
農
業
と
美

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
庭
園
諭
の

ラ

イ

ト

モ

チ

!

今
日
我
々
は
農
業
と
美
的
な
庭
園
を
分
離
し
て
考
え
る
習
慣
が
あ
る
。
例
え
ば
現

代
の
日
本
語
で
は
、
庭
園
が
多
少
と
も
農
業
的
色
彩
を
帯
び
る
場
合
「
園
芸
」
と
い

う
別
の
範
障
に
属
す
る
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
確
か
に
英
語
で
は
事
情
が
異
な

り

d
R庶
民
は
美
的
庭
園
と
農
業
的
園
芸
の
両
方
を
含
み
う
る
。
し
か
し
、

英
語
に
も
園
芸
の
意
の

d
o
E
g
-
E円
九
が
あ
る
の
は
勿
論
、
野
菜
を
栽
培
す
る

庭
は

awEUFOロ
官
E
8
3
農
業
的
収
益
を
目
指
す
も
の
は

R
B
R
}
S
H
m貸
借
ロ
ョ

と
し
て
各
々
美
的
庭
園
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
更
に

d
R骨
え
が
大
規
模
な
経
済

JFO
の曲
E
Oロ
O『
開
口
色
白
ロ
円
が
イ
ギ

(注
1
)

リ
ス
の
穀
倉
地
帯
を
指
す
よ
う
な
比
輪
的
用
法
に
限
ら
れ
て
い
る
。

活
動
と
し
て
の
農
業
を
指
す
こ
と
は
、

と
こ
ろ
が
今
日
の
思
考
習
慣
の
多
く
を
生
み
出
し
た
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

農
業
と
庭
園
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時

J
O円
自
の
己
E
5
3

な
る
語
が
造
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
造
園
・
農
業
・
園
芸
等
を
包
括
し
よ
う
と
し
た

(注
2
)

こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
(
因
み
に
、
日
本
語
で
も
「
に
は
」
の
語
は
、
古
く
は
神
事
・

(注
3
)

狩
猟
・
漁
業
・
農
事
等
、
広
範
囲
の
活
動
の
場
を
指
し
た
)
。

周
知
の
通
り
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
農
業
と
庭
園
の
両
面
で
巨
大
な
変
革
を

• 

フ

安

西

信

関
し
た
時
代
で
あ
る
。
農
業
に
つ
い
て
言
え
ば
、
技
術
革
新
と
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ
!

(
囲
い
込
み
)
の
激
増
で
そ
の
規
模
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
、

「
農
業
革
命
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
事
態
が
生
じ
る
。
他
方
そ
の
農
地
に
隣
接
す
る
領
主
の
館
で
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
上
前
例
の
な
い
新
し
い
庭
園
様
式
が
生
ま
れ
た
。
即
ち
従
来
の
幾
何
学
的
・
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整
形
的
・
規
則
的
な
庭
園
と
は
全
く
異
な
る
、
自
然
風
の
「
風
景
式
」
な
い
し
「
英

国
式
庭
園
」

(-S円
四
回

S
宮
¥
開
口
鉱
山
田
町

m
R骨
ロ
)
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
は
、
未
だ
研
究
の
不
十
分
な
こ
の
農
業
(
牧
畜
は
除
く
)
と
庭
園
と

の
関
係
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
当
時
大
量
に
書
か
れ
た
庭
園
論
を
時

代
順
に
追
い
、
農
業
と
美
の
対
立
お
よ
び
調
和
が
そ
の
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ

(注
4
)

た
こ
と
、
更
に
そ
れ
が
世
紀
を
通
じ
て
い
か
に
変
化
し
た
の
か
を
示
し
た
い
。
し
か

し
ま
ず
、
十
八
世
紀
の
新
し
さ
を
過
大
評
価
し
な
い
た
め
に
も
、
十
七
世
紀
後
半
の

庭
園
論
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。



第
一
節

「
収
益
」
と
「
快
」
の
共
存
l
i
t
一
六
五

O
年
I
一
七
一

O
年

十
八
世
紀
以
来
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
き
た
所
に
よ
れ
ば
、

一
般
に
十
七
世
紀
の

知
識
階
級
な
い
し
貴
族
は
、
牧
歌
的
美
的
世
界
に
耽
る
余
り
農
業
の
現
実
に
無
関
心

プ
ル
ジ
ョ
ワ

で
あ
り
、
十
八
世
紀
に
市
民
的
・
商
業
的
価
値
が
重
視
さ
れ
て
初
め
て
そ
れ
に
関
心

を
寄
せ
る
よ
う
に
な
ー
は
り
ル
し
か
し
近
年
の
研
究
が
示
唆
す
る
通
り
、
恐
ら
く
貴
族

は
十
七
・
八
世
紀
を
通
じ
て
農
業
に
強
い
関
心
を
寄
せ
続
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
両

世
紀
間
で
農
業
の
実
態
が
余
り
に
変
質
し
た
た
め
に
、
後
の
人
々
に
は
十
七
世
紀
の

(注
6
)

貴
族
が
農
業
に
無
関
心
な
よ
う
に
映
っ
た
と
す
る
方
が
実
情
に
近
か
ろ
う
。

(
1
)
 
ウ
ァ
リ
ジ
一
十
七
世
紀
後
半
の
庭
園
論
に
お
い
て
も
、
農
業
の
実
践
に
対

す
る
関
心
は
顕
著
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
こ
の
時
期
の
庭
園
書
は
半
ば
農
業
書
、

園
芸
書
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
ベ
ー
コ
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
構
想
と
千
年
王

国
説
に
由
来
す
る
進
歩
観
の
下
、
科
学
と
宗
教
は
融
合
し
、
農
業
的
な
「
収
益
」

(注
7
)

(
中
。
宮
)
と
美
的
な
「
快
」

(
E
0
8
5
0
)
は
共
存
し
て
い
る
。

ウ
ァ
リ
ジ
の
『
園
芸
大
全
ま
た
は
造
園
の
技
法
』

(
一
六
七
七
年
)
は
、
そ
れ
ま

で
の
庭
園
H
農
業
H
園
芸
書
の
集
大
成
で
あ
り
、
人
気
も
良
川
い
こ
の
時
期
を
代
表

す
る
庭
園
論
と
言
え
る
。
既
に
そ
の
全
体
の
構
成
に
も
、
園
芸
と
造
園
、
農
業
と
美

的
な
も
の
の
混
在
が
窮
え
る
。
即
ち
本
書
を
構
成
す
る
三
書
の
内
、
最
初
の
一
書
は

狭
義
の
美
的
庭
園
を
、
後
の
二
書
は
鑑
賞
用
・
食
用
植
物
の
具
体
的
栽
培
法
を
扱
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
例
え
ば
次
の
典
型
的
な
一
節
に
お
い
て
、
美
的
な
庭
園
は

