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抑
制
作
用
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
今
後
ア
ジ
ア
以

外
の
国
で
も
食
品
と
し
て
の
利
用
が
進
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
ま
す
ま
す
大
豆
の
需

要
が
増
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
も
、
輸
入
に
頼
り
す
ぎ
ず
、
国

産
の
大
豆
を
も
っ
と
増
や
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

わ
た
し
は
二
十
五
年
以
上
に
わ
た
り
、
加
工
利
用
で
は
な
く
、
植
物
と
し
て
の
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大

豆
に
注
目
し
、
そ
の
植
物
学
的
特
性
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
き
ま
し
た
。
長
く
研
究

を
続
け
て
も
、
私
の
理
解
の
及
ば
な
い
こ
と
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

植
物
と
し
て
の
大
豆
の
大
き
な
特
徴
は
、「
根
粒
菌
」
と
の
共
生
で
す
。
根
粒
菌
は

大
豆
の
根
に
あ
る
細
胞
を
住
み
か
と
し
、
土ど

壌じ
ょ
う

中
の
空
気
に
含
ま
れ
る
分
子
状
窒
素

を
ア
ン
モ
ニ
ア
に
変
え
る
能
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
宿
主
で
あ
る
大
豆
は
、
い
わ
ば

家
賃
代
わ
り
に
こ
の
ア
ン
モ
ニ
ア
を
受
け
取
り
、
複
雑
な
代
謝
過
程
を
経
て
、
ア
ミ

ノ
酸
や
タ
ン
パ
ク
質
を
合
成
し
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
摂
取
し
て
い
る
大
豆
タ
ン
パ
ク
質
は
、
根
粒
菌
に
大
き
く
依
存
し

て
い
ま
す
。
近
年
、
こ
の
大
豆
と
根
粒
菌
と
の
共
生
へ
の
理
解
は
か
な
り
深
ま
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
機
構
を
人
為
的
に
抑
え
、
少
な
い
肥
料
で
生
産
量
を
増

や
す
技
術
は
未
完
成
で
す
。
畑
で
の
大
豆
は
気
ま
ぐ
れ
で
、
肥
料
を
与
え
る
な
ど
の

栽
培
的
な
手
段
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。

大
豆
は
、
稲
や
小
麦
な
ど
、
根
粒
菌
と
共
生
し
な
い
植
物
と
は
異
な
り
、
体
内
に

根
粒
菌
と
い
う
微
生
物
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
で
す
。
大
豆
は

食
品
と
し
て
の
利
用
価
値
が
き
わ
め
て
大
き
い
素
材
で
す
が
、
植
物
と
し
て
み
た
場

合
に
も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
の
授
業

で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
ぜ
ひ
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

食べ物としての大豆、
植物としての大豆
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大
豆
の
栽
培
は
歴
史
が
古
く
、
中
国
で
は
少
な
く
と
も
四
千
年
の
歴
史
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は
、
豆
を
煮
た
だ
け
の
料
理
法
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
加
工
法
が
工
夫
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
豆
乳
や
豆
腐
は
相
当

古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
豆
腐
は
唐
の
時
代
に
は
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ

の
料
理
の
し
や
す
さ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
料
理
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
で
も

有
名
な
麻ま

あ

婆ぼ
う

豆ど
う

腐ふ

は
、
百
年
ほ
ど
前
に
四し

川せ
ん

省し
ょ
う

で
、
あ
ば
た
（
麻
）
の
あ
る
お
ば
さ

ん
（
婆
）
が
発
明
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
味み

噌そ

や
醤し

ょ
う

油ゆ

は
、
日
本
で
独
特
の
発

達
を
遂
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
原
型
は
中
国
に
あ
り
ま
す
。

大
豆
は
日
本
に
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

に
記
録
が
あ
り
ま
す
。
豆
腐
は
、
日
本
で
は
奈
良
時
代
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

庶
民
の
口
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
に

は
、『
豆
腐
百
珍
』
と
い
う
料
理
本
が
出
版
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

中
国
や
日
本
以
外
に
も
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
多
様
な
大
豆
製
品
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
テ
ン
ペ
、
タ
イ
の
ト
ァ
ナ
オ
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
は
一

般
的
な
大
豆
製
品
で
す
。

ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
に
長
い
「
歴
史
」
の
あ
る
大
豆
で
す
が
、
生
産
量
は
ア

メ
リ
カ
大
陸
の
国
々
に
圧
倒
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
は
世
界
最
大
の
輸
入
国
で
、
国

内
自
給
率
は
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
世
界
の
大
豆
生
産
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
ア
メ
リ
カ
や
ブ
ラ
ジ
ル
の
大
豆
栽
培
の
歴
史
は
、
ア
ジ
ア
の
国
々
の
そ
れ
と
比
べ

る
と
き
わ
め
て
新
し
い
も
の
で
す
。
ア
ジ
ア
を
除
く
国
で
は
、
大
豆
は
主
と
し
て
食

用
油
と
し
て
使
わ
れ
、
搾
油
し
た
残
り
は
家
畜
の
餌え

さ

と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

近
年
、
大
豆
に
含
ま
れ
て
い
る
植
物
性
タ
ン
パ
ク
質
、
イ
ソ
フ
ラ
ボ
ン
、
レ
シ
チ

ン
な
ど
の
成
分
が
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
低
下
、
骨
そ
し
ょ
う
症
の
防
止
や
ガ
ン
の
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