あ
る
い
は
食
品
産
業
）
全
体
の
構
造
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

過
栄
養
に
よ
る
肥
満
は
非
感
染
性
疾
患
の
原
因
と
な
り
、
患
者
本
人
の
生
活
の
質
を
下
げ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会

保
障
費
や
医
療
費
の
増
大
な
ど
に
寄
与
す
る
こ
と
で
社
会
的
な
コ
ス
ト
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
に
よ
れ
ば
、

二
〇
一
〇
年
の
非
感
染
性
疾
患
の
累
計
コ
ス
ト
は
約
一
・
四
兆
米
ド
ル
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
食
生
活
の
隠
れ

た
コ
ス
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
環
境
破
壊
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
コ
ス
ト
も
隠
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
、
健
康
に
悪
い
食
品
は
安
い
の
か
。
そ
れ
は
工
業
的
農
業
に
よ
る
効
率
的
な
大
量
生
産
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

世
界
市
場
に
お
け
る
規
模
の
経
済
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
で
生
産
さ
れ
て
い
る
商
品
作
物
に
つ
い

て
生
産
量
（
重
量
）
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
み
る
と
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
が
第
一
位
、
て
ん
さ
い
が
第
一
〇
位
を
占
め
る
。
両

者
を
合
計
す
る
と
、
砂
糖
原
料
は
コ
ム
ギ
、
コ
メ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
い
っ
た
主
食
に
な
る
穀
物
よ
り
も
多
く
生
産

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
世
界
が
豊
か
に
な
る
と
肉
の
消
費
量
が
増
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
五
〇

年
前
に
比
べ
て
世
界
で
は
三
倍
以
上
の
食
肉
が
生
産
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
、
世
界
で
は
八
〇
〇
億
頭
の
家
畜
が
食
べ

ら
れ
て
い
る
。
牛
乳
の
生
産
量
も
二
倍
以
上
と
伸
び
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
家
畜
を
飼
う
た
め
に
、
世
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界
の
穀
物
栽
培
用
農
地
の
三
分
の
一
以
上
は
飼
料
作
物
の
栽
培
に
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
食
の
大
量
生
産
は
、
複
数
の
点
で
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
る
。
ま
ず
農
地
を
開
発
す
る
た
め
の
森
林

伐
採
や
埋
め
立
て
な
ど
、
大
規
模
な
土
地
利
用
の
変
化
が
あ
る
。
気
候
変
動
の
要
因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

生
物
の
生
息
場
所
の
減
少
に
つ
な
が
る
。
ま
た
肥
料
、
農
薬
、
餌
、
抗
生
物
質
な
ど
の
形
で
、
化
学
物
質
が
環
境
中

に
多
量
に
投
下
さ
れ
る
。
環
境
中
に
残
存
し
、
水
質
や
土
壌
を
汚
染
す
る
ほ
か
、
地
球
規
模
で
の
リ
ン
や
窒
素
の
循

か
ん
が
い

環
を
か
く
乱
す
る
。
農
業
用
水
の
た
め
の
灌
漑
や
地
下
水
の
汲
み
上
げ
が
大
規
模
に
生
じ
る
と
、
地
域
の
水
資
源
が

枯
渇
し
た
り
、
地
下
水
位
の
低
下
が
生
じ
た
り
、
塩
害
が
起
こ
っ
た
り
す
る
。
遺
伝
的
な
問
題
も
あ
る
。
遺
伝
子
組

み
換
え
農
産
物
の
導
入
に
つ
い
て
は
議
論
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
収
量
の
多
い
特
定
の
品
種
に
栽
培
が
集

中
す
る
と
、
作
物
の
遺
伝
的
多
様
性
が
減
少
す
る
。

工
業
的
農
業
の
一
形
態
で
あ
る
工
業
的
（
あ
る
い
は
工
場
型
）
畜
産
に
は
、
よ
り
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
大
規
模

に
動
物
を
飼
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
大
量
の
糞
尿
の
問
題
、
ま
た
過
密
状
態
で
飼
育
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
な

