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津
軽
地
方
に
牛
乳
を
普
及
し
た 

長 な
が

尾 お

介 す
け

一
郎

い
ち
ろ
う 

   

現
在
牛
乳
は
、
こ
の
津
軽
地
方
で
も
、
Ｍ
や
Ｙ
な

 

ど
、
中
央
の
大
資
本
の
会
社
の
製
品
を
中
心
に
飲
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
昔
は
、
地
方
の
業
者
が
乳
牛
を
飼

い
、
搾
乳

さ
く
に
ゅ
う

し
販
売
す
る
牛
乳
店
の
製
品
が
そ
の
中
心
で
あ
り
、「
谷こ

く

量
り
ょ
う

舎し
ゃ

、
長
尾
牛
乳
」
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
最
大
の
牛
乳
店
で
あ
っ
た
。 

 

弘
前
で
最
初
に
牛
乳
を
売
り
出
し
た
の
は
、
館
山
柾ま

さ

吉き
ち

と
い
う
人
で
あ
る
。『
弘
藩
明
治
一
統
誌
月
令
雑
報
』
に
は
、「
牛
乳
は
、
昔
医
者
が
薬
用
に
用
い
る
だ
け
で
、

明
治
に
な
っ
て
病
院
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
、
健
康
滋
養
の
た
め
、
乳ち

呑の
み

児ご

な
ど
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
明
治
十
二
年
、
富
田
町
の

 

館
山
柾
吉
が
売
り
出
し
、

毎
日
、
二
、
三
人
ず
つ
患
者
に
販
売
し
た
」
と

 

あ
る
。
そ
の
場
所
は
、
現
在
の
最
勝
院
、
仁
王
坂
の
下
あ
た

 

り
だ
が
、
最
初
は
そ
の
利
用
者
も
、
病
人
や
乳
呑
児
な
ど
、

ご
く
限
ら
れ
た
人
数
で
あ
っ
た
よ

 

う
だ
。 

 

時
代
が
明
治
と
な
り

 

、
文
明
開
化
の
世
の
中
と
な
っ
て
、
日
本
人
の
食
生
活
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
っ
た

 

が
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
肉
食
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、

一
般
に
動
物
食
が
食
用
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
主
な
原
因
は
、
信
仰
上
の
理
由
か
ら
で
、
つ
ま
り
仏
教
が
、
四し

足そ
く

、
二に

足そ
く

を
食
す
る
事
を
禁
じ
た
為
で
あ
る
。
こ
の
為
、

肉
は
勿
論

も
ち
ろ
ん

、
鶏
卵
を
食
す
る
こ
と
さ
え
忌
み
嫌
う
地
方
も

 

あ
っ
た
。 

 

牛
乳
も
同
じ
で
、
若
い
嫁
が
「
母
乳
が
足
り
な
い
か
ら
」
と
か
「
牛
乳
は
滋
養
が
あ
る
か
ら
」
と
赤
ん
坊
に
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
と
、
昔
気
質

か

た

ぎ

の
親
は
「
も
し
牛
乳
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を
飲
ま
せ
れ
ば
、
い
つ
迄
も
四
つ
ん
這ば

い
で
歩
く
し
、
大
き
く
な
っ
て
も
ビ
ロ
（
唾
液
）
を
垂
ら
す
」
と
い
っ
て
嫌
な
顔
を
し
た
。
い
ず
れ
も
、
牛
の
生
態
に
関
連
し

た
迷
信
で
、
今
考
え
る
と
、
笑
い
話
の
よ
う

 

な
も
の
だ
。 

  

長
尾
介
一
郎
は
、
一
八
四
五
年
（
弘
化
二
）
二
月
十
九
日
、
周
庸

し
ゅ
う
よ
う

、
き
ゑ
の
長
男
と
し
て
弘
前
に
生
ま
れ
た
。
長
尾
家
は
、
代
々
二
百
石
ど
り
の
津
軽
藩
士
で
、

父
周
庸
は
、
廃
藩
置
県
後
、
旧
藩
の
財
務
調
べ

 

