
マ
ル
サ
ス
と
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
問
題

上
　
　
　
野
　
　
　
　
　
格

一
、
は
じ
め
に

　
わ
が
国
で
の
マ
ル
サ
ス
研
究
は
、
そ
の
人
口
論
お
よ
び
経
済
理
論
の
双
方
に
つ
い
て
、
既
に
か
な
り
長
い
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
研
究
活
動
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
実
は
、
当
時
の
最
大
の
問
題
の
一
　
つ
で
あ

り
、
特
に
「
人
口
の
原
理
」
の
著
者
が
見
逃
す
筈
の
な
か
っ
た
問
題
、
即
ち
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
問
題
に
つ
い
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
態

度
を
と
り
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
提
唱
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
迄
殆
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
わ
が
国
で
の
現
象
で
あ
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
と
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
関
係
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
既
に
前
世

紀
末
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ボ
ナ
ー
の
マ
ル
サ
ス
研
究
に
は
、
マ
ル
サ
ス
に
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
問
題
を
扱
っ
た

匿
名
論
文
が
あ
る
こ
と
、
一
八
一
七
年
に
は
休
暇
を
利
用
し
て
彼
が
ウ
エ
ス
ト
ミ
ー
ス
や
キ
ラ
ニ
ー
の
湖
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
、
一

八
二
七
年
に
は
移
民
委
員
会
で
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
情
況
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
証
言
の
内
容
も

詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
は
、
そ
の
名
著
『
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
経
済
史
―
合
同
か
ら
大
飢
饉
ま
で
Ｉ
』
一
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九
二
一
、
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
マ
ル
サ
ス
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
ヘ
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。

　
　
「
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
は
人
口
過
剰
で
あ
る
と
い
う
愚
痴
が
十
九
世
紀
前
半
に
繰
返
し
聞
か
れ
た
。
″
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
関
し
て
″
と

サ
ド
レ
ー
は
言
う
″
意
見
は
全
く
口
試
し
て
い
る
。
豊
か
に
な
る
た
め
に
は
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
は
人
口
を
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
。
″
こ
れ
は
マ
ル
サ
ス
の
時
代
で
あ
り
、
す
べ
て
の
経
済
的
害
悪
は
過
剰
な
人
口
か
ら
生
ず
る
と
経
済
学
者
た
ち
が
考
え
て
い
た

こ
と
を
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。
マ
ル
サ
ス
の
教
義
は
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
特
に
適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
た
、
と
い
う
の
は
、
人
口

と
そ
の
維
持
の
た
め
に
利
用
で
き
る
資
源
の
間
の
不
均
衡
が
こ
こ
ほ
ど
ひ
ど
い
と
こ
ろ
は
他
に
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
十

九
世
紀
初
期
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
運
命
は
二
人
の
偉
大
な
経
済
学
者
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
マ
ル
サ
ス
の
思
想
に
よ
っ
て
大
き
く
形
作

ら
れ
た
。
中
で
も
後
者
が
多
分
よ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
」

　
マ
ル
サ
ス
が
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
人
口
問
題
を
最
初
に
論
じ
た
の
は
、
一
八
〇
三
年
の
人
口
論
第
二
版
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
彼
は
、
最
近
ま
で
定
説
に
な
っ
て
い
た
見
解
、
即
ち
、
一
八
世
紀
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
急
激
な
人
口
増
加
は
、
馬
鈴
薯
と
盛
ん
な

結
婚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
彼
の
独
創
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
以

降
、
彼
の
説
と
し
て
定
着
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
彼
が
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
を
論
じ
た
の
が
、
こ
の
小
論
お
よ
び
続
稿
で
取
上
げ
る
二
つ
の
匿
名
論
文
（
一
八
○
八
年
と
一
八
○
九
年
）

で
あ
る
。
人
口
論
第
二
版
で
は
、
単
に
人
口
の
観
点
か
ら
論
及
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
論
文
で
は
、
広
く
、

イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
対
す
る
政
策
と
そ
の
影
響
を
論
じ
、
緊
急
の
課
題
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
解
放
を
非
常
に
強
く
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
国
国
教
会
の
牧
師
の
主
張
と
し
て
は
ま
こ
と
に
異
例
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
イ
ギ
リ
ス
古
典
経
済
学
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
問
題
に
対
す
る
取
組
み
方
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
本
格
的
な
検
討
は
さ
れ
て
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き
て
い
な
い
が
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
は
既
に
古
典
的
と
も
言
え
る
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ユ
ニ
バ
シ
テ
ィ
（
ベ
ル

