
が
、こ
こ
の
仮
設
だ
け
何
を
作
っ
て
売
る
か
決
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
み
ん
な
で
ソ
ッ
ク
モ

ン
キ
ー
の
作
り
方
を
習
っ
た
。
こ
う
し
て
、
二
〇

一
二
年
四
月
二
〇
日
、
記
念
す
べ
き
「
お
の
く
ん
」

第
一
号
が
誕
生
し
た
。

「
お
の
く
ん
」
の
里
親
に
な
る
こ
と

最
初
は
誰
も
売
れ
る
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

ひ
と
つ
千
円
、
資
金
は
〇
円
。
在
庫
は
三
〇
個
ま

で
。
そ
れ
以
上
に
な
っ
た
ら
働
か
な
い
で
「
お
茶

飲
み
」
を
す
る
。
赤
字
に
な
ら
な
い
範
囲
で
作
る

と
決
め
た
。
初
め
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
買
っ

た
り
、
知
り
合
い
に
売
っ
て
く
れ
た
り
し
た
。
作

り
は
じ
め
て
三
カ
月
が
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、
人
を

介
し
て
「
人
形
が
ほ
し
い
」
と
い
う
声
が
届
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、「
め
ん
ど
く

し
ぇ
、
め
ん
ど
く
し
ぇ
」
と
言
い
な
が
ら
縫
っ
て

い
た
の
で
「
め
ん
ど
く
し
ぇ
」
人
形
と
い
っ
て
い

た
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
名
前
を
つ
け
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
、「
小
野
駅
前
で
つ
く
っ
て
い
る
か
ら

『
お
の
く
ん
』
で
い
い
ん
で
ね
え
」
と
い
う
こ
と
で
、

「
お
の
く
ん
」
に
な
っ
た
。
た
だ
し
姓
は
今
も
「
め

ん
ど
く
し
ぇ
」
で
あ
る
。

あ
る
と
き
、
東
京
で
復
興
支
援
の
催
し
が
あ
り
、

東
松
島
の
物
産
を
販
売
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
「
お
の
く
ん
」
も
持
っ
て
行
っ