の
仕
事
を
し
て
い
た
。 

 

介
一
郎
は
、
幼
い
頃
、
茶
畑
町
に
あ
っ
た
兼
松
誠
の
私
塾
「
麗
沢
堂

れ
い
た
く
ど
う

」
に
入
っ
て
学
ん
だ
。
兼
松
は
石
居

せ
っ
き
ょ

と
号
し
、
江
戸
定
府
の
重
臣
の
子
で
、
江
戸
に
生
ま
れ
、

漢
籍
や
蘭
学
を
学
ん
で
、
学
才
の
誉
れ
高
い
学
者
で

 

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
弘
前
に
住
み
、
私
塾
を
開
い
て
子
弟
の
養
成
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
石
居
は
、

藩
学
校
稽
古
館
の
督
学

と
く
が
く

（
教
師
）
と
な
り
、
ま
た
東
奥
義
塾
創
設
の
さ
い
は
、
幹
事
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
だ
が
、
介
一
郎
は
、
こ
の
石
居
の
大
き
な
影
響
を
う
け
て

成
人
し

 

た
。 

 

石
居
は
、
介
一
郎
の
温
厚
篤
実

と
く
じ
つ

な
人
柄
を
見
込
ん
で
、
自
分
の
二
女
た
け
と
縁
を
結
ば
せ
た
。
介
一
郎
二
十
二
歳
、
た
け
は
十
四
歳
だ
っ
た
。 

 

介
一
郎
は
、
義
父
石
居
の
推
薦
で

 

、
稽
古
館
に
勤
め
、
そ
の
後
一
時
、
東
奥
義
塾
の
教
師
を
す
る
が
、
ま
も
な
く
、
第
五
十
九
国
立
銀
行
（
現
青
森
銀
行
）
に
勤
め

る
こ
と
に
な

 

る
。 
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廃
藩
置
県
後
、
大
ぜ
い
の
武
士
達
が
禄
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
部
の
者
た
ち
が
役
人
や
教
師
、
羅ら

卒そ
つ

（
警
官
）
の
職
に
つ
く
事
が
出
来
た
ほ
か
、
大
半
は
職

も
な
く
、
手
持
ち
の

 

道
具
や
家
屋
敷
を
手
放
す
な
ど
、
貧
困
の
ど
ん
底
の
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。 

 

当
時
、
中
津
軽
郡
の
郡
長
だ

 

っ
た
笹
森
儀
助
は
、
こ
れ
ら
の
旧
士
族
を
救
う
た
め
に
、
新
た
な
授
産
事
業
を
考
え
た
。
そ
れ
は
、
岩
木
山
の
麓
、
常
盤
野
に
牧
場
を

作
っ
て
、
開
拓
民
を
入
れ

 

、
牧
畜
や
植
林
を
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
酪
農
を
中
心
と
し
た
大
農
場
を
建
設
し
よ
う
、
と
い
う
計
画
で
あ
る
。 

 

笹
森
儀
助
は
、
旧
藩
の
家
老
を
勤
め
、
当
時
第
五
十
九
銀
行
の
頭
取
だ
っ
た
大
道
寺
繁
禎

し
げ
よ
し

に
相
談
し
、
こ
の
計
画
を
進
め
て
い
き
、
菊
池
九
郎
や
介
一
郎
ら
を
役
員

の
名
に
連
ね
た
。
笹
森
と
介
一
郎
は

 

、
同
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
幼
い
頃
か
ら
の
親
友
で
も
あ
っ
た
。 

 

笹
森
は
、
こ
の
牧
場
建
設
の
た
め
、
郡
長
の
仕
事
を
辞
め
る
と
、
自
費
を
投
じ
て
常
盤
野
一
帯
の
調
査
に
あ
た
る
一
方
、
屡し