フ
ァ
ス
ト
）
の
、
Ｃ
・
ブ
ラ
ッ
ク
教
授
の
力
作
『
経
済
思
想
と
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
問
題
、
一
八
一
七
―
一
八
七
〇
』
一
九
六
○
、
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
の
書
物
で
は
、
当
然
マ
ル
サ
ス
も
注
目
す
べ
き
論
客
の
一
人
と
し
て
大
き
く
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ

の
小
論
で
扱
う
匿
名
論
文
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
が
何
故
に
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
関
心
を
強
く
寄
せ
て
い

た
か
も
、
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
論
で
は
、
右
の
ブ
ラ
ッ
ク
教
授
の
業
績
の
穴
埋
め
と
で
も
言
う
よ
う
な
作
業
を
意
図
し
て
い
る
。
即
ち
、
人
ロ
論
第
二
版

お
よ
び
一
八
〇
八
、
一
八
〇
九
両
論
文
に
見
ら
れ
る
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
論
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
解
放
を
主
と
す
る
そ
の
政
策
的
提
案
の
目

的
を
さ
ぐ
り
、
ま
た
、
馬
鈴
薯
、
早
婚
、
人
口
増
な
ど
に
つ
い
て
の
彼
の
説
と
経
済
史
的
事
実
と
の
異
同
を
若
干
検
討
す
る
の
が
、

差
当
っ
て
の
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
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二
、
馬
鈴
薯
、
結
婚
、
人
口
増
お
よ
び
貧
困

　
マ
ル
サ
ス
の
人
口
法
則
は
、
最
も
単
純
化
し
て
表
現
す
れ
ば
、
生
活
の
安
定
↓
人
口
増
加
↓
貧
困
、
と
い
う
因
果
関
係
に
な
る
。

リ
カ
ー
ド
は
人
口
増
加
の
方
向
以
外
に
生
活
水
準
上
昇
の
方
向
も
あ
る
こ
と
を
見
て
は
い
た
が
、
彼
の
場
合
で
も
、
民
衆
が
貧
困
で

あ
る
限
り
、
そ
の
要
求
水
準
は
低
く
、
人
口
増
加
が
唯
一
の
方
向
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
マ
ル
サ
ス
に
と
っ
て
は
、
生

活
の
安
定
を
民
衆
に
も
た
ら
す
も
の
は
、
す
べ
て
貧
困
の
原
因
に
な
る
。
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
場
合
、
そ
れ
は
馬
鈴
薯
で
あ
り
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
救
貧
法
が
そ
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
る
。
後
に
見
る
如
く
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
救
済
策
と
し
て
救
貧
法
施
行
が

提
案
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
サ
ス
の
口
を
き
わ
め
て
非
難
し
て
や
ま
ぬ
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

　
人
口
論
第
二
版
に
お
け
る
次
の
論
述
は
、
本
節
の
標
題
に
か
か
げ
た
四
項
目
に
つ
い
て
の
マ
ル
サ
ス
の
見
解
を
非
常
に
は
っ
き
り

と
示
し
て
い
る
。

　
「
愛
蘭
の
人
口
の
詳
細
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
私
は
唯
、
馬
鈴
薯
の
使
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
前
世
紀

中
に
そ
の
人
口
が
極
め
て
急
速
に
増
加
し
た
と
言
う
に
止
め
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
栄
養
あ
る
食
物
が
低
廉
で
あ
り
、
又
こ

の
種
の
耕
作
を
す
る
時
に
は
平
年
に
は
僅
か
な
土
地
で
一
家
を
支
え
る
食
物
を
得
ら
れ
る
と
い
う
事
情
は
、
人
民
の
無
智
と
低
劣
な

境
遇
―
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
目
先
の
単
な
る
生
存
が
出
来
る
と
い
う
見
込
だ
け
で
結
婚
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
ー
と
相
俟
っ

て
、
こ
の
国
の
産
業
と
現
在
の
資
源
が
許
す
以
上
に
人
口
を
増
加
せ
し
め
る
ほ
ど
に
結
婚
を
奨
励
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

－234 －



て
そ
の
結
果
は
当
然
に
、
下
層
階
級
の
者
は
最
も
貧
窮
し
た
悲
惨
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
口
に
対
す
る

妨
げ
は
言
う
ま
で
も
な
く
主
と
し
て
積
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
極
貧
、
湿
潤
な
陋
屋
、
粗
悪
不
十
分
な
衣
服
、
及
び
時
折
の

欠
乏
か
ら
起
る
疾
病
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
か
か
る
積
極
的
妨
げ
に
加
う
る
に
、
近
年
は
、
ま
た
内
争
、
内
乱
、
及
び
戒
厳
令
と
い
う