農
業
的
な
も
の
へ
と
何
の
問
題
も
な
く
移
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

快
い
並
木
、
散
歩
道
、
果
物
、
花
、
洞
窟
、
そ
の
他
庭
園
か
ら
生
ず
る
様
々
な

も
の
を
上
手
く
構
成
し
た
庭
園
は
、
:
・
:
日
々
新
た
な
も
の
で
想
像
力
に
糧
を
与

え
る
。
/
建
築
、
素
描
、
絵
画
、
そ
の
他
、
最
初
に
見
、
感
じ
た
時
に
は
眼
や
他

の
感
覚
に
快
く
思
え
た
精
巧
な
作
品
も
、
長
く
接
す
る
と
結
局
皆
つ
ま
ら
な
く
な

る
。
し
か
し
庭
園
の
快
は
、
朝
が
来
る
た
び
に
日
々
更
新
さ
れ
る
。
:
:
:
庭
園
は

極
め
て
優
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
ほ
ぼ
全
域
で
相
応
の
庭
園
を
欠
く
田
舎

屋
は
一
つ
も
な
い
。
殆
ど
の
人
は
そ
こ
に
極
め
て
大
き
な
喜
び
を
見
い
だ
す
の
で
、

成
長
す
る
花
、
薬
草
、
木
を
見
て
自
分
自
身
で
快
く
思
う
ば
か
り
か
、
婚
礼
・
祭
・

葬
式
等
、
特
別
の
折
に
は
、
庭
園
で
取
れ
た
適
当
な
も
の
を
自
分
や
隣
人
に
与
え

る
。
:
:
:
庭
園
は
厨
房
と
食
卓
に
種
々
の
食
物
を
供
給
し
、
本
性
を
満
足
さ
せ
る

ば
か
り
か
食
欲
を
も
楽
し
ま
せ
、
:
:
:
必
要
で
有
用
か
っ
快
い
食
用
・
薬
用
の
珍

(注
9-)

品
を
提
供
す
る
。

20 

こ
こ
で
、
想
像
力
や
感
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
美
的
な
快
と
、
儀
式
・
食
事
・
医
療
に

関
わ
る
農
業
的
効
用
と
は
、
庭
園
内
部
で
矛
盾
な
く
共
存
し
て
い
る
。
ま
た
田
舎
屋

が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
通
り
、
ウ
ァ
リ
ジ
の
対
象
と
す
る
庭
園

が
小
規
模
で
あ
り
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
農
業
が
先
ず
も
っ
て
自
給
自
足
的
な
も
の

で
あ
る
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
ナ
l
ス
一
と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
事
情
が
微
妙
に
異
な
っ
て

く
る
。
丁
度
一
七

O
O年
に
出
版
さ
れ
た
ナ
l
ス
の
『
幸
福
な
田
園
』
は
、
基
本
的

な
語
棄
や
論
旨
の
点
で
、
ウ
ァ
リ
ジ
等
の
十
七
世
紀
後
半
の
庭
園
論
と
何
ら
変
わ
ら

な
い
も
の
の
、
変
化
の
兆
候
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。



例
え
ば
ナ
l
ス
は
こ
う
断
言
す
る
。

「
農
業
と
植
栽
が
、
庭
園
の
娯
楽
と
同
量
の

快
と
、
そ
れ
よ
り
無
限
に
多
く
の
収
益
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
こ
と
は
異
論
の
余
地
が

(
注
羽
)

な
い
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
庭
園
は
殆
ど
専
ら
美
的
な
「
快
」
の
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
農
業
的
「
収
益
」
は
無
視
し
得
る
ほ
ど
小
さ
い
。
し
か
も
そ
れ
が
自
明
の

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
美
的
な
庭
園
そ
れ
自
体
が
そ
の
ま
ま
有
益
と
な
り

得
る
と
す
る
ウ
ァ
リ
ジ
と
は
大
き
く
異
な
ろ
う
。
ま
た
ナ
l
ス
は
庭
園
を
「
快
の
庭

園
」
(
剛

u
F
g
c
g
の白

E
Oロ
)
と
「
野
菜
園
」

に
分
け
、
そ
の
外
部
に
「
林
園
」

(司

RW)
を
設
け
る
。
こ
こ
に
も
美
的
な
庭
園
自
体
に
農
業
的
効
用
が
な
い
こ
と

が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
が
、
更
に
そ
の
「
林
園
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

る。

「
〔
林
園
〕
に
は
農
地
、
農
場
お
よ
び
他
の
建
築
物
を
設
け
、
回
閣
の
邸
宅
の

利
用
と
便
宜
に
供
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
も
、
貴
族
の
家
族
に
必
要
な
立
派

な
暮
ら
し
ゃ
出
費
、
が
、
雲
の
中
か
ら
思
い
が
け
ず
供
給
さ
れ
る
な
ど
と
考
え
て
は
な

{
注
目
)

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
領
地
経
営
が
拡
大
し
、
ゥ
ァ
リ

ジ
が
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
自
給
自
足
的
経
済
を
越
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

領
地
の
周
縁
に
あ
る
農
地
か
ら
の
収
益
に
よ
っ
て
、
農
業
的
に
は
不
毛
な
貴
族
の
美

的
生
活
が
賄
わ
れ
る
と
い
う
、
十
八
世
紀
に
問
題
化
し
て
行
く
構
図
が
予
示
さ
れ
て

い
る
。
更
に
ナ
l
ス
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
発
言
を
す
る
。

「
一
糸
纏
わ
ぬ

田
園
を
見
る
の
は
少
々
味
気
な
き
過
ぎ
よ
う
。
そ
れ
を
小
さ
な
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ

l

〔
囲
い
込
み
〕
で
窒
息
さ
せ
る
の
は
、
余
り
に
農
民
染
み
て
お
り
、
鷹
狩
や
狩
猟
の

(
注
ロ
)

よ
う
な
野
の
娯
楽
の
妨
げ
と
な
ろ
う
」
。
即
ち
農
地
、
特
に
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ
ー
を