ば

々
上
京
し
て
明
治
政
府
に
陳
情
、
計
画

実
現
の
た
め
の
委
託
金
借
り
入
れ
を
申
請
し
た

 

結
果
、
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
十
二
月
、
農
商
務
省
か
ら
、
一
万
八
千
円
の
資
金
を
借
り
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ

 

る
。 

 

笹
森
は
、
そ
の
う
ち
六
千
円
を
支
出
し

 

て
、
牛
馬
や
農
機
具
を
購
入
し
て
帰
郷
、
こ
こ
に
そ
の
計
画
の
実
践
に
踏
み
切
り
「
農
牧
社
」
を
設
立
す
る
。
そ
し
て
、
社

長
大
道
寺
繁
禎
、
副
社
長
笹
森
儀
助
、
牧
畜
係
中
畑
清
八
郎
、
滝
川
宗
武

む
ね
た
け

、
会
計
係
芹
川

せ
り
か
わ

高
正

た
か
ま
さ

、
監
督
長
尾
介
一
郎
、
菊
池
九
郎
の
役
員
を
発
表
し
た
。 

 

ま
ず
、
常
盤
野
、
い
ま
の
岩
木
町
枯
木
平
を
中
心
と
し
て
、
附
近
一
帯
の
原
野
を
借
り
入
れ
る

 
と
、
牛
二
十
頭
、
馬
十
九
頭
を
導
入
し
て
入
植
者
を
募
っ
た
。
し
か
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し
、
弘
前
か
ら
約
二
十
四キ

粁
ロ
メ
ー
ト

もル

離
れ
た
山
間
の
辺
地
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
移
住
を
希
望
す
る
者
は
極
め
て
少
な
く
、
移
住
し
て
開
拓
に
従
事
し
た
の
は
、
外
崎

嘉
七
ら
、
僅
か
の
人
達
で
あ

 

っ
た
。 

 

農
牧
社
で
は
、
牧
畜
の
一
環
と

 

し
て
牛
肉
や
牛
乳
の
販
売
を
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
弘
前
に
牛
肉
店
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
介
一
郎
は
、
農
牧
社
の

役
員
の
一
人
だ
っ
た
が

 
、
第
五
十
九
銀
行
に
勤
め
て
い
た
関
係
か
ら
、
枯
木
平
に
移
り
住
ま
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
牛
肉
販
売
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

一
八
八
三
年
（
明
治
十
六
）
十
月
二
十
二
日
、
茂
森
町
の

 

古
村
と
い
う
人
の
店
先
を
借
り
受
け
、
牛
肉
店
の
店
を
開
い
た
。
販
売
は
、
主
に
妻
の
た
け
や
家
族
の
者

が
あ
た
っ
た
。
肉
一
斤キ

ン

（
六
〇
〇
グ
ラ
ム
）
十
三
銭
五
厘
、
半
斤
七
銭
と
い
う
そ
の
値
段
は
、
当
時
と
し
て
は
高
級
食
品
だ
が
、
売
れ
ゆ
き
は
ま
ず
ま
ず
だ
っ
た
。
そ

の
頃
は

 

、
頭
を
ザ
ン
ギ
リ
頭
に
し
、
洋
服
を
着
て
牛
鍋
を
食
べ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
風
潮
が
広
ま
り
、
牛
肉
を
食
す
る
人
も
、
少
し
ず
つ
増
え
て
い
た

の
で

 

あ
る
。 

 

思
い
が

 

け
な
い
好
評
に
気
を
良
く
し
た
笹
森
は
、
よ
り
一
そ
う
販
売
力
を
増
す
た
め
、
同
じ
茂
森
町
二
十
五
番
地
の
前
田
家
の
家
屋
敷
を
買
い
と
り
、
店
を
拡
張
す

る
こ
と
に
し

 

た
。 

 

そ
ん
な
時
介
一
郎
は
、
妻
の
た
け

 

