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只見学

　

仲
買
人
が
ぜ
ん
ま
い
を
買
い
付
け

る
と
き
、
生
産
者
ご
と
に
品
質
の
ば
ら

つ
き
が
あ
る
の
で
、
必
ず
す
べ
て
の
ぜ

ん
ま
い
を
自
身
の
目
と
手
で
確
認
し
て

か
ら
価
格
交
渉
を
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
カ
マ
ス
や
南
京
袋
に

入
っ
た
ぜ
ん
ま
い
を
持
参
し
た
袋
に
詰

め
替
え
ま
す
。
こ
の
時
、
自
身
の
手
で

ぜ
ん
ま
い
を
つ
か
み
上
げ
な
が
ら
、
ぜ

ん
ま
い
の
乾
燥
状
態
や
縮
れ
具
合
、
皺し

わ

の
様
子
、
カ
ビ
の
有
無
、
シ
ビ（
ゼ
ン

マ
イ
の
元
の
硬
い
部
位
）切
り
が
、
き

ち
ん
と
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

し
ま
す
。

　

次
に
、
竿さ

お
ば
か
り秤
に
か
け
て
目
方
を
測

り
ま
す
。
そ
し
て
、
伝
票
に
、
た
と
え

ば「
極
太
」一
貫
五
五
〇
匁
、「
太
」三
〇

貫
二
四
〇
匁
と
い
う
よ
う
に
記
入
し
て

い
き
ま
す
。
同
時
に
生
産
者
が
納
得
で

き
る
よ
う
説
明
し
な
が
ら
単
価
設
定

を
行
い
ま
す
。
単
価
は
ぜ
ん
ま
い
の
様

子
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
し
た
。
つ
ま

り
、
お
な
じ「
太
」で
も
さ
ま
ざ
ま
な
単

　

六
月
の
半
ば
か
ら
下
旬
に
か
け
て

は
、
泊
ま
り
山
の
人
た
ち
が
山
を
下
り

て
く
る
時
期
で
す
。
こ
の
時
分
、
只
見

町
に
は
町
内
外
を
問
わ
ず
、
大
勢
の
ぜ

ん
ま
い
仲
買
人
が
、
競
争
で
買
い
付
け

に
走
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

昭
和
四
〇
年
代
半
ば
に
は
、
こ
の
数

週
間
に
只
見
町
だ
け
で
も
数
億
円
と

い
う
大
金
が
舞
い
降
り
て
い
ま
し
た
。

ま
さ
に
、
ぜ
ん
ま
い
版
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ

シ
ュ
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
す
。

価
設
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

生
産
者
に
と
っ
て
は
一
番
緊
張
す
る
瞬

間
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の

流
れ
は
、
後
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な

い
よ
う
に
す
べ
て
生
産
者
の
目
の
前
で

行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

支
払
い
は
、
通
常
、
現
金
支
払
い
が

原
則
。
一
軒
の
家
に
百
万
円
、
二
百
万

円
と
い
う
札
束
を
置
い
て
く
る
と
い
う

の
は
、
そ
ん
な
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
仲
買

人
は
数
千
万
円
と
い
う
資
金
を
い
か

に
準
備
で
き
る
か
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ゼ
ン
メ
エ
メ
エ
テ（
商
品
の

ツ
ケ
や
借
り
た
お
金
）の
返
済
も
こ
の

時
一
緒
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
ゼ
ン
メ
エ

メ
エ
テ
を
差
し
引
か
れ
た
後
、
生
産
者

の
手
元
に
残
る
現
金
は
ほ
ん
の
わ
ず
か

と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
っ
た
よ
う
で

す
。

　

昔
、
村
人
の
中
に
は
翌
春
の
泊
ま
り

山
を
も
く
ろ
ん
で
、
多
額
の
借
金
を
背し

ょ

負
い
込
む
人
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
本
人
や
家
族
の
病
気
や
怪
我
な
ど

予
想
外
の
災
難
に
見
舞
わ
れ
、
山
に
行

く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
と
い
っ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。こ
ん
な
時
、

担
保
に
入
れ
て
い
た
田
畑
を
失
っ
て
し

ま
い
、
生
活
が
一
層
き
び
し
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
話
も
よ
く
耳
に
し
ま

す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
只
見
町
で
は

ぜ
ん
ま
い
の
こ
と
を「
貧
乏
草
」と
揶や

ゆ揄

し
た
言
い
方
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

米
屋
商
店
の
菅
家
俊
一
さ
ん
は
、

父
の
俊
雄
さ
ん
が
ぜ
ん
ま
い
の
仲
買
を

手
広
く
行
っ
て
い
る
の
を
見
た
り
手

伝
っ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
四
〇
年
か
ら

六
〇
年
ご
ろ
の
ぜ
ん
ま
い
取
引
量
は
数

千
貫
目
に
も
上
り
、
倉
庫
で
は
人
を

雇
っ
て
毎
日
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら

れ
た
ぜ
ん
ま
い
を
前
に
シ
ビ
切
り
作
業

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
、
ひ

と
春
で
一
〇
貫
目
入
り
の
南
京
袋
が
五

袋
、
つ
ま
り
、
約
一
八
〇
キ
ロ
の
シ
ビ

が
出
た
と
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

作
業
の
中
で
再
度
、
極
太
・
太
・
細
と

仕
分
け
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最

後
に
南
京
袋
一
袋
に
つ
き
一
〇
貫
目
の

ぜ
ん
ま
い
を
詰
め
て
一
俵
と
し
、
荷
札

に「
極
太
」な
ど
の
表
示
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
大
量
の
ぜ
ん
ま
い
を
長
期
間
保

存
し
て
お
く
た
め
に
は
、
薬
品
に
よ
る

燻く
ん
じ
ょ
う蒸
も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

米
屋
商
店
の
場
合
、
集
め
た
ぜ
ん

ま
い
を
売
る
先
は
、
関
西
の
乾
物
卸
業

者
が
主
で
し
た
。
中
で
も
大
阪
の「
花

菱
」と
い
う
業
者
は
群
を
抜
い
て
い
た

と
い
い
ま
す
。

　

一
方
、
新
潟
県
小
出
の「
星
元
」と
い

う
ぜ
ん
ま
い
仲
買
人
は
、
全
国
か
ら
ぜ

ん
ま
い
を
買
い
集
め
る
大
手
の
仲
買
人

と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当

時
、
只
見
町
に
は
一
〇
軒
ほ
ど
の
仲
買

人
が
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
小
さ
な
仲

買
人
の
多
く
か
ら
も
買
い
上
げ
て
い
ま

し
た
。
只
見
町
で
生
産
さ
れ
た
ぜ
ん

ま
い
の
三
割
ほ
ど
が「
星
元
」に
流
れ
て

行
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
そ
の
規
模
が

推
し
量
ら
れ
ま
す
。