伴
う
新
し
い
タ
イ
プ
の
農
地
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
美
的
で
な
い
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
こ
う
し
た
〈
農
業
的
に
不
毛
な
庭
園
V

対
〈
非
美
的
な
農
地
〉
と
い
う
対
立

は
、
ナ
l
ス
に
お
い
て
は
未
だ
潜
在
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
明
確
に
意
識

化
し
、
し
か
も
様
々
な
形
で
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
所
に
、

ア
デ
ィ
ス
ン
以
下
、
十

八
世
紀
庭
園
論
の
新
し
さ
が
あ
る
。

第
二
節

不
毛
な
庭
園
の
批
判
と
農
地
の
庭
園
化

ー
l
E

一
七
一

O
年
I
一
七
三

O
年

(
1
)
 
ア
デ
ィ
ソ
ン
一
風
景
式
庭
園
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
初
め
て
鮮
明
に
打
ち
出
し
、

そ
れ
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
媒
体
に
乗
せ
て
初
期
市
民
社
会
の
公
共
圏

に
広
め
た
の
は
、
批
評
家
・
劇
作
家
ア
デ
ィ
ソ
ン
で
あ
る
。
庭
園
に
つ
い
て
の
彼
の
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発
言
の
内
、
造
園
に
関
す
る
具
体
的
指
示
が
最
初
に
現
れ
る
最
も
重
要
な
も
の
は
、

新
聞
『
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
i
』
四
一
四
号
の
エ
ッ
セ
ー
(
一
七
二
一
年
)

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
名
高
い
エ
ッ
セ
ー
に
お
け
る
庭
園
論
の
大
半
を
占
め

る
の
は
農
業
的
な
「
収
益
」
の
話
題
で
あ
る
。

実
際
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
住
み
、
他
国
よ
り
ず
っ
と
良
く
開
墾
さ
れ
て
い
る

〔
イ
ギ
リ
ス
〕
の
多
く
の
部
分
で
、

〔
庭
園
に
用
い
ら
れ
る
〕
こ
れ
ほ
ど
大
量
の

土
地
を
牧
畜
や
耕
作
か
ら
遠
ざ
け
て
お
け
ば
、

〔
庭
園
の
所
有
者
た
る
〕
個
人
の

収
益
を
損
な
う
ば
か
り
か
、
公
衆
に
も
悪
い
結
果
を
も
た
ら
そ
う
。
な
ら
ば
何
故
、

植
物
を
頻
繁
に
植
え
、
領
地
全
体
を
一
種
の
庭
園
に
し
て
い
け
な
い
訳
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
持
主
の
収
益
と
快
の
両
方
に
つ
な
が
ろ
う
。
:
:
:
穀
物
畑
は
快
い
眺
望
と



な
る
。
そ
の
聞
を
抜
け
る
散
歩
道
に
若
干
手
を
入
れ
、
牧
草
地
が
持
つ
自
然
の
装

飾
に
対
し
て
、
芸
術
を
少
し
加
え
て
手
助
け
し
改
良
し
よ
う
。
幾
つ
か
の
垣
根
の

列
を
、
そ
の
土
地
に
生
え
得
る
木
や
花
で
際
立
た
せ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
の

(注
U
)

所
有
物
を
美
し
い
風
景
に
で
き
よ
う
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
ナ
l
ス
で
は
潜
在
的
に
過
ぎ
な
か
っ
た
旧
来
の
庭
園
の
農
業

的
な
不
毛
き
が
初
め
て
明
確
に
批
判
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
え
て
ア
デ
ィ

ソ
ン
が
唱
え
る
の
は
、
農
地
を
庭
園
化
し
美
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

農
地
は
本
来
美
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
農
地
が
、

「
垣
根
の

列
」
つ
ま
り
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ
ー
を
伴
っ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
農
地
で
あ
る
点
に
も

注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
2
)
 
ス
ゥ
イ
ツ
ア
一
こ
の
旧
来
の
庭
園
の
農
業
的
不
毛
さ
が
広
く
認
め
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
は
、

ア
デ
ィ
ソ
ン
を
受
け
継
ぐ
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
の
実
用
書
、

『
田
園
の

相
貌
色目

(
増
補
版
一
七
一
八
年
)
に
も
窮
え
よ
う
。

造
園
、
植
栽
、
農
耕
の
営
み
は
、
我
々
の
本
性
に
良
く
ま
た
心
地
良
い
全
て
の

も
の
を
心
身
の
両
方
に
与
え
、
他
の
ど
ん
な
研
究
や
職
業
よ
り
も
後
世
に
益
を
残

す
機
会
を
与
え
る
。
/
し
か
し
第
一
の
も
の
(
即
ち
造
園
)
に
対
し
て
は
、
異
論

を
唱
え
る
軽
率
な
や
か
ら
も
い
る
。
造
園
に
は
出
費
が
か
か
り
過
ぎ
、
余
り
に
多

く
の
土
地
や
そ
の
類
の
も
の
を
、
ほ
か
の
使
用
〔
植
栽
と
農
耕
〕
か
ら
奪
っ
て
し

ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
類
の
造
園
に
つ
い
て
な
ら

(
注
日
比
)

ば
、
こ
れ
は
そ
の
営
み
に
対
す
る
至
極
正
当
な
非
難
で
あ
る
。

こ
の
引
用
の
第
一
文
は
、
十
七
世
紀
庭
園
論
の
常
套
句
の
反
復
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
そ
れ
が
今
や
、
合
理
的
出
費
を
善
し
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
観
の
前
で
自
明

性
を
失
い
、
農
耕
と
造
園
は
対
立
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
対
立
を
解
消
す
ベ
く
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
が
提
唱
す
る
風
景
式
造
園
法
は
、

「
領
地

全
体
を
一
大
庭
園
に
見
」
せ
る
こ
と
、
要
す
る
に
農
地
の
庭
園
化
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、

「
田
園
の
所
領
に
お
け
る
快
を
与
え
る
部
分
と
収
益
を
も
た
ら
す
部
分
は

(
注
目
)

「
調
和
的
に
織
り
合
わ
さ
れ
る
」
。

混
合
」
さ
れ
、

と
こ
ろ
が
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
は
、
こ
の
農
地
の
庭
園
化
に
対
し
次
の
よ
う
な
反
論
を
予

想
し
て
い
る
。

「
こ
の
田
園
的
な
や
り
方
は
、

(
蛇
行
線
に
よ
り
)
領
地
の
畑
を
全

て
不
規
則
な
形
や
曲
が
り
く
ね
っ
た
も
の
に
分
断
し
て
し
ま
う
結
果
、
耕
作
に
関
し

(
注
首
)