か
ら
相
談
を
う
け
た
。「
こ
れ
以
上
、
牛
肉
を
売
り
続
け
る
の
は
気
が
進
ま
な
い
。」
と
い

 

う
の
だ
。 

「
毎
日
、
肉
の
塊
に
囲
ま
れ
、
そ
れ

 

を
切
り
刻
ん
で
売
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
苦
痛
で
す
。
私
だ
け
で
な
く
、
子
供
達
も
同
じ

 

気
持
ち
で
す
。」 
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妻
に
そ
う
言
わ
れ
て
介
一
郎
は

 

、
困
惑
し
た
。
銀
行
勤
め
を
し
て
い
た
介
一
郎
は
、
肉
の
仕
入
れ
や
販
売
を
、
す
べ
て
妻
や
子
供
達
に

 

任
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
士

族
育
ち
の
た
け
に
と
っ
て
、
牛
肉
を
切
り
刻
ん
で
売
る
と
い

 

う
仕
事
は
、
や
は
り
つ

 

ら
い
仕
事
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

介
一
郎
は
、
笹
森
と

 

相
談
の
上
、
牛
肉
を
や
め
、
牛
乳
の
販
売
へ
切
り
替
え
る
事
に
し
た
。
こ
れ
に
は
妻
も
賛
成
し
た
。
し
か
し

 

、
枯
木
平
の
農
場
で
搾
っ
た
牛
乳

を
店
ま
で
運
ぶ
の
は
大
変
な
の

 

で
、
乳
牛
を
牛
舎
に
お
い
て
搾
乳
し
、
そ
れ
を
販
売
す
る

 

こ
と
に
な
っ
た
。 

 

翌
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
）
の

 

十
一
月
、
茂
森
町
に
牛
舎
を
つ
く
り
、
常
盤
野
の
農
場
か
ら
、
乳
牛
の
母
子
二
頭
を
借
り
出
し
て
き
た
が
、
牛
の
飼
育
管
理
か
ら

搾
乳
ま
で
、
す
べ
て
一
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

 

な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
搾
乳
の
方
法
に
つ
い
て
妻
の
た
け
と
岡
本
た
け
（
若
い
頃
に
、
長
尾
家
に
奉
公
し
て
い
た
人
）

の
二
人
が
、
牧
畜
係
の
中
畑
清
八
郎
に
、
そ
の
実
習
を
受
け
る
事
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
牛
の
世
話
係
と
し
て
牧
夫
一
人
を
雇
い
入
れ
た
。
準
備
が
整
う
と
、
戸こ

長
ち
ょ
う

役
場
か
ら
搾
乳
販
売
業
の
認
可
を
う
け
、
い
よ
い
よ
八
月
十
八
日
か
ら
搾
乳
が
開
始
さ
れ
た
。
つ
ま
り

 

、
長
尾
牛
乳
店
の
開
業
で
あ
る
。 

 

介
一
郎
は
、
牛
乳
店
に
「
谷
量
舎
」
と
命
名
し
た
。
そ
の
意
味
は
、
中
国
の
『
貨
殖
伝
』
に

 

あ
る
故
事
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

―
―
昔
、
中
国
で
、
あ
る
婦
人
が
牧
畜
を
し
な
が
ら
各
地
を
巡
り
歩
い
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
、
非
常
に
珍
し
い
織
物
を
手
に
入
れ
た

 

の
で
、
そ
の
地
の
領
主
に 

 

そ
れ
を
献
上
し
た
。
領
主
は
大
そ
う
喜
ん
で
、
そ
の
十
倍
に
も
あ
た
る
金
を
与
え
た
。
婦
人
は
そ
の
金
で
、
多
数
の
牛
馬
を
買
い
求
め

 

、
牛
や
馬
の
頭
数
を
ふ
や
し 
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て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
の
数
は
、
放
牧
し
て
い
る
谷
の
数
で
、
ひ
と
谷
、
ふ
た
谷
と
谷
を
単
位
と
し
て
数
え
る
程
に
な
っ
た
。
こ
の
事
を
聞
い
た
秦
の
始し