る
抗
生
物
質
や
動
物
用
医
薬
品
の
多
用
の
問
題
、
そ
し
て
生
産
性
を
第
一
と
す
る
た
め
に
身
動
き
の
取
れ
な
い
ケ
ー

ジ
で
飼
育
す
る
と
い
う
動
物
福
祉
の
問
題
な
ど
は
、
工
業
的
畜
産
に
固
有
の
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
工
業
的
農
業
の
「
環
境
」
問
題
は
、
往
々
に
し
て
社
会
倫
理
的
問
題
と
と
も
に
現
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
量
に
農
薬
を
散
布
す
る
あ
ま
り
愉
快
で
は
な
い
農
業
現
場
は
、
移
民

や
女
性
、
児
童
と
い
っ
た
安
い
労
働
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
農
地
開
発
の
た
め
に
切
り
開
か
れ
た
森
林
は
、

地
域
の
人
々
（
時
と
し
て
少
数
民
族
）
が
、
薪
を
拾
っ
た
り
動
物
を
捕
ま
え
た
り
し
て
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
場
所

か
も
し
れ
な
い
。
遺
伝
子
組
み
換
え
農
作
物
を
開
発
す
る
の
は
、
豊
富
な
資
金
力
を
持
つ
大
企
業
で
あ
り
、
特
許
で

保
護
さ
れ
た
そ
の
種
子
は
、
肥
料
や
農
薬
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
販
売
さ
れ
、
農
家
は
た
だ
そ
れ
ら
を
購
入
す
る
し
か
な

い
。
そ
し
て
、
原
料
の
生
産
か
ら
加
工
、
販
売
ま
で
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
大
規
模
な
食
品
メ
ー
カ
ー
は
、
小
規
模

農
家
が
た
ち
う
ち
で
き
な
い
価
格
で
、
市
場
を
支
配
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
過
栄
養
を
引
き
起
こ
す
健
康
に
良
く
な
い
食
生
活
は
、
社
会
や
環
境
の
持
続
可
能
性
を
も
損
な
い
か
ね

な
い
食
料
生
産
・
流
通
構
造
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
健
康
と
社
会
や
環
境
の
持
続
性
の
双
方
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
現
代
の
食
生
活
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
主

流
化
し
た
背
景
に
は
、
個
々
人
の
食
べ
も
の
の
嗜
好
や
食
べ
方
か
ら
世
界
的
な
食
の
生
産
と
流
通
の
構
造
、
科
学
技

術
の
進
歩
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
要
因
が
、
複
雑
に
入
り
組
ん
で
存
在
し
て
い
る
。

栄
養
転
換
を
提
唱
し
た
ポ
プ
キ
ン
は
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
栄
養
過
多
な
生
活
を
引
き

起
こ
し
て
い
る
運
動
強
度
の
少
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
、
肉
類
と
砂
糖
、
加
工
食
品
に
富
む
食
事
は
、
よ
り
良
い

暮
ら
し
を
求
め
た
人
間
社
会
の
発
展
の
末
に
生
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
水
源
ま
で
長
い
道
の
り
を

歩
き
、
水
を
汲
み
、
水
の
入
っ
た
重
い
容
器
を
抱
え
て
自
宅
に
戻
る
よ
う
な
生
活
は
、
運
動
強
度
に
こ
そ
富
ん
で
い

る
が
、
必
ず
し
も
好
ま
し
い
暮
ら
し
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
上
下
水
道
の
整
備
は
、
こ
う
し
た
生
き
て
い
く
た
め

の
激
し
い
労
働
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
だ
け
で
な
く
、
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
水
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
提
供
し
て
い
る
。
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同
様
に
、
工
業
的
農
業
の
発
展
は
世
界
の
食
料
生
産
量
を
押
し
上
げ
た
。
穀
物
生
産
量
の
増
加
率
は
世
界
人
口
の
増

加
率
を
上
回
っ
て
お
り
、
現
在
、
世
界
全
体
で
生
産
さ
れ
る
農
産
物
の
総
カ
ロ
リ
ー
は
世
界
人
口
が
必
要
と
す
る
カ