て
領
地
を
だ
め
に
す
る
と
い
う
反
論
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
対
し
彼
は
、
た
と
え
耕
地
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の
形
が
不
規
則
的
で
も
耕
作
は
可
能
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の
実
例
を
見
た
こ
と
が
あ

る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
当
時
一
般
に
耕
地
は
規
則
的
で
あ

り
、
そ
の
方
が
収
益
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
耕

地
が
規
則
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
新
し
い
農
法
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

ぅ
。
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
は
、
こ
の
種
の
新
し
い
農
地
の
美
化
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
そ
れ
が
美
的
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

か
く
し
て
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
に
至
り
、
非
美
的
な
新
し
い
農
地
と
不
毛
な
庭
園
と
の
対

立
を
農
地
の
庭
園
化
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
完
全
に
意
識
化
さ
れ

定
式
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
以
上
か
ら
、
十
七
世
紀
後
半
以
降
十
八
世
紀
前
半
ま
で
の
大
ま
か
な
流
れ
を
、



次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
|
|
十
七
世
紀
の
農
業
は
比
較

的
小
規
模
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
経
済
の
中
に
い
る
者
に
は
、
庭
園
は
美
的
で
あ
り

な
が
ら
同
時
に
十
分
な
農
業
的
収
益
を
も
た
ら
し
得
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
に
エ
ン

ク
ロ

l
ジ
ャ
ー
を
伴
う
新
た
な
生
産
性
の
高
い
農
業
が
普
及
す
る
と
、
従
来
の
庭
園

が
も
た
ら
す
農
業
的
収
益
は
、
相
対
的
に
殆
ど
無
と
化
す
。
し
か
も
新
し
い
農
地
は
、

規
則
的
つ
ま
り
機
械
的
で
あ
り
、
非
美
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を

解
消
す
る
た
め
新
し
い
農
地
を
美
化
し
、
従
来
の
規
則
的
な
庭
園
で
は
な
い
風
景
式

(
注
口
)

庭
園
に
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
生
ま
れ
た
。

第

節

亀
裂
の
伏
在
|
|
一
七
三

O
年
1
一
七
六

O
年

し
か
し
こ
う
し
て
達
成
さ
れ
た
農
業
と
美
と
の
調
和
は
、
も
と
よ
り
常
に
亀
裂
を

苧
む
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
ス
ゥ
イ
ツ
ァ
は
、
農
地
の
美
化
が
生
産
性
と
背
反
す
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
こ
の
亀

裂
の
存
在
は
、
特
に
一
七
三

0
年
代
以
降
顕
著
に
な
る
。

(
1
)
モ
リ
ス
υ

例
え
ば
モ
リ
ス
の
『
主
と
し
て
敷
地
・
建
物
に
関
わ
る
調
和
に

つ
い
て
の
試
詮
(
一
七
三
九
年
)
官
頭
で
は
、
領
地
の
「
便
利
さ
」

(
9
5
2
5
8
)

と
「
美
」
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
。

建
築
者
が
ま
ず
気
遣
う
べ
き
は
便
利
さ
で
あ
る
。
彼
は
、
水
、
木
、
牧
草
地
、

施
肥
さ
れ
た
土
地
が
ど
れ
ほ
ど
豊
富
か
、
土
壌
の
肥
沃
さ
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
:
:
:
そ
れ
ら
が
達
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
眼
を
喜
ば
せ
想
像
力
を
刺
激
す
る

美
が
、
支
出
の
一
部
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
/
こ
の
美
、
適
切
さ
、
な
い
し
調

(
注
沼
)

和
が
本
試
論
の
主
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
農
業
と
美
と
が
、
対
立
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
無
関
係
な
二
つ
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
と
に
は
、
農
業
が
庭
園
論
的
言
説
か
ら
排
除
さ

れ
て
行
く
傾
向
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、

一
七
三

O
年
頃
を
境
に
、

従
来
多
く
見
ら
れ
た
農
業
や
園
芸
の
詳
細
に
関
わ
る
実
践
的
手
引
は
、
少
な
く
と
も

主
要
な
庭
園
論
か
ら
は
消
え
て
ゆ
く
。

(
2
)
初
期
ギ
ル
ピ

γυ

農
業
と
美
の
対
立
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
は
、
後
の
ピ

ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
理
論
家
ギ
ル
ピ
ン
が
、
若
い
頃
当
時
最
も
有
名
な
風
景
式
庭
園
に

つ
い
て
書
い
た
『
ス
ト
ウ
庭
園
に
つ
い
て
の
対
話
』

(
一
七
四
八
年
)
で
あ
ろ
う
。
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例
え
ば
、
そ
の
庭
園
の
中
に
作
ら
れ
た
人
工
の
廃
撞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

る

ポ
リ
プ
ト
ン
「
こ
う
し
た
物
は
実
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
〔
絵
画
的
〕
で
想
像
力

に
快
い
。
:
:
:
理
由
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
我
々
は
最
も
完
壁
な
豊
鏡
と
繁
栄
を

備
え
た
眺
め
よ
り
も
、
こ
の
廃
撞
の
よ
う
な
眺
望
に
引
き
付
け
ら
れ
る
:
:
:
」
。

カ
ロ
フ
ィ
ル
ス
「
:
:
:
豊
鏡
に
満
ち
た
ほ
ほ
笑
む
田
園
〔
農
地
〕
で
は
:
:
:
植

栽
は
規
則
的
だ
O
i
-
-
-
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
規
則
性
と
正
確
さ
は
い
か
な
る
仕

(
注
国
)

方
で
も
想
像
力
の
快
を
引
き
起
こ
さ
な
い
」
。

こ
こ
で
不
毛
な
廃
撞
の
美
は
、
規
則
的
で
非
美
的
な
農
地
の
高
い
生
産
性
と
明
ら
か



に
背
反
し
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
対
立
は
、
ス
卜
ウ
庭
園
の
周
縁
部
に
お
い
て
鋭
い
緊
張
へ
と
も
た
ら

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
庭
園
は
、
初
期
風
景
式
庭
園
の
特
徴
的
な
手
法
、

「
ハ
ハ
」

(
E
l
F白
)
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ハ
と
は
、
内
側
か
ら
は
見
え
な
い
隠
し

掘
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
庭
圏
外
の
農
地
等
の
眺
め
を
内
部
に
取
り
込
み
、