皇
帝

こ
う
て
い

は
、 

 

そ
の
努
力
と
成
功
に
感
心
し

 

、
婦
人
に
国
ひ
と
つ
を
与
え
た
。 

  

つ
ま
り
、
谷
を
も
っ
て
量は

か

る
ほ
ど
に
、
牛
馬
の
数
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
の
故
事
に
あ
や
か
る
よ
う
に
と
「
谷
量
舎
」
の
名
を
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

幼
少
の
頃
に
兼
松
の
塾
で

 

漢
書
を
学
ん
だ
、
そ
の
知
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。 

 

当
時
、
父
周
庸
は
船
沢
村
折
笠
に
住
ん
で
い
た
が
、
介
一
郎
は
、
谷
量
舎
開
業
の
前
日
、
し
ぼ
り
た
て
の
牛
乳
を
、
長
男
の
富
士

ふ

じ

麓ね

に
届
け
さ
せ
た
。
周
庸
は
そ
の

喜
び
を
、
次
の
よ
う
に

 

日
記
に
書
い
て
い
る
。 

「
富
士
麓
来
た
り
、
牛
乳
持
参
せ
り
、
売
り
方
願
い
済
み
に

 

て
今
日
よ
り
開
業
。
店
売
り
一
合
三
銭
五
厘
、
配
達
分
は
四
銭
ず
つ
、
於
茂
森
東
側
」 

 

谷
量
舎
を
開
業
し
た
の
は
、
介
一
郎
が
丁
度
四
十
歳
の

 

時
だ
が
、
こ
の
牛
乳
販
売
、
当
時
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
新
し
い
商
売
だ
っ
た
事
も
あ
り
、
最
初
の
う
ち
は
、

一
日
に
二
、
三
合
（
約
○
・
五
立
）
か

 

ら
一
升
（
一
・
八
立
）
程
度
だ
っ
た
。
そ
れ
が
少
し
ず
つ
需
要
も
ふ
え
、
や
が
て
一
日
に
三
升
ほ
ど
に
な
る
が
、
と
て
も
家
計

を
支
え
る
収
入
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た

 

。
し
か
し
介
一
郎
は
、
将
来
、
牛
乳
が
一
般
家
庭
に
普
及
し
、
こ
の
事
業
が
必
ず
成
功
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
を
持
っ
て

い
た
の
で
、
銀
行
の

 

仕
事
や
農
牧
社
の
経
理
な
ど
の
多
忙
な
間
に
も
、
施
設
の
改
善
や
、
乳
牛
の
飼
育
に
つ
い
て
の
研
究
を
、
熱
心
に
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
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一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
）
二
月
、
父
周
庸
が

 

亡
く
な
っ
た
。
六
十
九
歳
だ
っ
た
。
介
一
郎
は
、
父
の
死
を
機
会
に
、
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
を
考
え
、
船
沢

村
の
家
と
茂
森
町
の

 

店
を
整
理
し
、
市
内
若
党
町
八
十
二
番
地
へ
住
居
を
移
し
、
牛
舎
も
建
て
た
。
こ
の
頃
、
第
五
十
九
銀
行
で
は
鯵
ヶ
沢
に
支
店
を
開
く
こ
と
に
な

り
、
介
一
郎
は

 
、
支
店
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
こ
の
た
め
、
乳
牛
の
管
理
、
搾
乳
、
そ
し
て
販
売
と
、
一
切
を
妻
の
た
け
が
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

た
け
は
、
乳
呑
児
の

 
末
娘
い
ね
子
を
背
負
い
、
朝
早
く
か
ら
、
牛
舎
の
掃
除
、
牛
の
世
話
、
搾
乳
と
、
一
日
じ
ゅ
う
働
き
づ
め
に
働
い
た
。
し
か
し
、
牛
舎
の
管
理

