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論
理
の
一
般
的
述
語
な
の
で
あ
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
存
在
論
に
制
約
せ
ら
れ
る
実

体
の
論
理
で
あ
り
主
語
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
実
体
は
如
何
な
る
も
の
か
。 

付
言 

私
達
同
志
は
東
洋
哲
学
と
と
も
に
西
洋
哲
学
を
学
び
、
そ
れ
を
正
・
反
と
し
、
合
な

る
日
本
哲
学
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
神
道
が
あ
る
。
「
無
の
哲
学
か
ら
光
の
哲
学

へ
」
。
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
は
彼
以
後
の
西
洋
哲
学
の
殆
ど
全
体
に
対
す
る
源
泉

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
其
基
本
的
な
る
概
念
や
思
想
は
哲
学
の
常
識
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
其
古
典
的
な
る
思
想
の
要
点
を
田
辺
氏
の
「
哲
学
通
論
」
に
依
っ
て
掲
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
所
々
に
私
の
神
道
観
を
覗
か
せ
て
い
る
が
、
私
が
こ
れ
を
西
洋
哲
学
的
に
構

威
完
成
す
る
に
は
年
齢
と
時
間
が
許
さ
な
い
。
後
者
を
俟
っ
て
大
成
し
て
い
た
だ
く
よ
り
無

い
。
そ
の
時
の
暗
示
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

 
    

    
 

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

実
在—

（
六
） 

 
    

    
    

  

反
省
的
方
法 

 
    

    
  

１ 

存
在
論
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
２
） 

 

論
理
に
由
っ
て
存
在
を
捉
え
る
に
当
り
中
心
的
位
置
を
占
め
る
も
の
が
判
断
（
言
葉
に

表
現
せ
ら
れ
た
命
題
）
で
あ
る
。
存
在
は
判
断
に
於
て
述
語
せ
ら
れ
る
こ
と
に
由
り
認
識

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。述
語
の
最
も
一
般
的
な
る
も
の
が
即
ち
範
疇
で
あ
る
。ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
範
疇
に
十
個
を
挙
げ
た
。其
中
実
体
以
外
は
凡
て
実
体
を
予
想
し
こ
れ
に
附
帯
的

に
の
み
存
す
る
例
え
ば
性
質
は
何
物
か
の
性
質
で
あ
り
、
場
所
は
何
物
か
が
在
る
場
所
で

あ
る
か
ら
、
性
質
と
か
場
所
と
か
い
う
範
疇
は
何
物
か
に
相
当
す
る
実
体
の
範
疇
を
予
想

す
る
。
斯
か
る
意
味
に
於
て
範
疇
の
中
、
実
体
は
特
殊
の
位
置
を
占
め
主
要
の
意
義
を
有

す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
ぬ
も
の
」
と
し
て
実
体
を
定
義

し
た
。
と
こ
ろ
で
種
と
か
類
と
か
い
う
も
の
は
主
語
と
な
る
と
共
に
述
語
と
な
る
か
ら
第

一
次
的
実
体
で
は
な
い
。
唯
第
一
次
的
実
体
を
予
想
し
て
第
二
次
的
に
実
体
と
認
め
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。真
に
第
一
次
的
に
実
体
た
る
も
の
は
個
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。斯
く

し
て
一
方
論
理
の
立
場
か
ら
述
語
と
し
て
の
普
遍
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
他
方
存
在
論
の
要

求
上
主
語
の
表
わ
す
個
体
と
し
て
の
実
体
を
述
語
の
属
す
べ
き
基
体
と
す
る
。
而
し
て
範

疇
は
論
理
が
存
在
の
原
理
な
る
以
上
、
同
時
に
そ
れ
は
実
体
の
存
在
様
式
で
あ
り
同
時
に

論
理
の
一
般
的
述
語
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
存
在
論
に
制
約
せ
ら

れ
る
実
体
の
論
理
で
あ
り
主
語
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
実
体
は
如
何
な
る
も
の