罪
悪
及
び
窮
乏
が
あ
る
の
で
あ
る
ご

　
こ
こ
で
は
、
馬
鈴
薯
↓
結
婚
奨
励
↓
人
口
増
↓
貧
困
と
い
う
関
係
が
、
実
証
ぬ
き
の
「
事
実
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
強
い
て
因
果
的
な
関
連
を
求
め
れ
ば
、
貧
困
（
無
智
も
そ
の
結
果
で
あ
る
か
ら
）
が
貧
困
を
生
む
、
と
い
う
悪
循
環
が
、
ア
イ
ア

ラ
ン
ド
の
貧
困
の
説
明
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
叙
述
は
、
か
え
っ
て
い
く
つ
も
の
疑
問
を
読
む
者
に

い
だ
か
せ
る
。

　
第
一
の
疑
問
は
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
馬
鈴
薯
が
主
な
食
料
に
な
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
、
そ
の
時
期
は
い
つ
頃
で
あ
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
貧
し
さ
が
馬
鈴
薯
を
主
食
に
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
貧
困
の
原
因
で
は
な
く
、
結
果
と
見
做
さ
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
の
普
及
し
た
時
期
が
そ
れ
程
遠
い
時
期
で
は
な
い
な
ら
ば
、
一
八
世
紀
中
の
人
口
急
増
は
馬
鈴
薯
以
外
に

原
因
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
第
ニ
の
疑
問
は
、
馬
鈴
薯
に
よ
る
最
低
生
活
の
安
定
は
、
本
当
に
結
婚
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
既
に
Ａ
・
ヤ
ン
グ
も
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
結
婚
率
の
高
さ
を
彼
自
身
の
見
聞
と
し
て
記
し
て
は
い
る
。
マ
ル
サ
ス
は
、
し
か

し
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
こ
れ
を
実
証
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
人
口
論
第
六
版
に
は
、
こ
れ
の
実
証
が
不
可
能
で
あ
る
旨

次
の
如
く
追
記
し
て
い
る
。

　
　
「
愛
蘭
の
特
有
の
事
情
か
ら
見
て
、
平
均
死
亡
率
、
及
び
出
生
、
結
婚
の
人
口
に
対
す
る
比
率
を
知
る
の
は
極
め
て
興
味
あ
る
こ
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と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
、
何
ら
の
正
確
な
教
区
記
録
簿
も
つ
け
て
な
く
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
如
何
に
望
ま
し
く

も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
ご

　
馬
鈴
薯
↓
結
婚
奨
励
は
「
事
実
」
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
右
の
よ
う
な
事
情
で
は
、
結
婚

が
多
か
っ
た
か
否
か
さ
え
も
、
マ
ル
サ
ス
に
は
実
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
筈
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
疑
問
は
、
マ
ル
サ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
人
口
増
加
の
妨
げ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
は
極
貧
な
ど
の
「
責
極

的
妨
げ
」
と
、
内
乱
等
（
直
接
は
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
の
蜂
起
を
さ
す
）
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
、
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
人
口
が
減
少
し
た
と
も
、
ま
た
、
増
加
率
が
鈍
っ
た
と
も
言
わ
な
い
。
第
六
版
で
は
、
逆
に
、
一
六
九
五
年
か
ら
一

八
二
一
年
ま
で
（
つ
ま
り
第
二
版
の
十
八
年
後
ま
で
）
に
、
約
四
十
五
年
に
倍
加
す
る
速
度
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
ど
の
国
よ
り
も
急
速
）

で
増
加
し
た
と
追
記
し
て
い
る
。
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
は
「
最
も
貧
窮
し
た
悲
惨
な
状
態
」
で
も
人
口
増
加
は
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
ま
た
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
救
済
は
ど
の
よ
う
な
方
策
に
よ
っ
て
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
数
々
の
疑
問
に
十
分
答
え
る
よ
う
な
叙
述
を
マ
ル
サ
ス
は
人
口
論
に
あ
ま
り
残
し
て
い
な
い
。
セ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば

　
「
マ
ル
サ
ス
は
、
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、
彼
の
人
口
論
の
各
版
に
お
い
て
、
全
然
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
を
論
じ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る

　
（
一
八
〇
八
年
、
一
八
〇
九
年
の
両
論
文
で
も
あ
ま
り
満
足
の
ゆ
く
答
は
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
）
。
た
だ
、
馬
鈴
薯
普
及
の
時
期
や
薯