費
や
飼
料
代
な
ど
の

 

出
費
に
比
し
、
牛
乳
販
売
か
ら
得
る
収
益
は
、
極
め
て
微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。 

 

一
方
、
長
男
の
富
士
麓
は

 

、
東
奥
義
塾
か
ら
札
幌
農
学
校
に
進
ん
で
い
た
の
だ
が
、
苦
し
い
家
計
や
、
家
族
た
ち
の
苦
労
を
知
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
以
上
学
業
を
続

け
る
の
は
、
両
親
や

 

家
族
を
苦
し
め
る
だ
け
だ
と
、
農
学
校
を
中
退
し
て
帰
弘
、
こ
の
あ
と
は
全
て
を
投
げ
打
っ
て
、
家
業
の
牛
乳
販
売
事
業
を
守
り
抜
こ
う
と
決
心

し
た
。
そ
し
て
、
農
学
校
で

 

習
い
覚
え
た
知
識
を
実
地
に
活
用
す
べ
く
、
母
を
助
け
て
仕
事
に
と
り
く
む
の
で
あ
っ
た
。 

 

谷
量
舎
で
は
、
こ
れ
迄
乳
牛
を

 

農
牧
社
か
ら
借
り
る
形
で
搾
乳
、
販
売
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
乳
牛
の
管
理
上
、
何
か
と
問
題
も
多
か
っ
た
の
で
、
こ
の
際
資
金
を

調
達
し
て
専
用
の
乳
牛
を

 

買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
為
、
農
牧
社
で
牛
馬
の
飼
育
を
担
当
し
て
い
た
外
崎
嘉
七
に
、
そ
の
購
入
方
を
頼
ん
だ
。
嘉
七
は
、
早
速
野
辺

地
方
面
に
出
か
け
る
と

 

、
一
週
間
後
に
見
事
な
牛
を
連
れ
て
き
た
。
南
部
牛
の
雑
種
だ
っ
た
が
、
強
健
な
上
に
乳
量
の
豊
か
な
立
派
な
牛
だ
っ
た
。
介
一
郎
は
、
こ
れ

に
「
藤
号
」
と

 

名
付
け
た
。
谷
量
舎
が
直
接
購
入
し
た
こ
の
第
一
号
の
乳
牛
は
、
そ
の
後
十
四
年
間
に
、
牡
七
頭
、
牝
三
頭
を
生
む
な
ど
、
谷
量
舎
の
ド
ル
箱
と
な
る
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の
で
あ
る

 

。 

 

富
士
麓
は
、
経
営
の

 

効
率
化
を
図
る
た
め
、
父
母
と
相
談
し
て
、
京
浜
や
関
西
方
面
の
同
業
者
の
視
察
に
巡
り
、
そ
の
経
営
法
を
研
究
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、

次
の
よ
う
な
方
式
に

 

分
け
ら
れ
る
事
に
気
づ
い
た
。 

  

（一）
安
価
な
牛
畜
と

 

、
簡
単
な
牛
舎
と
経
済
的
な
飼
料
で
、
あ
ま
り
経
費
を
か
け
な
い
方
法 

 

（二）
優
良
な
牛
畜
を

 

、
衛
生
的
な
牛
舎
で
、
精
選
し
た
飼
料
を
与
え
る
、
完
全
飼
育
の
方
法 

  

（一）
の
場
合
は

 

、
一
時
的
に
成
功
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
牛
の
健
康
管
理
上
問
題
が
あ
り
、
子
牛
に
も
良
種
が
生
ま
れ
な
い
。 

 

（二）
の
方
法
は
、
資
本
を

 

要
す
る
が
、
十
年
後
、
二
十
年
後
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
効
果
が
大
き
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
富
士
麓
は

 

、
父
介
一
郎
と
相
談
の
上
、
（二）
の
方
式
で
い
く
事
に
し
た
。 

 