ロ
リ
ー
の
二
倍
以
上
を
誇
っ
て
い
る
。
ま
た
、
工
業
的
畜
産
に
よ
っ
て
卵
や
酪
農
品
、
肉
類
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
増
え

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
の
摂
取
が
増
え
、
栄
養
の
改
善
や
寿
命
の
伸
長
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
肉

類
や
糖
分
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
美
味
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
食
べ
も
の
で
も
あ
る
。
所
得
が
上
昇
し
生
活
に
余
裕

の
で
き
た
人
々
が
、
よ
り
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
責
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

現
状
、
食
・
健
康
・
環
境
は
＊ト
リ
レ
ン
マ
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
食
の
楽
し
さ
や
便
利
さ
を
極
端
に
追
求
す

れ
ば
、
健
康
や
環
境
の
持
続
可
能
性
は
損
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
環
境
の
み
を
重
視
す
る
と
、
栄
養
に
富

ん
だ
食
料
を
十
分
に
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
健
康
的
か
ど
う
か
だ
け
で
食
の
あ
り
方

を
選
べ
ば
、
多
様
で
豊
か
な
食
文
化
は
存
続
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
こ
れ
は
社
会
科
学
で
い
わ
れ
る
「Ｅ
厄
介
な
問
題
」
利
害
関
係
者
が
多
く
、
前
例
が
な
く
、
ひ
と
つ
の
問

題
の
解
決
が
次
の
問
題
を
生
む
よ
う
な
問
題
―
な
の
で
あ
る
。
＊人
新
世
に
お
い
て
人
間
ら
し
い
暮
ら
し
を
保
ち
つ
つ
、

健
康
に
食
べ
続
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
三
す
く
み
か
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
・
健
康
・
環
境
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
高
い
品
質
を
保
ち
つ
つ
も
三
方
良
し
と
な
る
よ
う
な
、
新
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
見
つ
け
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

（
田
村
典
江
「
食
と
健
康
と
環
境
」
一
部
改
変
）

＊

ト
リ
レ
ン
マ
…
…
三
す
く
み
。

＊

人
新
世
…
…
「
ひ
と
し
ん
せ
い
」
あ
る
い
は
「
じ
ん
し
ん
せ
い
」
と
読
む
。
人
間
の
諸
活
動
が
長
期
的
か
つ
大
規
模
な
影
響
を

与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
地
質
時
代
の
ひ
と
つ
。

問
一

傍
線
部
Ａ
「
栄
養
不
良
」
に
つ
い
て
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
定
義
に
も
と
づ
く
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

栄
養
不
良
と
は
、
栄
養
素
が
足
り
な
い
状
態
の
み
を
指
す
。

イ

栄
養
不
良
と
は
、
多
量
栄
養
素
な
ど
特
定
の
栄
養
素
が
不
足
し
て
い
る
状
態
を
指
す
。

ウ

栄
養
不
良
の
う
ち
、
微
量
栄
養
素
が
問
題
と
な
る
の
は
過
栄
養
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

エ

栄
養
不
良
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
ま
た
は
特
定
の
栄
養
素
の
過
剰
摂
取
状
態
を
含
む
。

オ

栄
養
不
良
は
、
食
料
供
給
が
十
分
で
あ
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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問
二

傍
線
部
Ｂ
「
栄
養
不
良
に
は
ど
の
よ
う
な
健
康
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
そ
の
答
え
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
カ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