と
貧
困
の
必
然
的
連
関
を
示
そ
う
と
す
る
箇
所
、
お
よ
び
″
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
貧
農
に
馬
鈴
薯
畑
と
牛
を
与
え
て
生
活
を
安
定
さ
せ

よ
“
と
い
う
Ａ
・
ヤ
ン
グ
の
提
案
に
、
救
貧
法
反
対
と
同
じ
論
拠
（
＝
結
婚
を
促
し
人
口
を
増
加
さ
せ
る
）
か
ら
反
対
す
る
箇
所
が
あ

る
の
み
で
あ
る
。
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ま
ず
、
馬
鈴
薯
普
及
の
時
期
を
、
彼
は
、
十
八
世
紀
の
は
じ
ま
り
か
ら
前
半
頃
ま
で
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
愛
蘭
の
食
物

は
最
近
一
世
紀
聞
に
極
め
て
急
速
に
増
加
し
」
と
述
べ
、
ま
た
、
「
馬
鈴
薯
で
支
払
を
受
け
る
愛
蘭
の
労
働
者
は
、
小
麦
で
支
払
を

受
け
る
英
蘭
の
労
働
者
の
所
得
で
養
い
う
る
人
数
の
二
倍
の
人
数
を
養
う
に
足
る
生
活
資
料
を
得
た
。
そ
し
て
過
去
一
世
紀
聞
に
お

け
る
こ
れ
ら
二
国
の
人
口
の
増
加
は
、
そ
の
各
々
に
お
け
る
労
働
者
に
与
え
ら
れ
る
主
食
の
相
対
量
に
比
例
し
て
い
た
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
最
近
の
経
済
史
研
究
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
″
時
期
″
に
疑
問
が
出
さ
れ
て
お
り
、
馬
鈴
薯
が
食
事
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
せ
い
ぜ
ぜ
い
十
八
世
紀
の
最
後
の
二
〇
年
足
ら
ず
の
頃
か
ら
で
、
し
か
も
そ
れ
も
極
貧
の
コ
ッ
タ
ー
層
と
農
業
労

働
者
層
に
限
ら
れ
た
、
と
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
人
口
論
争
の
立
役
者
Ｌ
・
Ｍ
・
カ
レ
ン
教
授

は
、
一
八
世
紀
中
葉
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
穀
物
は
広
く
栽
培
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
方
の
人
や
都
市
の
人
の
食
事
で
何
よ
り
も
大
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
地
方
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
人
の
食
事
は
殆
ん
ど
、
い
や
、
専
ら
馬
鈴
薯
ば
か
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
馬
鈴
薯
は
広
く
栽
培
さ
れ
、
食
事
で
も
目
立
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
食
事
を
支
配
し
て
は
い
な

ゝ
　
こ
り

力
っ
た
」

　
（
こ
れ
は
、
マ
ル
サ
ス
を
単
に
部
分
的
に
否
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
従
来
定
説
に
な
っ
て
い
た
十
八
世
紀
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
社
会
像
ー
非
常
に
マ

ル
サ
ス
的
な
ー
の
全
面
的
否
定
を
も
意
味
す
る
程
の
大
論
争
の
成
果
で
あ
る
が
、
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
。
）

　
馬
鈴
薯
と
貧
困
の
必
然
的
連
関
は
、
マ
ル
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
食
物
の
相
対
的
価
格
の
低
廉
が
貧
民
の
境
遇
に
及
ぼ
す
悪
い
結
果
」

の
代
表
的
な
例
と
さ
れ
る
。
先
に
見
た
如
く
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
労
働
者
は
馬
鈴
薯
即
ち
主
食
に
関
し
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
労
働
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者
の
倍
も
豊
か
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
言
え
ば
実
質
賃
金
が
二
倍
と
い
う
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
馬
鈴
薯
を
栽
培
す
れ
ば
食
料

が
多
量
に
出
来
、
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
す
る
労
働
の
価
格
は
低
廉
で
あ
る
た
め
に
、
土
地
の
地
代
は
下
落
す
る
よ
り
も
寧
ろ

騰
貴
す
る
傾
向
を
生
じ
、
そ
し
て
地
代
が
騰
貴
す
る
限
り
、
馬
鈴
薯
以
外
の
工
業
品
の
原
料
そ
の
他
凡
ゆ
る
種
類
の
粗
生
生
産
物
の

価
格
は
騰
貴
す
る
傾
向
を
生
ず
か
。
」

　
こ
の
主
張
の
背
後
に
、
ス
ミ
ス
の
有
名
な
馬
鈴
薯
栽
培
に
よ
る
地
代
上
昇
の
説
を
読
み
と
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
あ
る