か
。 

 

付
言 

私
達
同
士
は
東
洋
哲
学
と
と
も
に
西
洋
哲
学
を
学
び
、
そ
れ
を
正
・
反
と

し
、
合
な
る
日
本
哲
学
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
神
道
が
あ
る
。「
無
の
哲
学

か
ら
光
の
哲
学
へ
」
。
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
は
彼
以
後
の
西
洋
哲
学
の
殆

ど
全
体
に
対
す
る
源
泉
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
其
基
本
的
な
る
概
念
や
思
想
は

哲
学
の
常
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
其
古
典
的
な
る
思
想
の
要
点
を
田
辺
氏

の
「
哲
学
通
論
」
に
依
っ
て
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
所
々
に
私
の
神
道
観
を
覗

か
せ
て
い
る
が
、
私
が
こ
れ
を
西
洋
哲
学
的
に
構
威
完
成
す
る
に
は
年
齢
と
時
間
が

許
さ
な
い
。
後
者
を
俟
っ
て
大
成
し
て
い
た
だ
く
よ
り
無
い
。
そ
の
時
の
暗
示
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。 

            

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個

物
の
活
動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単

に
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超

越
的
で
あ
る
。
而
も
そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定

し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ
て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の

対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ

り
、
其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤
に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々

宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る
に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書P

s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無

き
輝
け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非

ず
」
と
言
い
、「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）

が
、
「
造
っ
て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯

か
る
神
が
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯

不
知
に
於
て
直
接
に
神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の

は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま

せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

超
理
性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一
体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

（E
e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-1

3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一

体
の
前
の
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認

む
る
汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に

し
て
多
な
る
以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は

「
反
対
の
一
致
」C

o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神

に
就
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て

の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1
-

6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、

第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終

り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超

え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有

す
る
に
止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与

え
、
之
を
神
の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原

理
た
る
も
の
と
解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘

主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔

雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者

を
有
す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代

表
と
普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た

に
拘
ら
ず
、
最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知

S
cie

n
tia

 in
tu

iv
a

に
認
め
た
事

は
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
二
節 

帰
農
的
安
立
～ 

 

農
民
の
引
導 

一
体
従
来
農
業
の
事
を
奨
励
す
る
に
、
余
り
に
人
々
の
ご
機
嫌
を
取
り
過
ぎ
て
農
業
の
長

所
の
み
を
示
し
て
短
所
を
見
せ
ま
い
と
し
て
来
た
。
曰
く
農
業
し
て
い
て
も
巧
み
に
さ
え
す
れ

ば
金
も
取
れ
る
。
熱
心
に
さ
え
す
れ
ば
名
誉
も
得
ら
れ
る
。
何
某
氏
は
藍
綬
褒
賞
も
得
た
で
は

な
い
か
。
か
く
て
名
利
の
好
餌
を
以
て
農
村
人
の
心
を
釣
る
が
故
に
、
実
際
に
当
た
っ
て
見
て
其

の
名
利
の
酬
い
ら
れ
ざ
る
や
、
俄
然
と
し
て
彼
ら
は
農
に
反
旗
を
翻
し
来
る
の
で
あ
る
。
是
れ

亦
、
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
何
故
に
初
め
よ
り
「
農
業
と
は
其
の
本
質
と
し
て
金
銭

的
利
益
の
最
も
少
い
仕
事
で
あ
る
。
世
間
的
名
聞
の
最
も
揚
ら
ざ
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
う
ん
と

働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
農
業
に
従
う
以
上
は
初
め
よ
り
其
の
覚
悟
で
か
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
誡
め
て
や
ら
ぬ
の
か
。
此
の
農
道
的
第
一
関
を
突
破
し
得
た
者
の
み
が
、

始
め
て
農
道
的
法
楽
境
に
遊
び
得
る
の
で
あ
る
。農
道
的
功
徳
天
に
訪
れ
来
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