た
が
、「
欲
し
か
っ
た
ら
東
松
島
に
来
て
く
れ
」
と

い
っ
て
見
せ
び
ら
か
す
だ
け
で
売
ら
ず
に
帰
っ
て

え
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
落
か
ら
来
て
お
り
、
互
い
に

ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
同
士
で
の
再
出
発
だ
っ
た
。

女
性
た
ち
は
、
以
前
な
ら
魚
加
工
の
仕
事
を
し
た

り
、
畑
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
津
波
で
職
場
も
畑

も
失
っ
て
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
集
会
所
に
集

ま
っ
て
お
茶
の
み
を
し
て
過
ご
し
て
い
た
。「
と
も

か
く
、
ヒ
マ
だ
っ
た
」
の
で
「
何
か
を
作
ろ
う
よ
」

と
、
支
援
で
い
た
だ
い
た
ミ
シ
ン
と
布
を
使
っ
て

巾
着
袋
や
服
、
コ
ー
ス
タ
ー
、
お
手
玉
に
目
を
つ

け
た
蛙
な
ど
を
作
り
始
め
た
。
で
き
た
の
は

「
し
ょ
ー
も
な
い
」
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
お

し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
手
を
動
か
し
て
い
た
。

年
が
明
け
、
震
災
か
ら
一
年
ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、

あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
仮
設
住
宅
の
子
ど
も

に
、
靴
下
で
作
っ
た
猿
の
ぬ
い
ぐ
る
み
「
ソ
ッ
ク

モ
ン
キ
ー
」
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、

復
興
支
援
の
企
画
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
設

住
宅
が
モ
ノ
を
だ
し
て
売
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

に
対
し
て
、
手
芸
は
「
芸
」
で
あ
る
。
芸
と
い
っ

て
も
、職
人
芸
で
も
ま
し
て
工
芸
で
も
な
い
。
ア
ー

ト
の
世
界
で
「
手
芸
っ
ぽ
い
ね
」
と
い
う
評
価
は
、

ア
ー
ト
と
は
い
え
な
い
と
い
う
ダ
メ
出
し
ら
し
い
。

手
芸
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
た
く
さ
ん
否
定
形
が

で
て
く
る
。
と
は
い
え
手
芸
の
力
は
あ
な
ど
れ
な

い
。
は
か
ら
ず
も
そ
れ
を
再
認
識
さ
せ
た
の
が
、

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災

だ
っ
た
。
震
災
後
、
仮
設
住
宅
に
身
を
寄
せ
た
女

性
た
ち
を
支
援
し
よ
う
と
、
全
国
か
ら
ミ
シ
ン
や

端
切
れ
、
古
着
の
布
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
ん

な
仮
設
住
宅
の
ひ
と
つ
か
ら
、「
お
の
く
ん
」
が
生

ま
れ
た
。

「
お
の
く
ん
」
の
誕
生

二
〇
一
一
年
一
一
月
、
東
松
島
市
小
野
駅
前
応
急

仮
設
住
宅
が
つ
く
ら
れ
た
。
集
ま
っ
た
約
八
〇
世

帯
の
多
く
は
旧
野の

蒜び
る

地
区
の
住
民
だ
っ
た
と
は
い

き
た
。
少
し
で
も
多
く
の
人
に
東
松
島
に
来
て
も

ら
い
、自
分
の
眼
で
被
災
地
を
見
て
ほ
し
い
と
思
っ

た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
、「
お
の
く
ん
」
が

欲
し
い
人
は
東
松
島
に
「
お
の
く
ん
」
を
も
ら
い

に
行
っ
て
「
里
親
」
に
な
る
、
と
い
う
お
約
束
が

で
き
た
。
里
親
さ
ん
た
ち
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

の
里
親
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
『
目
指
せ
！　

お
の
く
ん

と
七
〇
億
人
の
タ
ヅ
バ
ナ
ス
』
や
『
お
の
く
ん
親

ば
か
サ
ロ
ン
』
に
、「
お
の
く
ん
」
と
の
日
々
を
写

真
で
ア
ッ
プ
し
、
と
き
ど
き
東
松
島
に
里
帰
り
し

て
お
母
さ
ん
や
ほ
か
の
里
親
さ
ん
た
ち
と
交
流
し

た
り
、
復
興
支
援
活
動
「
お
の
か
つ
」
を
す
る
。

や
が
て
「
お
の
く
ん
」
の
話
は
、
ク
チ
コ
ミ
や

S
N
S
で
国
内
だ
け
で
な
く
海
外
に
ま
で
広
が
り
、

入
手
す
る
に
は
半
年
待
ち
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
人

気
者
に
な
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
約
一
年
、
仮
設
住
宅
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
手
に
よ
り
「
お
の

く
ん
」
が
作
ら
れ
た
。
被
災
地
の
子
ど
も
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
か
ら
生
ま
れ
た
手
づ

く
り
人
形
が
つ
な
ぐ
も
の
と
は
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
息
づ
く
「
思パ

ン
セ考

」
と
は
。

「
お
の
く
ん
」と
パ
ン
セ
・ソ
バ
ー
ジ
ュ

杉す
ぎ

本も
と 

星せ
い

子こ

京
都
文
教
大
学
教
授

手芸考

「
お
の
く
ん
」
に
息
づ
く
「
野
生
の
思
考
」

ぬ
い
ぐ
る
み
の
原
型
は
呪
物
と
し
て
の
人
形
だ

と
い
う
。「
お
の
く
ん
」
が
、
東
日
本
大
震
災
と
い

う
巨
大
な
自
然
の
力
に
対た
い

峙じ

し
た
人
び
と
が
心
や

生
活
を
立
て
な
お
す
な
か
で
生
ま
れ
た
の
は
、
偶

然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
お
の
く
ん
」
の
材
料
は
里

親
さ
ん
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
。
ハ
イ
ソ
ッ
ク
ス
や

五
本
指
靴
下
、
モ
コ
モ
コ
素
材
の
靴
下
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
人
が
選
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
靴
下
が
世
界

中
か
ら
集
ま
り
、
お
母
さ
ん
た
ち
の
手
し
ご
と
に

よ
っ
て
「
お
の
く
ん
」
が
生
ま
れ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
「
お
の
く
ん
」
は
、
人
び
と
の
協
働
で
創
造

さ
れ
る
唯
一
無
二
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ（
器
用
仕
事
）

作
品
で
あ
る
。「
お
の
く
ん
」
を
介
し
て
お
母
さ
ん

た
ち
同
士
、
お
母
さ
ん
と
里
親
さ
ん
、
里
親
仲
間

が
隠
喩
の
親
族
関
係
で
結
ば
れ
、
東
松
島
の
被
災

者
の
思
い
と
震
災
の
記
憶
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
作
り
だ
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

贈
与
の
霊
が
動
き
出
す
と
き
、
ヒ
ト
と
ヒ
ト
、
ヒ

ト
と
神
が
互
酬
的
な
関
係
で
つ
な
が
る
世
界
が
創

り
だ
さ
れ
る
と
し
て
、
ヒ
ト
の
文
化
の
根
底
に
あ

る
「
パ
ン
セ
・
ソ
バ
ー
ジ
ュ
」
す
な
わ
ち
「
野
生
の

思
考
」を
論
じ
た
。「
お
の
く
ん
」に
は
、近
代
の「
栽

培
さ
れ
た
思
考
」
に
よ
っ
て
確
立
し
た
裁
縫
、ア
ー

ト
、
工
芸
と
い
う
分
野
が
、「
女
子
ど
も
の
手
す
さ

び
」
と
し
て
の
手
芸
に
押
し
込
め
放
逐
し
て
し
ま
っ

た
「
野
生
の
思
考
」
の
根
源
的
な
力
が
、
生
き
生

き
と
息
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

否
定
形
で
語
ら
れ
る
「
手
芸
」 

手
芸
と
は
何
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
糸
や
布
を

使
っ
た
手
し
ご
と
で
あ
っ
て
も
、
生
活
に
役
立
つ

裁
縫
が
ま
さ
に
手
の
「
仕
事
」
と
み
な
さ
れ
る
の

「おのくん」とパンセ・ソバージュ（三色すみれ）
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