ま
い
。
事
実
、
一
八
〇
八
年
論
文
で
は
マ
ル
サ
ス
は
ス
ミ
ス
の
こ
の
説
を
直
接
指
摘
し
支
持
し
て
お
り
『
経
済
学
原
理
』
一
八
二

〇
で
は
、
こ
れ
に
対
す
る
リ
カ
ー
ド
の
批
判
を
反
批
判
し
、
更
に
ス
ミ
ス
説
の
証
明
に
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
馬
鈴
薯
↓
人
口
増
↓
低

賃
金
↓
地
代
上
昇
を
例
に
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
（
リ
カ
ー
ド
の
ス
ミ
ス
批
判
は
、
馬
鈴
薯
が
同
一
労
働
で
小
変
の
三
倍
の
人
口
を
養
え
る

と
す
れ
ば
小
麦
か
ら
馬
鈴
薯
へ
の
転
換
で
差
当
り
必
要
と
さ
れ
る
耕
地
面
積
は
以
前
の
三
分
の
一
に
減
少
す
る
ｌ
人
口
は
同
一
だ
か
ら
ｌ
か

ら
、
地
代
も
低
下
す
る
ｌ
劣
等
地
が
放
棄
さ
れ
る
た
め
ｌ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
地
代
の
増
加
が
お
こ
る
の
は
、
人
口
が
増
大
し
原
生
産
物
へ

の
需
要
が
十
分
高
ま
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
マ
ル
サ
ス
は
馬
鈴
薯
と
人
口
増
加
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
た
め
に
、
リ
カ
ー

ド
に
、
途
中
は
と
も
か
く
結
論
だ
け
早
く
認
め
よ
、
と
迫
っ
た
の
で
あ
る
）
。

　
人
口
論
第
二
版
の
段
階
で
は
、
マ
ル
サ
ス
は
、
ま
だ
地
代
騰
貴
を
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
特
有
の
農
業
制
度
ー
コ
ッ
タ
ー
制
度
―
と

の
関
係
で
見
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
労
働
者
は
、
主
食
（
生
活
資
料
）
に
関
し
て
は
イ
ン
ダ
ラ

ン
ド
の
労
働
者
の
二
倍
豊
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
食
が
安
い
か
ら
賃
金
が
安
く
、
剰
余
が
多
く
、
そ
れ
が
地
代
に
回
る
た
め
に
地

代
は
高
く
な
る
、
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ル
サ
ス
の
見
る
と
こ
ろ
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
労
働
者
は
主
食
に
関
し
て
は
本

当
は
貧
し
く
な
い
こ
と
に
な
り
、
貧
し
く
な
い
か
ら
地
代
が
高
く
と
も
子
孫
を
ふ
や
す
生
活
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
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る
。

　
当
時
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
は
、
農
薬
の
労
働
者
（
で
タ
ー
お
よ
び
長
泉
労
働
者
）
は
、
一
作
物
期
間
毎
の
借
地
契
約
で
一
エ
ー
ヵ

ｌ
程
度
の
土
地
に
自
家
用
の
馬
鈴
薯
を
植
え
、
そ
の
借
地
の
地
代
を
、
日
賃
金
に
換
算
し
た
労
働
で
払
っ
て
い
た
。
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン

の
示
す
例
に
よ
れ
ば
、
あ
る
コ
ッ
タ
ー
は
、
一
エ
ー
カ
ー
と
‰
の
土
地
（
地
代
五
ボ
ン
ド
）
、
家
（
二
六
シ
ル
）
、
羊
一
頭
分
の
牧
草

（
十
シ
ル
）
を
農
場
主
f
a
r
m
e
r
か
ら
借
り
、
一
日
六
ペ
ン
ス
‰
の
計
算
で
二
五
一
日
も
農
場
に
出
て
働
い
た
。
そ
れ
で
返
済
し
た
地

代
等
の
合
計
は
僅
か
に
六
ポ
ン
ド
十
六
シ
ル
で
あ
る
。
当
時
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
農
場
主
が
地
主
に
支
払
っ
た
地
代
は
一
エ
ー
カ
ー

あ
た
り
一
ポ
ン
ド
程
度
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
比
べ
て
非
常
に
高
か
っ
心
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
コ
ッ
タ
ー
達

の
負
担
し
た
地
代
が
異
常
に
高
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
彼
ら
は
自
家
用
の
馬
鈴
薯
畑
の
手
入
れ
を
す
る
余
裕
も
な