低
栄
養
は
、
感
染
症
に
代
わ
る
主
要
な
死
因
で
あ
る
非
感
染
性
疾
患
を
引
き
起
こ
す
。

イ

低
栄
養
は
、
心
臓
病
、
二
型
糖
尿
病
、
脳
血
管
疾
患
な
ど
を
引
き
起
こ
す
。

ウ

過
栄
養
は
、
慢
性
的
な
疾
患
で
長
期
に
わ
た
る
治
療
が
必
要
な
健
康
問
題
を
引
き
起
こ
す
。

エ

乳
幼
児
期
の
過
栄
養
は
、
子
ど
も
の
身
体
的
・
知
的
発
達
の
遅
れ
を
引
き
起
こ
す
。

オ

栄
養
不
良
は
、
徐
々
に
悪
化
す
る
慢
性
的
な
疾
患
に
よ
り
過
栄
養
を
引
き
起
こ
す
。

カ

栄
養
不
良
は
、
免
疫
シ
ス
テ
ム
を
弱
ら
せ
、
慢
性
的
な
感
染
症
を
引
き
起
こ
す
。

問
三

傍
線
部
Ｃ
「
栄
養
転
換
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ

い
。

ア

栄
養
転
換
と
は
、
高
所
得
国
に
お
い
て
低
栄
養
が
発
生
す
る
一
方
で
、
中
・
低
所
得
国
に
お
い
て
過
栄
養

が
発
生
し
て
い
る
世
界
的
な
逆
転
現
象
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

イ

栄
養
転
換
と
は
、
中
・
低
所
得
国
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
、
食
生
活
の
変
化
と
運
動
強
度
の
低
下
の
た

め
に
肥
満
が
増
加
す
る
な
か
で
見
ら
れ
る
多
様
な
社
会
現
象
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

ウ

栄
養
転
換
と
は
、
世
界
経
済
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
国
際
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て
推
進
し
て
い
る
、

低
栄
養
状
態
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
社
会
目
標
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

エ

栄
養
転
換
と
は
、
多
国
籍
食
品
企
業
の
現
地
進
出
、
食
品
メ
ー
カ
ー
の
積
極
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど

の
産
業
構
造
変
化
に
よ
り
、
栄
養
状
態
の
向
上
が
進
む
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

オ

栄
養
転
換
と
は
、
脂
肪
・
砂
糖
・
肉
類
・
加
工
食
品
が
多
く
繊
維
質
が
少
な
い
食
事
や
運
動
量
の
減
少
な

ど
、
肥
満
や
非
感
染
性
疾
患
の
増
加
に
つ
な
が
る
食
と
運
動
の
パ
タ
ー
ン
の
変
化
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

問
四

空
欄

ア

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

先
進
国
に
お
け
る
低
栄
養
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る

イ

食
と
栄
養
の
構
造
全
体
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
る

ウ

ア
ジ
ア
に
お
け
る
飢
餓
人
口
を
減
ら
す
必
要
が
あ
る

エ

栄
養
不
良
の
二
重
負
荷
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る

オ

隠
れ
た
低
栄
養
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
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問
五

傍
線
部
Ｄ
「
こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
世
界
各
国
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、

そ
の
答
え
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
、
個
人
の
食
の
嗜
好
や
選
択
の
蓄
積
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
健
康
的
で

な
い
食
生
活
を
選
択
す
る
よ
う
仕
向
け
る
食
品
産
業
全
体
の
構
造
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。

イ

こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
伝
統
的
な
市
場
に
お
い
て
も
、
簡

便
な
調
理
済
食
品
や
冷
凍
食
品
が
簡
単
に
購
入
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。

ウ

こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
、
所
得
向
上
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
多
国
籍
企
業
に
よ
る
食
品
産

業
の
寡
占
な
ど
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
が
世
界
的
に
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。

エ

こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
、
所
得
向
上
に
伴
い
変
化
し
た
人
々
の
嗜
好
に
対
応
し
て
、
糖
分
の
多
い

加
工
食
品
を
大
量
供
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。

オ

こ
の
よ
う
な
食
生
活
の
変
化
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
が
、
健
康
的
で
な
い
食
生
活
を
好
む
個

人
の
食
の
嗜
好
や
選
択
に
関
す
る
情
報
に
も
と
づ
い
て
購
売
意
欲
を
煽
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。
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問
六

傍
線
部
Ｅ
「
厄
介
な
問
題
」
は
、
こ
の
前
に
挙
げ
ら
れ
る
様
々
な
問
題
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

次
の
ア
〜
カ
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
問
題
と
し
て
適
切
な
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

工
業
的
農
業
に
よ
っ
て
、
効
率
的
に
大
量
生
産
さ
れ
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
て
ん
さ
い
な
ど
の
砂
糖
原
料
が
家

畜
の
飼
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
よ
り
多
く
の
家
畜
を
飼
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
一
方
で
、
そ
の
生