一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
）
に
は

 

、
青
森
浪
打
に
あ
っ
た
、
農
牧
社
の
青
森
販
売
所
を
買
い
と
る
と
、
こ
れ
を
谷
量
舎
青
森
支
店
と
し
て
営
業
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
当
時
の
青
森
は
、
県
庁
所
在
地
と

 

し
て
そ
の
発
展
性
が
期
待
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
こ
の
年
の
十
二
月
、
青
森
・
弘
前
間
に
鉄
道
が
開
通
し
た
こ
と
も
、
青
森
進

出
を
決
め
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た

 

。
そ
し
て
こ
の
年
、
日
清
戦
争
が
始
ま
り
、
青
森
の
五
連
隊
に
野
戦
病
院
が
設
置
さ
れ
、
谷
量
舎
青
森
支
店
は
、
こ
の
病
院
へ
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牛
乳
を
納
入
す
る
な
ど
、
そ
の
利
用
も

 

次
第
に
伸
び
て
い
っ
た
。 

 

日
清
戦
争
後
、
軍
備
の
強
化
が
叫
ば

 

れ
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）
に
は
、
弘
前
市
に
第
八
師
団
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
三
十
一
聯
隊
を
は
じ
め
、
歩

兵
、
砲
兵
、
騎
兵
と
、
兵
舎
が
次
々
と

 

新
築
さ
れ
、
大
勢
の
軍
人
と
そ
の
家
族
が
移
住
し
て
き
た
。
こ
の
為
、
市
民
の
間
に
は
、
都
会
風
な
食
べ
も
の
に
ふ
れ
る
機
会

が
多
く
な
り
、
一
般
家
庭
に
も
洋
式
の

 

料
理
が
少
し
ず
つ
入
り
こ
む
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
頃
に
な
る
と
、
乳
牛
の
数
も

 

増
え
、
管
理
と
運
営
に
人
手
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
介
一
郎
も
銀
行
を
辞
め
、
家
族
が
力
を
合
わ
せ
て
家
業
に
と
り
く
ん
だ
。
弘

前
は
富
士
麓
が
、
青
森
支
店
は
介
一
郎
が

 
担
当
し
、
仕
事
も
極
め
て
順
調
だ
っ
た
。 

 

当
時
の
牛
乳
販
売
は
、
量
り
売
り
が

 

主
で
あ
っ
た
が
、
牛
乳
の
需
要
が
多
く
な
る
に
つ
れ
、
政
府
で
も
衛
生
上
の
面
か
ら
「
牛
乳
取
締
規
則
」
を
作
り
、
牛
乳
の
容

器
は
ガ
ラ
ス
瓶
を
使
う
事
が
決
め
ら
れ

 

た
。
こ
う
し
て
、
蒸
気
消
毒
に
よ
る
衛
生
的
な
瓶
詰
の
牛
乳
が
売
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
牛
乳
の
需
要
は
よ
り
高
ま
っ

た
。
そ
の
結
果
、
弘
前
の
牛
乳
販
売
店
は

 

、
谷
量
舎
の
他
に
、
長
谷
川
、
中
畑
、
宮
本
な
ど
六
軒
に
増
え
る
の
で
あ
る
。 

 

谷
量
舎
で
は
乳
牛
の
数
も
ふ
え
、
若
党
町
の

 

牛
舎
は
狭
く
な
っ
た
の
で
、
春
日
町
に
広
い
敷
地
を
求
め
牛
舎
を
建
て
直
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）

に
は
、
弘
前
、
青
森
を
合
わ
せ
た
乳
牛
の

 

数
は
五
十
六
頭
、
牡
牛
二
頭
、
子
牛
四
十
八
頭
、
計
百
六
頭
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。 

 

一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
九
月
頃
か
ら

 

、
介
一
郎
は
病
床
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
翌
年
三
月
二
十
四
日
、
七
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
介
一
郎
は
臨
終
の
日
、
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子
ど
も
達
に
、
次
の
よ
う
な
遺
言
を