農
業
の
功
徳
天 

然
ら
ば
何
を
か
農
道
的
功
徳
天
と
い
う
か
。
私
は
少
く
も
次
の
二
大
特
性
は
農
道
生
活
に

恵
ま
れ
た
る
功
徳
で
あ
る
と
信
ず
る
。
其
の
一
は
農
道
生
活
の
永
安
性
で
あ
り
、
其
の
二
は
農

道
生
活
の
自
慊
性
で
あ
る
。 

 

永
安
性
と
は
、
農
道
生
活
は
一
時
の
華
々
し
さ
こ
そ
無
い
が
、
精
神
的
に
於
て
も
経
済
的
に
於

て
も
永
久
的
安
定
性
を
有
す
る
事
で
あ
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
の
冗
説
は
一
切
省
略
す
る
。
唯

同
じ
百
円
の
金
に
就
い
て
考
え
て
見
る
も
、農
村
の
農
道
生
活
者
に
於
け
る
百
円
の
金
と
都
市

生
活
者
に
於
け
る
百
円
の
金
と
、
何
れ
が
永
安
性
あ
る
か
を
比
較
し
て
見
る
が
よ
い
。
こ
は
単

に
経
済
的
の
こ
と
の
み
で
は
な
い
。
更
に
道
徳
上
に
於
て
健
康
上
に
於
て
深
思
す
れ
ば
深
思
す

る
程
然
る
も
の
が
あ
る
。
東
京
の
大
通
り
の
商
店
は
、
或
は
経
済
上
よ
り
、
或
は
健
康
上
よ
り

同
一
経
営
主
の
家
が
三
十
年
と
続
か
ぬ
と
さ
え
言
う
で
は
な
い
か
。
此
の
点
農
道
生
活
者
の
大

い
に
矜
持
す
べ
き
点
で
あ
る
。 

次
に
自
慊
性
に
就
い
て
一
言
し
よ
う
。
自
慊
と
は
自
ら
慊
る―

自
ら
満
足
す
る
の
謂
で
あ
る
。

他
の
判
定
に
依
ら
ず
し
て
自
己
自
身
の
判
定
に
よ
り
て
満
足
す
る
の
謂
で
あ
る
。農
民
は
無
位

で
あ
る
。
無
官
で
あ
る
。
無
位
無
官
の
布
衣
と
い
う
こ
と
は
一
見
す
れ
ば
何
等
の
官
位
も
有
せ

ざ
る
最
下
級
の
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
深
く
考
察
す
れ
ば
人
間

と
し
て
何
等
の
拘
束
も
受
け
ざ
る
最
も
自
由
な
る
存
在
で
あ
る
。
知
事
や
大
臣
は
な
る
ほ
ど

身
分
は
上
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
知
事
の
子
が
親
の
職
を
継
ぎ
た
い
か
ら
と
い
っ
て
必
ず

し
も
然
う
な
り
得
る
も
の
で
も
な
く
、
又
、
本
人
自
身
に
於
て
も
、
辞
令
一
本
で
転
任
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、辞
め
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。然
る
に
農
民
に
は
転
任
も
無
け
れ
ば

免
職
も
な
い
。
又
、
日
常
の
生
活
に
格
別
の
指
揮
や
監
督
も
な
い
。
天
地
大
自
然
の
間
に
、
小
な

り
と
雖
も
一
家
経
営
の
主
人
と
し
て
、
「
日
出
で
て
耕
し
、
日
入
り
て
息
う
。
田
を
耕
し
て
食
い
、

井
を
鑿
り
て
飲
む
」
悠
々
自
慊
の
生
活
に
浸
り
得
る
の
で
あ
る
。俸
給
こ
そ
取
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

官
位
勲
等
こ
そ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
天
上
天
下
唯
我
独
尊
底
の
無
官
の
帝
王
、
白
衣
の
宰
相