産
過
程
で
は
土
壌
汚
染
に
よ
る
環
境
負
荷
が
高
ま
っ
て
い
る
。

イ

工
業
的
農
業
で
は
、
森
林
伐
採
や
埋
め
立
て
な
ど
大
規
模
な
土
地
利
用
の
変
化
に
よ
っ
て
農
地
が
拡
大
し
、

穀
類
の
収
穫
量
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
が
、
一
方
で
、
森
林
伐
採
が
引
き
起
こ
し
た
気
候
変
動
に
よ
り
、
地

域
の
水
資
源
の
枯
渇
や
、
地
下
水
位
の
低
下
、
塩
害
な
ど
の
環
境
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

ウ

工
業
的
畜
産
に
よ
っ
て
食
肉
や
牛
乳
の
生
産
量
が
増
加
す
る
一
方
で
、
生
産
性
優
先
に
よ
っ
て
家
畜
の
成

育
環
境
が
劣
悪
に
な
る
動
物
福
祉
の
問
題
、
抗
生
物
質
や
動
物
用
医
薬
品
の
多
用
の
問
題
な
ど
、
工
業
的
畜

産
に
固
有
の
環
境
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

エ

工
業
的
農
業
の
労
働
現
場
で
は
、
移
民
や
女
性
、
児
童
と
い
っ
た
従
来
の
低
賃
金
労
働
者
が
生
産
過
程
か

ら
排
除
さ
れ
、
遺
伝
子
組
み
換
え
農
作
物
を
開
発
し
て
い
る
大
企
業
か
ら
種
子
を
購
入
す
る
農
家
の
み
が
優

遇
さ
れ
る
と
い
っ
た
社
会
倫
理
的
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

オ

大
規
模
な
食
品
メ
ー
カ
ー
は
、
種
子
と
肥
料
の
独
占
的
な
販
売
を
行
う
と
と
も
に
原
料
の
生
産
か
ら
加
工
、

販
売
ま
で
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
市
場
を
支
配
し
て
い
る
が
、
こ
の
結
果
と
し
て
地
域
の
人
々
の
農

産
物
の
生
産
量
が
減
少
す
る
社
会
倫
理
的
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

カ

工
業
的
農
業
に
よ
る
効
率
的
な
大
量
生
産
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
市
場
に
お
け
る
規
模
の
経
済
に
支
え

ら
れ
て
健
康
に
悪
い
食
品
は
安
価
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
・
流
通
の
過
程
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
要
因

が
複
雑
に
入
り
組
み
、
環
境
負
荷
や
社
会
倫
理
的
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
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問
七

次
の
ア
〜
オ
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
に
は
ａ
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は
ｂ
を
、
そ
れ
ぞ

れ
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

ア

Ｆ
Ａ
Ｏ
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
と
も
に
一
九
九
二
年
に
国
際
会
議
を
開
催
し
、
農
業
生
産
性
の
低
さ
が
栄
養
不
良
の

主
た
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
世
界
栄
養
宣
言
の
中
で
述
べ
た
。

イ

栄
養
不
良
は
、
健
康
不
良
の
問
題
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
貧
困
と
の
悪
循
環
や
、
就
学
・
就
労
の
困
難
、

労
働
生
産
性
の
阻
害
な
ど
に
つ
な
が
り
、
国
や
地
域
の
発
展
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
る
。

ウ

都
市
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
は
、
簡
便
な
調
理
済
食
品
や
冷
凍
食
品
が
よ
り
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
食
品
摂
取
を
続
け
る
と
脂
肪
分
、
砂
糖
、
繊
維
質
の
不
足
に
つ
な
が
る
。

エ

多
く
の
国
で
は
、
過
栄
養
と
低
栄
養
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
が
、
過
体
重
や
肥
満
よ
り
も
低
体
重
が
主

た
る
死
亡
の
原
因
で
あ
る
。

オ

ポ
プ
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
栄
養
過
多
な
生
活
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
食
事
は
、

よ
り
良
い
暮
ら
し
を
求
め
た
人
間
社
会
の
発
展
の
末
に
生
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
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