 

残
し
た
。 

  

一
、
官
私
の
俸
給
の
み
で
衣
食
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ら
ず
恒
産

こ
う
さ
ん

を
治
め
よ 

 

一
、
飲
酒
は

 
 

慎
む
こ
と 

 

一
、
金
貸
し
は

 

し
な
い
こ
と 

 

一
、
結
婚
は

 

、
親
戚
同
志
を
避
け
る
こ
と 

 

一
、
学
問
は
儒
学

じ
ゅ
が
く

の
他
洋
書
も
読
む
こ
と 

  

「
恒
産
を

 

治
め
よ
」
と
い
う
の
は
、
し
っ
か
り
し
た
財
産
や
職
業
を
持
て
と
い
う
事
だ
が
、
儒
学
（
漢
書
）
だ
け
で
な
く
洋
書
（
西
洋
の
学
問
）
も
学
べ
、
と
い
う

の
は
、
介
一
郎
の

 

進
歩
的
な
考
え
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。 

 

介
一
郎
が
亡
く
な

 

っ
た
あ
と
の
青
森
支
店
は
、
四
男
の
周
平
が
仕
事
を
引
き
継
ぎ
、
兄
弟
力
を
合
わ
せ
て
、
青
森
、
弘
前
の
谷
量
舎
の
経
営
に
と
り
く
ん
だ
の
で
あ

る

 

。 

 

介
一
郎
は

 

、
男
四
人
女
二
人
と
い
う
子
沢
山
だ
っ
た
が
、
男
子
は
、
長
男
の
富
士
麓
と
四
男
の
周
平
が
、
谷
量
舎
の
仕
事
を
引
き
継
い
だ
。
二
男
の
健
字
は
、
東
京



 11 

の
医
学
校
に

 

進
ん
で
医
者
と
な
り
、
青
森
に
開
業
、
三
男
の
愛
蔵
は
、
十
九
歳
の
時
に
渡
米
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
牧
場
主
と
な
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
で
成
功

し
て
い
る

 

。 

 

晩
年
の

 

介
一
郎
に
つ
い
て
、
健
字
の
妻
あ
い
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

  
 

非
常
に

 

真
面
目
な
方
で
、
ふ
だ
ん
は
い
つ
も
、
木
綿
の
着
物
に
袴
を
は
き
、
前
掛
け
を
か
け
、
き
ち
ん
と
帳
場
に
坐
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
長
い
こ
と
銀 

 

行
勤
め
を

 

し
て
い
た
関
係
か
、
帳
簿
を
つ
け
る
の
が
趣
味
の
よ
う
で
し
た
。
嫁
入
り
の
と
き
挨
拶
に
い
く
と
、
短
刀
一
ふ
り
と
習
字
の
お
手
本
と
、「
借
金
帳
」
と 

 

書
い
た

 

古
い
帳
面
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
私
は
、
親
の
し
つ
け
と
し
て
、
ど
の
子
ど
も
に
も
こ
の
借
金
帳
を
作
っ
て
お
き
、
一
人
前
に
な
っ
て
独
立
し
た
時 

 

に
渡
し
て

 

い
る
。
中
等
教
育
ま
で
は
親
の
負
担
だ
か
ら
免
除
し
て
い
る
が
、
そ
の
あ
と
の
費
用
は
、
子
ど
も
の
借
金
と
し
て
全
部
こ
れ
に
記
録
し
て
い
る
。
健
字
は 

 

医
者
に
な

 

っ
た
の
で
、
随
分
金
が
か
か
っ
た
よ
。
」
と
い
っ
て
笑
わ
れ
ま
し
た
。 

 

短
刀
、
習
字
の

 

手
本
、
そ
し
て
借
金
帳
と
、
い
ず
れ
も
、
介
一
郎
の
人
柄
が
し
の
ば
れ
る
興
味
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。 
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