く
農
場
主
の
畑
の
農
作
業
に
出
て
お
り
、
そ
の
た
め
自
家
用
の
収
穫
は
少
く
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
マ
ル
サ
ス
の
叙
述
に
は
差
当
り
示
さ
れ
て
い
な
い
事
情
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
こ
う
し
た
現
象
―
こ
れ

自
体
が
別
の
原
因
即
ち
植
民
地
政
策
の
結
果
だ
と
い
う
意
味
で
の
ー
だ
け
で
も
押
え
て
み
な
け
れ
ば
、
さ
き
の
引
用
の
前
半
分
即

ち
馬
鈴
薯
を
実
質
賃
金
と
し
な
が
ら
そ
の
状
態
を
貧
し
い
と
見
る
こ
と
は
、
本
当
は
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
引
用
の
後
半
部
分
は
一
層
異
様
に
響
く
。
そ
こ
で
は
労
働
の
低
廉
は
地
代
を
高
め
る
傾
向
を
も
ち
、
原
材
料
の
価
格
を
高
め
る
傾

向
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
勿
論
、
地
代
が
高
く
な
る
限
り
に
お
い
て
）
。
低
賃
金
は
高
地
代
を
媒
介
に
し
て
農
産
物
価
格
を

高
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
ｏ
人
口
論
第
二
版
は
、
ま
だ
、
マ
ル
サ
ス
地
代
論
の
形
成
を
見
ぬ
時
期
の
産
物
で
あ
る
が
、
既
に
、
こ
こ

に
、
そ
の
土
地
生
産
力
説
的
地
代
理
解
が
色
濃
く
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
耕
作
に
用
い
ら
れ
る
人
び

－239－



と
の
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
り
も
っ
と
大
き
な
生
活
必
需
品
を
生
み
だ
す
土
地
の
力
、
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
食
物
の
豊

富
が
も
た
ら
す
人
口
増
加
が
需
要
を
生
み
出
す
、
と
い
う
マ
ル
サ
ス
地
代
論
の
第
二
の
視
点
も
こ
こ
に
は
既
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
農
産
物
の
高
価
格
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
土
地
の
稀
少
と
い
う
第
三
の
論
点
は
こ
こ
に
は
ま
だ
表
に
出

て
き
て
い
な
い
が
、
何
故
に
、
剰
余
が
地
主
の
手
元
に
地
代
と
し
て
集
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
が
問
わ
れ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
十

分
問
題
の
指
摘
は
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
既
に
、
貧
し
い
農
民
が
数
を
増
し
、
土
地
を
求
め
る
競
争
が
激
し
く
な
る
こ
と
は
、

さ
き
の
引
用
ま
で
の
限
り
で
も
当
然
推
測
が
つ
く
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
一
八
○
八
年
論
文

に
お
い
て
で
あ
る
。
他
方
、
農
業
技
術
の
進
歩
に
よ
る
生
産
力
増
加
の
可
能
性
は
全
然
何
の
示
唆
も
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
作
物
の

交
替
ー
小
麦
か
ら
馬
鈴
薯
ヘ
ー
に
よ
る
単
位
面
積
あ
た
り
の
収
穫
の
実
質
的
増
加
と
い
う
見
方
に
形
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
め
て
マ
ル
サ
ス
に
は
現
実
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
し
か
し
、
一
八
〇
八
年
論
文
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
地
代
が
農
産
物
価
格
の
構
成
要
素
に
な
り
、
原
材
料
価
格
を
引
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
「
怠

惰
と
熟
練
不
足
」
と
い
う
貧
し
さ
か
ら
く
る
通
常
の
悪
徳
が
加
わ
っ
て
、
一
切
の
加
工
品
が
高
価
格
に
な
り
、
余
っ
た
馬
鈴
薯
で
は

安
す
ぎ
る
た
め
、
換
金
し
て
も
衣
服
、
住
居
そ
の
他
の
便
宜
品
を
買
う
余
裕
が
全
然
な
く
、
「
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

関
す
る
彼
れ
の
境
遇
は
、
そ
の
生
活
資
料
が
比
較
的
に
豊
富
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
極
度
に
惨
め
な
も
の
と
な
る
」
と
マ
ル
サ
ス
は

述
べ
て
い
る
。

　
結
局
、
マ
ル
サ
ス
は
、
こ
こ
で
も
馬
鈴
薯
を
貧
困
の
直
接
の
原
因
と
論
証
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
低
賃
金
で
あ

る
と
は
い
え
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
実
質
は
十
二
分
な
食
料
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
怠
惰
と
熟
練
不
足
を
も
た
ら
す
ほ
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ど
の
貧
し
さ
の
原
因
に
は
な
り
え
ぬ
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
怠
惰
と
熟
練
不
足
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
た
ら
し