(
注
却
)

或
る
意
味
で
美
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
確
か
に
ギ
ル
ピ
ン
も
、

ハ
ハ
の
価
値
を

応
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
農
業
と
庭
園
の
共
存
は
、

庭
園
の
農
業
的
な
不
毛
さ
に
関
す
る
苦
い
反
省
を
導
い
て
し
ま
う
。

ポ
リ
プ
ト

γ
「
:
:
:
も
し
僕
が
貴
族
な
ら
、
自
分
の
領
地
を
庭
園
に
し
、
小
作

人
を
庭
師
に
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
無
用
な
寺
院
〔
庭
園
建
築
物
〕
で
は
な
く
、

農
家
を
建
て
:
:
:
道
を
美
化
し
修
復
す
る
だ
ろ
う
。
田
園
は
僕
の
労
働
力
に
ほ
ぼ

笑
み
、
大
衆
は
僕
の
喜
び
を
分
か
ち
合
う
だ
ろ
う
。
と
の
こ
れ
み
よ
が
し
な
作
品

〔
ス
ト
ウ
庭
園
〕
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
の
お
陰
で
よ
り
良
く
な
っ
た
人

(
注
幻
)

間
が
い
る
か
。
こ
れ
こ
そ
不
愉
快
極
ま
る
金
の
浪
費
で
は
な
い
か
」
。

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
が
、
当
時
最
も
称
賛
さ
れ
た
風
景
式
庭
園
で
あ
っ
た
こ

と
を
想
起
し
よ
う
。
ギ
ル
ピ

γ
は
こ
の
庭
園
が
究
極
的
に
は
徳
を
向
上
さ
せ
る
と
し
、

(
注
勿
)

そ
の
有
用
性
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
腐
心
す
る
。
し
か
し
庭
園
の
農
業
的
不
毛
さ
自
体

は
、
結
局
最
後
ま
で
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
節

排
除
と
階
層
化
|
|
一
七
六

O
年
I
一
七
九
O
年

こ
の
農
業
と
美
の
亀
裂
を
解
消
す
る
た
め
に
農
地
を
美
化
す
る
と
い
う
方
法
は
、

(
注
幻
)

必
ず
し
も
多
く
実
践
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
寧
ろ
世
紀
の
半
ば
を
過
ぎ
る
と
庭
園
論

の
中
で
は
別
の
方
法
が
顕
著
に
な
る
。
即
ち
庭
園
を
純
粋
な
美
的
芸
術
へ
と
高
め
、

そ
こ
か
ら
農
業
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
対
立
を
回
避
な
い
し
隠
蔽
す
る
と
い

う
方
法
で
あ
る
。

(
1
)
ウ
エ
イ
ト
リ
一
庭
園
論
か
ら
農
業
が
排
除
さ
れ
る
兆
候
は
既
に
モ
リ
ス
に

も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
更
に
ウ
エ
イ
ト
リ
は
、
当
時
の
最
も
重
要
な
庭
園
論
、

『現

代
造
園
論
』

(
一
七
七

O
年
)
の
中
で
、
庭
園
を
高
級
な
美
的
芸
術
へ
と
格
上
げ
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
う
。
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造
園
は
、
近
年
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
完
成
さ
れ
、
現
在
で
は
自
由
芸
術
の
中
で

も
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
:
:
:
造
園
は
想
像
力
の
行
使
で
あ
り
、
趣

味
に
関
わ
る
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
今
や
、
規
則
性
の
拘
束
か
ら
放
た
れ
、
家
庭

(
注
鈍
)

的
便
利
さ
と
い
う
目
的
を
越
え
て
拡
大
さ
れ
た
。

「
規
則
性
」
が
し
ば
し
ば
農
業
の
換
喰
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
繰
り
返
す
ま
で

も
あ
る
ま
い
。

尤
も
ウ
エ
イ
ト
リ
の
庭
園
論
は
体
系
的
・
包
括
的
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
狭
義
の

「
庭
園
」
(
何
時
貯
ロ
)
、

「
林
園
」

E
R
W
)、
馬
で
巡
る
「
馬
道
」
(
ユ
岳
口
問
)
と
並

ん
で
、

「
農
園
」

(FHS)
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
や



(
注
お
)

は
り
こ
の
「
農
園
」
に
関
す
る
論
述
に
も
、
農
業
的
な
も
の
を
疎
隔
し
排
除
す
る
様
々

な
装
置
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
ウ
エ
イ
ト
り
は
、

「
牧
歌
的
農
園
」

(
u
g
R色
町

R
B
)
と
「
古
農
園
」

(
g
a
o
E
P
H
S
)
と
い
う
一
一
つ
の
タ
イ
プ
の
農
園
を
挙
げ
る
。
前
者
は
古
典
文

学
の
牧
歌
的
世
界
を
、
後
者
は
中
世
イ
ギ
リ
ス
の
農
地
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
コ
ピ
l
」

「
嘘
」
で
あ
り
、

「
模
倣
的
性
格
」

「
虚
偽
」

彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
、

(
注
お
)

の
も
の
で
あ
っ
て
、
場
所
の
現
実
に
根
差
し
た
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
性
格
」
の
も
の
と

は
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
二
つ
の
農
場
は
、
農
業
の
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
、

調
ば
歴
史
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
意
識
的
に
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
ウ
エ
イ
ト
リ
も
、
現
実
の
農
地
が
庭
園
と
な
る
可
能
性
を
部
分
的
に
は
認

め
て
い
る
。

「
或
る
部
分
は
、
こ
れ
ら
模
倣
的
な
性
格
を
二
っ
と
も
も
た
な
い
〔
即

ち
牧
歌
的
農
園
で
も
古
農
園
で
も
な
い
〕
普
通
の
素
朴
な
農
園
と
し
て
設
計
し
て
も

L
d
。
と
こ
ろ
が
こ
の
農
闘
で
さ
え
、
人
を
農
業
の
現
実
に
直
面
さ
せ
る
も
の
で

は
な
く
、
単
に
領
主
が
行
う
〈
高
貴
な
義
務
〉
の
息
抜
き
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

領
主
に
自
分
の
地
位
を
い
つ
も
想
起
さ
せ
る
物
は
、
彼
に
或
る
種
の
緊
張
を
課

す
が
、
壮
麗
な
館
か
ら
時
お
り
素
朴
な
農
業
に
退
避
す
る
と
気
が
安
ま
る
。

.. 