た
る
の
生
活
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
大
学
に
「
其
の
意
を
誠
に
す
と
は
自
ら
欺
く
こ
と
な
き

な
り
。
好
色
を
好
む
が
如
く
、
悪
臭
を
憎
む
が
如
し
。
此
れ
を
是
れ
自
慊
と
言
う
」
と
説
い
て
い

る
が
、
実
に
此
の
意
味
に
於
て
「
自
ら
慊
る
」
の
生
活
を
楽
し
み
得
る
の
で
あ
る
。
農
生
活
者
に

は
官
位
、
勲
等
、俸
禄
等
の
人
爵
は
な
い
が
、
其
の
代
り
、
こ
れ
無
き
が
故
に
、
其
等
の
為
に
拘
束

せ
ら
る
る
何
等
の
束
縛
も
窮
屈
も
な
い
自
由
自
慊
の
別
天
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
自
ら
反
み

て
縮
く
ん
ば
千
万
人
と
雖
も
吾
往
か
ん
。
自
ら
反
み
て
縮
か
ら
ず
ん
ば
、
褐
寛
博
と
雖
も
怕
れ

ざ
ら
ん
や
」
と
季
子
も
い
う
て
い
る
が
、
天
下
の
人
悉
く
之
を
罵
る
も
自
ら
勤
む
る
者
の
田
は

稔
り
、
天
下
の
人
悉
く
之
を
褒
む
る
も
自
ら
勤
め
ざ
る
者
の
田
は
稔
ら
な
い
。
こ
こ
に
農
民
の

尊
い
「
天
爵
」
が
あ
る
。 

 
 

散
る
時
は 

浮
か
ぶ
時
な
り 

蓮
の
花 

労
働
量
の
大
な
る
こ
と
。
名
利
的
報
酬
の
少
い
こ
と
。―

―

こ
の
二
つ
の
散
る
べ
き
も
の
を
散

ら
す
が
故
に
、
又
洋
々
た
る
大
海
に
尊
い
生
活
の
永
安
と
自
慊
と
い
う
功
徳
の
花
が
浮
か
ぶ
の

で
あ
る
。
か
か
る
心
で
二
宮
翁
夜
話
中
の
次
の
一
節
を
読
ん
で
見
れ
ば
、
ま
た
一
入
の
感
激
を

覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。 
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第
四
回
自
治
集
団
会
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

三
浦 

夏
南 

 
今
回
の
会
合
で
、
自
治
集
団
の
今
後
の
具
体
的
な
方
針
が
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
ま
し
た
。

一
つ
は
自
治
の
為
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
部
会
ご
と
に
分
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
話
し
合
い

は
部
会
ご
と
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
部
会
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ

れ
の
部
会
の
代
表
者
が
集
ま
っ
て
、
話
し
合
う
総
会
を
数
か
月
に
一
度
開
催
し
、
全
体
の
方
針

と
の
ズ
レ
が
な
い
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
農
を
中
心
に
話
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
現
場
に
い
る
人
と
そ
れ
以
外
の
人
で
、
温
度
差
が
あ
り
、
な
か
な
か
議
論
が
進

ま
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
に
分
か
れ
て
話
し
合
う
こ
と
は
良
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。 

我
々
は
農
業
部
門
と
教
育
部
門
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
農
業
部
門
で
は
、
如
何
に
し

て
衣
食
住
の
完
全
自
給
を
目
指
し
て
行
く
の
か
、若
い
就
農
者
を
ど
の
よ
う
に
増
や
し
て
行
く

の
か
、
資
金
面
は
ど
う
す
る
か
等
、
問
題
が
山
積
み
で
す
が
、
出
来
る
こ
と
か
ら
一
つ
一
つ
話
し

合
い
、
解
決
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
部
門
で
は
、
一
般
の
人
達
へ
の
宣
伝
、啓
発
よ
り