た
貧
困
は
馬
鈴
薯
以
外
の
原
因
に
よ
る
も
の
な
で
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
サ
ス
は
、
こ
こ
で
も
貧
困
の
悪
循
環
だ
け
を
、
そ
れ
と

気
づ
か
ず
に
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
Ａ
・
ヤ
ン
グ
の
提
案
に
対
す
る
反
論
を
考
え
て
み
た
い
。
マ
ル
サ
ス
の
反
対
理
由
は
、
そ
れ
が
「
結
婚
と
子
供
を
現
在

規
則
正
し
く
奨
励
し
て
い
る
」
救
貧
法
と
同
じ
効
果
を
も
つ
も
の
だ
、
と
い
う
に
つ
き
る
。
周
知
の
如
く
、
他
の
経
済
学
者
達
も
、

マ
ル
サ
ス
の
こ
の
見
解
に
同
調
し
、
救
貧
税
の
増
徴
が
も
た
ら
す
負
担
の
増
大
と
「
資
本
蓄
積
の
阻
碍
」
に
反
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
実
施
さ
れ
て
い
る
救
貧
法
に
反
対
し
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
救
貧
法
を
実
施
せ
よ
と
い
う
要
求
に
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
。
換

言
す
れ
ば
、
人
口
法
則
の
作
用
す
る
限
り
、
救
貧
は
貧
し
さ
の
解
消
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
貧
困
の
再
生
産
を
意
味
す
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
救
貧
法
、
即
ち
生
活
保
護
は
、
本
当
に
、
当
時
、
結
婚
を
奨
励
し
出
生
率
を
高
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に

何
人
も
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
サ
ス
の
こ
う
し
た
批
判
は
何
ら
現
実
の
根
拠
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
十
九
世
紀
の
は
じ
め
の
イ
ン
ダ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
救
貧
法
と
結
婚
率
お
よ
び
人
口
増
加
を
検
討
し
た
Ｊ
・
Ｐ
・
ハ
ゼ
ル
は
、

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
旧
マ
ル
サ
ス
お
よ
び
十
九
世
紀
初
頭
の
政
府
委
負
た
ち
の
主
張
、
即
ち
、
救
貧
法
と
く
に
手
当
支
給
制
度
は
予
防
的
阻
止
条
件

を
堀
り
崩
す
た
め
、
人
口
増
加
の
第
一
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
主
張
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
（
f
u
乱
a
m
e
n
t
a
l
l
y

e
r
r
o
-

n
e
o
u
s
）
、
②
手
当
支
給
制
度
は
出
生
率
ま
た
は
結
婚
率
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
あ
る
い
は
幼
児
死
亡
率
を
引
下
げ
た

か
も
し
れ
な
い
、
但
し
、
全
般
的
な
死
亡
率
に
影
響
を
与
え
た
り
、
人
口
増
加
率
を
目
立
っ
て
増
加
さ
せ
た
り
す
る
ほ
ど
の
大
き
さ
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こ
う
し
た
彼
の
結
論
は
、
イ
ン
ダ
ラ
ン
ド
の
一
つ
の
典
型
と
見
做
せ
る
教
区
の
一
八
〇
一
年
か
ら
三
五
年
ま
で
の
出
生
率
、
死
亡

率
、
結
婚
率
、
幼
児
死
亡
の
傾
向
を
調
べ
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
手
当
支
給
制
度
発
足
後
に
、
結
婚
率
は

低
下
し
、
出
生
率
も
低
下
し
、
結
局
、
人
口
増
加
を
意
味
す
る
傾
向
と
し
て
は
、
幼
児
死
亡
率
の
低
下
が
若
干
見
ら
れ
た
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ゼ
ル
は
、
従
っ
て
、
次
の
よ
う
な
推
測
を
す
る
。

　
「
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
（
制
度
）
が
本
来
低
賃
金
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
て
そ
の
原
因
で
は
な
い
、
と
い
う
ブ
ラ
ウ
グ
の
主
張
と

同
じ
よ
う
に
、
手
当
支
給
制
度
は
人
口
増
加
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
て
そ
れ
を
刺
激
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
ー
（
　
）
内
は
筆
者
―

　
馬
鈴
薯
を
貧
困
の
原
因
と
す
る
マ
ル
サ
ス
と
、
そ
れ
を
貧
困
の
結
果
と
す
る
現
在
の
経
済
史
研
究
の
成
果
と
の
関
係
が
、
救
貧
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