そ
れ
は
人
生
に
お
け
る
地
位
を
一
時
的
に
替
え
る
こ
と
で
あ
り
、
推
奨
す
べ
き
新

(
注
お
)

奇
さ
、
安
ら
か
さ
、
静
け
さ
の
あ
ら
ゆ
る
魅
力
を
備
え
て
い
る
。

従
っ
て
、
農
業
が
単
な
る
息
抜
き
の
範
囲
を
越
え
、
領
主
の
地
位
を
現
実
に
脅
か

す
時
、
そ
れ
は
厳
し
く
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
牧
歌
や
中
世
イ
ギ
リ
ス

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
距
離
を
置
い
た
と
し
て
も
。

け
れ
ど
も
〔
農
園
〕
が
敷
地
全
体
を
占
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邸
宅
と
は
そ
ぐ

わ
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
:
:
:
そ
う
な
る
と
あ
る
じ
は
小
作
人
か
ら

十
分
に
区
別
さ
れ
ず
、
自
己
の
邸
宅
と
財
産
に
付
随
す
る
も
の
を
懐
か
し
み
、
自

己
の
領
地
が
周
囲
の
田
園
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
傷
付
く
。
な
る
ほ
ど
牧
歌
的
農

園
や
古
農
園
は
、
普
通
の
農
園
よ
り
は
や
や
上
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
で
す
ら
、

余
り
に
館
の
近
く
に
あ
る
と
、
館
を
畑
の
中
に
お
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
館
は

見
捨
て
ら
れ
た
剥
き
出
し
の
観
を
免
れ
な
い
。
館
の
す
ぐ
周
り
に
は
、
或
る
程
度

の
洗
練
と
装
飾
が
期
待
さ
れ
る
。
い
か
な
る
種
類
の
農
園
で
あ
れ
、
そ
れ
と
邸
宅

(
注
お
)

と
の
聞
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
小
さ
く
て
も
〔
狭
義
の
〕
庭
園
を
挟
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
農
業
の
疎
隔
と
排
除
は
、
ウ
エ
イ
ト
リ
が
擁
護
す
る
造
園
家
、
六
十

年
代
以
降
非
常
な
人
気
を
博
す
「
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
l
」

-
ブ
ラ
ウ
ン
の
造
園
に
よ
っ

て
現
実
の
も
の
と
な
る
。
即
ち
ブ
ラ
ウ
γ
の
庭
園
は
、
極
め
て
巨
大
な
芝
地
を
持
ち
、

し
か
も
周
囲
に
は
帯
状
の
植
え
込
み
が
あ
っ
て
、
庭
園
外
部
に
あ
る
農
地
の
姿
を
完

{
注
却
)

全
に
締
め
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
2
)
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
に
よ
る
批
判
一
し
か
し
十
八
世
紀
に
は
、
領
主
の
生
活

は
依
然
農
業
か
ら
の
収
益
に
大
幅
に
依
存
し
、
し
か
も
農
業
の
社
会
的
重
要
性
は
十

分
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
こ
う
し
た
農
業
の
排
除
を
行
え
ば
、

欺
踊
的
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
。
例
え
ば
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
は
、
詩
『
廃

村
ι= 

(
一
七
七

O
年
)
の
中
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
庭
園
に
よ
っ
て
立
ち
退
か
さ
れ
た
農



村
を
嘆
く
。

富
と
虚
栄
の
ゃ
か
ら
は
、
多
く
の
貧
民
が
提
供
し
た
場
所
を
取
り
上
げ
、
自
分

の
湖
、
庭
園
の
広
野
、
馬
、
馬
車
、
猟
犬
の
た
め
の
場
所
に
し
て
し
ま
う
。
富
者

の
体
を
ゆ
っ
た
り
と
包
む
絹
の
ロ

l
ブ
は
、
近
隣
の
畑
か
ら
収
穫
の
半
分
を
奪
い

去
っ
た
。
彼
の
地
所
は
、
:
:
:
そ
の
芝
地
か
ら
怒
っ
て
農
家
を
追
い
出
し
て
し
ま

ぅ
。
:
:
:
こ
う
し
て
専
ら
快
だ
け
の
た
め
に
飾
ら
れ
た
土
地
〔
領
主
の
庭
園
は
〕

は
、
不
毛
な
輝
き
を
放
ち
、
弱
々
し
く
没
落
を
待
つ
O
i
-
-
飢
餓
に
端
ぎ
非
嘆
に

暮
れ
た
農
民
が
、
皆
を
引
き
連
れ
て
ほ
ほ
笑
む
土
地
か
ら
去
り
、
や
が
て
助
け
起

こ
す
手
も
な
く
倒
れ
る
時
、
田
園
は
花
咲
く
。

1

1

一
方
は
庭
園
の
花
と
し
て
、

(
注
幻
)

他
方
は
墓
の
花
と
し
て
。

(
3
)
 
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
イ
ス
ン
一
こ
う
し
た
非
難
を
免
れ
る
に
は
、
美
的
庭
園

か
ら
の
農
業
の
排
除
を
よ
り
巧
妙
な
方
法
で
行
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
即
ち
農
業
の
価

値
を
十
分
認
め
、
そ
の
存
在
を
取
り
込
み
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
美
的
地
位
は
剥
奪
す

る
と
い
う
方
法
|
|
階
層
化
の
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
イ
ス
ン

は
、
そ
の
詩
『
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
』

(
一
七
七
二
!
八
一
年
)

に
お
い
て
、
造
園

家
日
領
主
に
こ
う
呼
び
掛
け
て
い
る
。

造
物
主
の
創
り
給
う
た
人
間
、
勤
勉
な
人
聞
は
、
天
の
最
初
の
法
に
よ
っ
て
、

働
く
こ
と
で
パ
シ
を
得
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
。
彼
の
原
初
の
武
器
、
鋤
と
そ
の
刃

を
持
た
せ
、
彼
を
荒
野
に
立
た
せ
よ
。
す
ぐ
に
変
化
が
訪
れ
、
荒
野
は
黄
金
色
の

収
穫
で
ほ
ぼ
笑
む
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
そ
う
な
っ
た
時
に
、
今
度
は
汝
の
芸
術
に
力

を
奮
わ
せ
、
既
に
均
ち
さ
れ
た
土
地
に
、
変
化
に
富
む
線
で
仕
上
げ
の
優
美
を
与

え
さ
せ
よ
。
/
湿
っ
た
谷
間
も
、
労
苦
の
手
を
想
像
力
が
導
く
な
ら
ば
、
そ
の
手

に
従
い
、
適
切
な
改
良
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
想
像
力
は
労
働
を
導
く
の