も
、
ま
ず
は
自
治
集
団
内
で
の
「
自
治
」
の
理
解
を
高
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
会
議
の
中
で
も
、
漠
然
と
自
治
的
な
生
き
方
が
良
い
と
い
う
、

ぼ
ん
や
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
皆
が
共
有
し
て
い
る
状
態
で
、
明
確
に
「
自
治
」
と
は
何
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
団
体
は
多
く
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
具
体
的
な

行
動
を
起
こ
し
て
行
く
上
で
、形
ば
か
り
が
先
行
し
て
、
中
身
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
形
が
出
来
れ

ば
出
来
る
ほ
ど
、
軋
轢
が
生
ま
れ
、
最
終
的
に
は
瓦
解
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
我

が
国
の
歴
史
、国
体
に
基
づ
い
た
自
治
と
い
う
人
類
の
生
き
方
が
、ど
の
よ
う
に
し
て
個
人
主
義
、

資
本
主
義
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
、
日
本
人
に
染
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
西
洋
的
生
き
方
を
超
克
し

て
い
く
の
か
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
明
確
に
理
解
し
て
行
動
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
教

育
部
門
の
メ
ン
バ
ー
と
話
し
合
い
な
が
ら
、
如
何
に
し
て
皆
で
「
自
治
」
と
い
う
思
想
を
共
有
し

て
い
く
か
を
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

次
回
の
農
業
部
門
の
話
し
合
い
は
八
月
十
日
に
荒
谷
さ
ん
の
む
す
び
の
里
で
開
か
れ
ま
す
。

九
月
に
は
我
々
の
愛
媛
に
皆
が
あ
つ
ま
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
教
育
部
門
は
と
り
あ
え
ず

八
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
話
し
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
体
の
集
ま
り
は
十
月
に
東
京
に
な

る
予
定
で
す
。 

全
国
組
織
で
頻
繁
に
集
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
歩
み
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
ま
す
が
、

少
し
ず
つ
前
に
は
進
ん
で
い
ま
す
。
我
々
は
自
給
自
足
に
向
け
て
出
来
る
こ
と
を
一
つ
で
も
愛

媛
の
地
で
積
み
上
げ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  
昨
年
と
比
べ
て
過
ご
し
や
す
い
と
は
い
え
、
朝
七
時
を
過
ぎ
る
と
額
と
背
中
に
じ
ん
わ
り
と