と
人
口
増
加
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
ハ
ゼ
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
「
マ
ル
サ
ス
的
な
救
貧
法
‖
人
口
理
論
は
、
子
だ
く
さ
ん
の
貧
乏
人
に
非
難
を
む
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
貧
困
の
問
題
を
片
付
け
て

し
ま
お
う
と
す
る
同
時
代
人
た
ち
に
は
全
く
都
合
が
よ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
九
世
紀
初
期
の
人
口
の
傾
向
を
解
明
す
る
も
の
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

と
う
て
い
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
マ
ル
サ
ス
は
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
イ
ン
ダ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
同
じ
こ
と

が
言
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
、
と
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
既
に
、
最
近
の
ア
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「
一
七
三
五
年
と
一
七
八
五
年
の
間
に
、
人
口
は
三
百
万
か
ら
四
百
万
に
、
つ
ま
り
三
三
％
増
加
し
た
。
一
八
四
一
年
ま
で
に

は
、
そ
れ
は
八
二
〇
万
に
、
つ
ま
り
、
更
に
一
〇
五
％
増
加
し
た
。

　
早
婚
が
こ
の
増
加
の
原
因
と
屡
々
見
ら
れ
て
き
て
い
る
。
馬
鈴
薯
栽
培
と
そ
の
食
事
の
普
及
が
（
家
族
の
）
細
分
化
を
促
し
、
こ

の
細
分
化
の
容
易
に
な
っ
た
こ
と
が
、
一
七
八
〇
年
迄
に
非
常
な
早
婚
へ
の
動
き
を
促
進
し
た
と
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
結
婚
が
早
く
な
っ
た
と
い
う
全
般
的
傾
向
を
示
す
証
拠
は
何
も
な
く
、
逆
に
、
農
業
社
会
で
結
婚
が
注
意
深
く
行
な
わ
れ

細
分
化
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
明
確
な
証
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
―
（
　
）
内
は
筆
者
―
―

　
こ
の
カ
レ
ン
の
主
張
は
、
さ
き
の
馬
鈴
薯
普
及
の
時
期
に
つ
い
て
の
定
説
批
判
と
と
も
に
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
人
口
論
争
の
最
近
の

成
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
証
明
の
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く

誰
も
が
反
射
的
に
抱
く
と
思
わ
れ
る
疑
問
、
即
ち
、
カ
レ
ン
自
身
が
示
し
て
い
る
急
激
な
人
口
増
加
は
、
そ
れ
で
は
、
貧
し
い
ア
イ

ア
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
何
を
本
当
の
契
機
と
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
、
カ
レ
ン
は
、
当
時
の
ョ

ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
見
ら
れ
た
と
同
じ
く
、
多
分
、
一
回
限
り
の
何
か
の
原
因
に
よ
る
死
亡
率
の
低
下
が
原
因
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て

い
る
こ
と
だ
け
を
付
記
し
て
お
く
（
筆
者
は
、
し
か
し
、
十
八
世
紀
に
＝
ッ
タ
ー
層
な
ど
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
下
層
農
民
層
に
馬
鈴
薯
が
早
く
普

及
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
死
亡
率
特
に
幼
児
死
亡
率
を
減
少
さ
せ
る
の
に
一
役
か
っ
た
ｌ
特
に
そ
の
栄
養
価
か
ら
考
え
て
も
ー
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
憶
測
を
今
も
っ
て
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
に
生
活
上
の
倫
理
に
何
ら
か
の
差
異
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
も
ま
た
一
考
に
価
す
る
条
件
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
億
測
で
片
付
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
に

は
少
々
荷
が
重
す
ぎ
る
感
じ
も
し
か
い
で
は
な
い
。
）
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以
上
で
、
人
口
論
第
二
版
で
マ
ル
サ
ス
の
描
い
た
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
が
、
馬
鈴
薯
↓
結
婚
↓
人
口
増
↓
貧
困
と
い
う
図
式
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
証
明
ま
た
は
理
論
的
考
察
ぬ
き
で
、
「
事
実
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
、
現
在
は

殆
ん
ど
完
全
に
批
判
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
長
く
定
説
と
し
て
定
着
し
て
き
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な

ど
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
出
来
た
か
と
思
う
。
次
に
、
稿
を
改
め
て
、
一
八
○
八
年
、
一
八
〇
九
年
論
文
に
見
ら
れ
る
マ
サ
ル
ス
の
ア
イ

ア
ラ
ン
ド
論
を
、
特
に
、
そ
こ
に
提
案
さ
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
諸
政
策
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
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