で
あ
り
、
労
働
に
従
つ
て
は
な
ら
な
い
。
:
:
:
想
像
力
が
仕
事
を
支
配
せ
ね
ば
、

細
い
溝
が
退
屈
な
平
行
線
を
成
し
、
鋭
角
で
交
差
す
る
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え

想
像
力
の
助
け
を
す
ぐ
に
呼
ぶ
こ
と
。
無
慈
悲
な
鋤
が
余
り
に
深
く
大
地
の
懐
を

(
注
沼
ζ

傷
付
け
な
い
う
ち
に
。

確
か
に
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
シ
ト
的
に
解
釈
さ
れ
た
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ゲ

(
農
耕
詩
)
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
農
業
が
人
聞
の
第
一
の
責
務
と
さ

(
注
お
)

れ
、
農
民
は
英
雄
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
農
民
は
謂
は
盲
目
に
突
進
す
る
だ
け
で

オ
ル
ギ
カ
』
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あ
り
、
放
置
す
れ
ば
醜
い
規
則
性
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
よ
り
広
い
視
野
を

持
つ
想
像
力
と
芸
術
が
現
れ
、
土
地
に
変
化
と
優
美
と
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

ーコ

ま
り
農
業
に
は
十
分
な
価
値
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
自
体
の
美
的
地
位

は
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
階
層
化
の
方
法
は
、
よ
り
秘
匿
さ
れ
た
仕
方

で
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
美
学
に
受
け
継
が
れ
て
行
く
。

第
五
節

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
無
差
別
に
よ
り
取
り
込
み

|
|
一
七
九

O
年
I
一
八
一

O
年

(
1
)
ウ
ォ

l
ル
ポ
l
ル
υ

十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
庭
園
を
含
む
現
実
世



界
を
絵
画
と
し
て
見
る
と
い
う
、
所
謂
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
な
視
覚
の
方
式
が
普

{
注
担
)

及
し
た
。
例
え
ば
既
に
ウ
ォ

l
ル
ポ
l
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
視
覚
方
式
に
基
づ
い
て
、

ハ
ハ
の
効
果
を
記
述
し
て
い
た
。

田
園
の
表
情
は
、
何
と
豊
か
で
楽
し
く
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
も
の
と
な
っ
た
こ

と
か
。
壁
を
取
り
払
う
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
改
良
さ
れ
た
土
地
が
聞
か
れ
、
ど
こ

を
通
っ
て
も
、
次
々
に
続
く
幾
つ
も
の
絵
画
の
中
を
通
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か

も
、
た
と
え
改
良
さ
れ
場
所
〔
農
地
〕
が
趣
味
を
欠
い
た
と
し
て
も
、
全
体
の
眺

(
注
目
副
)

め
は
多
様
性
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
る
。

即
ち
、

(
注
お
)

ハ
ハ
と
い
う
「
単
純
な
魔
法
」

に
よ
っ
て
、
農
地
の
醜
さ
は
絵
画
の
画
面
全

体
に
お
け
る
単
な
る
多
様
な
一
部
分
と
し
て
取
り
込
ま
れ
、
美
化
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
更
に
、
世
界
を
常
に
絵
画
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
も
は

や
世
界
を
美
化
す
る
に
は
ハ
ハ
す
ら
必
要
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
覚
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
論
じ
た
の
が
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
の
美
学
で
あ
っ
た
。

ナ
イ
ト
と
。
フ
ラ
イ
ス
|
|
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
美
学
二
」
の
美
学
に
つ

(
注
釘
)

い
て
は
別
に
論
じ
た
の
で
結
論
の
み
を
言
え
ば
、
現
実
世
界
を
絵
画
と
し
て
見
る
こ

(
2
)
 

と
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
と
は
、
究
極
的
に
は
、
単
な
る

(
注
謁
)

「
明
暗
と
色
」
の
み
に
存
す
る
「
純
粋
な
視
覚
美
」
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

い
か
な
る
対
象
で
も
快
い
明
暗
と
色
を
示
し
さ
え
す
れ
ば
、
無
差
別
に
美
を
持
ち
得

る
。
つ
ま
り
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
視
覚
方
式
に
と
っ
て
は
、
対
象
の
純
粋
に
視
覚
的

な
形
式
の
み
が
意
味
を
持
ち
、
便
利
さ
、
快
適
さ
、
有
用
性
と
い
っ
た
そ
の
質
料
な

い
し
現
実
存
在
に
関
わ
る
事
柄
は
全
く
関
心
の
外
に
あ
る
。

家
庭
的
便
利
さ
や
安
逸
で
は
な
く
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
効
果
こ
そ
が
、
風
景

〔
画
〕
に
関
す
る
著
述
家
が
考
察
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
景
観
に
至
る
道
が
、
砂

利
、
灰
、
石
灰
、
そ
の
他
い
か
な
る
素
材
で
で
き
て
い
よ
う
と
、
彼
に
は
全
く
関

係
な
い
。
た
だ
そ
の
色
が
余
り
に
け
ば
け
ば
し
く
、
境
界
が
余
り
に
際
立
ち
、
眼

(
注
ぬ
)

に
不
快
な
目
だ
っ
た
非
調
和
的
な
線
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
農
地
で
あ
っ
て
も
、
快
い
明
暗
と
色
を
呈
す
る
限

り
常
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
を
持
ち
得
ょ
う
。
従
っ
て
、
ウ
エ
イ
ト
り
や
事
フ
ラ
ウ
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ン
の
よ
う
に
農
地
を
疎
隔
し
排
除
す
る
こ
と
は
無
意
味
に
な
る
。
否
、
そ
れ
は
余
り

に
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
、
成
金
的
で
す
ら
あ
る
。

私
は
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ
!
と
農
家
の
保
存
を
推
奨
し
、
不
毛
な
芝
生
の
た
め
に

広
大
な
農
地
を
犠
牲
に
す
る
の
に
は
反
対
し
た
。
:
:
:
畑
を
囲
む
垣
根
は
、
平
ら

な
土
地
で
水
平
に
見
る
な
ら
ば
、
景
観
を
豊
か
に
し
美
化
す
る
。
:
:
:
畑
を
囲
む

垣
根
を
邸
宅
か
ら
非
常
に
遠
く
へ
移
し
、
広
大
な
遮
る
も
の
の
な
い
芝
地
を
見
せ

る
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
広
さ
を
誇
示
し
、
虚
栄
心
を
満

た
す
で
あ
ろ
う
が
、
住
ま
い
の
快
適
さ
や
美
に
資
す
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
・
:

(
注
岨
)

:
・
耕
地
の
エ
ン
ク
ロ

l
ジ
ャ
ー
が
完
全
に
醜
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。



こ
こ
で
ナ
イ
ト
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
風
景
式
庭
園
の
農
業
的
な
不
毛
さ
を
非
難
し
、

農
地
が
美
た
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
口
調
は
、
世
紀
初
め
の

ア
デ
ィ
ソ

γ
等
が
従
来
の
整
形
式
庭
園
の
不
毛
さ
を
非
難
し
た
口
調
と
酷
似
し
て
い

る
。
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
理
論
家
達
は
今
や
権
威
と
化
し
た

ア
デ
ィ
ソ
シ
等
の
言
説
を
意
識
的
に
反
復
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
決

定
的
な
違
い
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ア
デ
ィ
ソ
ン
等
、
が
現
実
の
農
地

を
実
際
に
美
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
反
し
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
理
論
家
は
現

突
を
変
革
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼
ら
は
ハ
ハ
と
い
う
「
単
純
な
魔
法
」
す
ら
要
求

し
な
い
。
彼
ら
が
変
え
よ
う
と
す
る
の
は
た
だ
、
世
界
を
見
る
主
観
の
視
覚
方
式
の

み
で
あ
る
。
ナ
イ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
は
「
外
的
対
象
の
内
」

に
は
な
く
、
専
ら
「
外
的
対
象
を
見
、
考
量
す
る
方
式
と
習
慣
の
内
に
こ
そ
存
在
す

(

注

目

出

)

る
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
十
八
世
紀
の
庭
園
論
を
悩
ま
せ
続
け
た
農
業
と
美
の
対

立
は
、
単
な
る
主
観
的
な
視
覚
方
式
の
問
題
へ
と
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
そ
も
そ
も
明
暗
と
色
の
み
か
ら
な
る
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
の
無
差
別
的
な

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
農
地
と
庭
園
の
区
別
自
体
が
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
勿
論
、
対
立
な
い
し
排
除
は
別
の
形
で
残
存
し
て
い
る
。
即
ち
今
度
は
主

観
の
能
力
的
な
格
差
、
階
層
化
と
い
う
形
で
。
と
言
う
の
も
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美

は
、
絵
画
に
慣
れ
親
し
み
、
現
実
世
界
か
ら
明
暗
と
色
の
み
を
抽
象
す
る
「
習
慣
」

を
身
に
つ
け
た
人
々
、
要
す
る
に
文
化
的
エ
リ
ー
ト
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
も
う
一
人
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
理
論
家
プ
ラ
イ
ス
は
、
自
ら
の
対
話
編
の

中
で
絵
の
素
人
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

「
何
故
、
絵
画
に
慣
れ
親
し
ん
だ

眼
と
、
私
の
よ
う
な
人
間
の
眼
と
の
聞
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
驚
く
べ
き
違
い
が
あ
る

(
注
必
)

の
で
し
ょ
う
」
。
な
る
ほ
ど
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
美
学
に
お
い
て
、
農
業
は
再
び
美

し
い
も
の
と
い
う
地
位
を
獲
得
し
、
美
的
世
界
の
内
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
な
も

の
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
農
業
の
美
は
、
実
際
に
農
地
で
働
く
人
々
、
農
民
に
は

決
し
て
見
え
な
い
。
こ
こ
で
巧
妙
な
階
層
化
と
排
除
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

そ
れ
を
裏
書
す
る
の
は
、
貧
民
に
対
す
る
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
理
論
家
た
ち
の
態

度
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
彼
ら
は
、
風
景
、
更
に
は
庭
園
の
中
に
貧
民
を
導
き
入
れ
、

そ
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
視
覚
方

式
に
と
っ
て
、
貧
民
は
殆
ど
人
間
で
は
な
い
。

人
類
の
内
で
単
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
対
象
は
、
ジ
プ
シ
ー
や
乞
食
と
い
っ
た

28 

放
浪
す
る
種
族
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
い
う
性
格
を
彼
ら

に
付
与
す
る
諸
性
質
の
全
て
に
関
し
て
、
森
の
野
生
動
物
や
つ
れ
た
荷
馬
車
馬
、

(
注
目
制
)

更
に
は
古
い
粉
挽
き
小
屋
、
あ
ば
ら
家
、
他
の
同
種
の
無
生
物
に
極
め
て
近
い
。

ギ
ル
ピ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
眼
は
「
人
物
を
単
に
景
観

(
注
岨
)

の
装
飾
と
し
て
の
み
見
る
」
の
で
あ
り
、
貧
民
の
現
実
生
活
は
そ
の
関
心
の
外
部
に

あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
美
的
な
地
位
を
復
権
し
て
い
る
の
が
、

「
ジ
プ
シ
ー

や
乞
食
と
い
っ
た
放
浪
す
る
種
族
」
に
限
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
ら
は

調
ば
遠
く
離
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
眼
を
持
つ
領
主
の
生
活
を
実

際
に
脅
か
す
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
領
主
の
最
も
身
近
に
い
た
は
ず
の
労
働
者

(
往
々
に
し
て
貧
民
)
、
即
ち
農
民
に
関
し
て
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
が
語
ら
れ



る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
物
像
の
美
的
性
質
を
論
じ
た
先
の
引
用
文
で
も
、

「
荷
馬
車
」
を
引
き
、

「
粉
挽
き
小
屋
」
で
働
き
、

「
あ
ば
ら
家
」
に
住
む
農
民
の

姿
は
、
奇
妙
に
も
抜
け
落
ち
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
こ
う
し
た
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
美

学
に
見
ら
れ
る
道
徳
的
責
任
の
回
避
は
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な

(
注
必
)

ろ
う
。
し
か
し
幾
人
か
の
論
者
の
主
張
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な

(

注

組

問

)

視
覚
方
式
は
現
代
に
も
根
強
く
残
存
し
て
い
る
。
例
え
ば
我
々
は
、
農
業
と
美
を

現
実
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
を
、
殆
ど
自
動
的
に
回
避
す
る
習
慣
を
身
に
つ

け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲

を
逸
脱
す
る
で
あ
ろ
う
。
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び
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お
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農
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主
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研
究
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F
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叙
述
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