汗
が
に
じ
み
、本
格
的
な
夏
を
感
じ
ま
す
。 

今
月
も
、
自
給
自
足
に
向
け
て
一
歩
前
進
出
来
ま
し

た
。
ま
ず
大
豆
・
小
豆
の
定
植
で
す
。
管
理
機
で
畝
を
た

て
、
マ
ル
チ
を
手
張
り
し
、
穴
の
開
い
た
箇
所
に
そ
っ
と
三

粒
ず
つ
播
い
て
い
き
ま
す
。
子
供
達
も
一
生
懸
命
自
分

の
持
っ
て
い
る
バ
ケ
ツ
か
ら
穴
に
入
れ
て
い
き
ま
す
。
定

番
の
フ
ク
ユ
タ
カ
、
納
豆
用
の
大
豆
、
大
納
言
小
豆
な
ど
、

畝
ご
と
に
品
種
を
分
け
て
育
て
て
い
ま
す
。
最
後
に
鳥
に

食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
と
土
を
被
せ
て
い
き
ま

し
た
。
数
日
後
、
次
々
に
芽
が
出
て
い
た
時
は
子
供
達
と

一
緒
に
大
喜
び
。
大
切
に
育
て
て
、
「
収
穫
し
た
ら
、
味

噌
や
豆
乳
・
豆
腐
や
き
な
粉
を
作
ろ
う
ね
」
と
話
し
て
い

ま
す
。 

本
格
的
な
秋
野
菜
準
備
ま
で
の
間
、
方
々
の
自
給
自

足
の
達
人
に
会
う
機
会
を
多
く
設
け
て
い
ま
す
。
先
日

は
内
子
町
に
あ
る
菜
月
自
然
農
園
を
訪
れ
ま
し
た
。
園

主
の
和
田
さ
ん
の
農
作
業
の
お
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、

無
農
薬
栽
培
の
草
管
理
、
各
調
味
料
の
作
り
方
、
鶏
の

育
て
方
、
種
取
り
法
、
ハ
チ
ミ
ツ
の
採
り
方
、
貯
蔵
庫
の

作
り
方
等
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
ぐ
に
始
め

ら
れ
そ
う
な
事
か
ら
、実
現
ま
で
に
は
時
間
の
か
か
り
そ

う
な
事
、
ま
た
和
田
さ
ん
自
身
も
ま
だ
取
り
組
め
て
い

な
い
課
題
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
今
後
の
自
給
自
足
へ
の

イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
地
元
で
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
栽
培
さ
れ
て
い
る
坂
井
さ
ん
に
も
お
話
を
聞
き
に
行
き
ま
し

た
。
立
派
に
育
つ
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
見
て
そ
の
大
き
さ
と
逞
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
ほ
の
か
に

甘
い
、成
長
途
中
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
ジ
ュ
ー
ス
を
頂
き
、黒
糖
に
加
工
す
る
過
程
ま
で
懇
切
丁
寧
に

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
早
速
来
春
か
ら
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
植
え
て
、
自
給
自
足
用
の
黒
糖

に
す
る
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。 

六
月
頭
に
植
え
た
お
米
は
随
分
と
育
ち
、
早
生
品
種
か
ら
は
早
く
も
穂
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

子
供
達
と
時
間
を
見
つ
け
て
は
様
子
を
見
に
行
っ
て
い
る
た
め
、
愛
着
が
わ
き
、
ぐ
ん
ぐ
ん
育
っ

て
い
く
様
子
は
愛
お
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
水
の
管
理
は
手
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
喜
び
は
大
き

く
、収
穫
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。 

子
供
達
も
、
今
月
は
初
め
て
二
人
だ
け
で
定
植
機
「
な
か
よ
し
く
ん
」
を
使
っ
た
ネ
ギ
の
定

植
が
で
き
ま
し
た
。
大
豆
・
小
豆
の
六
分
の
一
は
子
供
達
が
播
き
ま
し
た
。
十
日
に
一
度
の
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス
へ
の
追
肥
で
は
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
二
人
の
播
け
る
肥
料
の
量
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
今
は
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
暑
い
時
間
に
も
毎
日
外
で
お
手
伝
い
す
る
子
供
た
ち
は
、
確

実
に
体
力
・
集
中
力
が
つ
い
て
き
て
お
り
、
三
浦
家
の
戦
力
に
な
る
日
も
近
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

今
ま
で
通
り
、
ネ
ギ
の
定
植
・
収
穫
や
、
朝
夕
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
収
穫
、
里
芋
の
栽
培
を
し
な

が
ら
、
一
日
ま
た
一
日
と
、
自
給
自
足
に
向
け
て
研
究
・
準
備
・
実
践
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
悦

ば
し
く
、
今
ま
で
以
上
に
農
業
へ
の
気
合
が
入
り
ま
す
。
来
月
も
懸
命
に
田
畑
を
耕
し
、時
間
を

見
つ
け
て
研
究
・
調
査
に
励
み
、
一
日
で
も
早
く
自
給
自
足
が
実
現
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。 
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★
お
詫
び 

去
る
七
月
十
七
日
、松
山
市
に
て
総
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、コ
ロ
ナ
情
勢

に
よ
り
、急
遽
延
期
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。ご
参
加
い
た
だ
く
は
ず
で
あ
っ
た
皆
様
方

に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
、申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。改
め
て
会
場
を
変
更
し
、

総
会
の
場
を
設
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、別
紙
ご
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方
は 

事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の
心
に

「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

  
 


