
地
域
性
論

と
し
て
の
文
化
の
受
容
構
造
論

「
民
俗
の

地
域
差

と
地
域
性
」
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察

岩
　
本
　
通
　
弥

　
は
じ
め
に

一　
「
地
域
性
」
と
は
何
か

二
　
文
化
人
類
学
的

「
地
域
性
論
」
の
再
検
討

三
　
「
地
域
区
分
」
設
定
の
二
つ
の
方
法

四
　
民
俗
学
に
お
け
る
「
地
域
性
」
概
念
の
多
様
性

五
　
民
俗
学
的

「
地
域
性
論
」
の
再
検
討

六
　
「
地
域
差
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か

七
　
「
地
域
差
」
を
ど
う
処
理
す
る
の
か

八
　
「
地
域
差
」
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の

九
　
文

化
の
受
容
構
造
　
　
受
容
・
変
形
・
再
統
合
の
過
程
ー

一
〇
　
操
作
概
念
と
し
て
の
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル

　
お
わ
り
に

地域性論としての文化の受容構造論

論
文
要
旨

　
本
稿
は
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
で
あ
り
、
文
化
の
受
容

構
造
と
い
う
視
角
か
ら
、
新
た
な
解
釈
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題

を

提
示

し
て
い
く
上
で
、
こ
れ
ま
で
同
じ
「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
の
下
で
行
わ
れ
て
き
た
、

幾
つ
か
の
系
統
の
研
究
を
整
理
し
（
文
化
人
類
学
的
地
域
性
論
、
地
理
学
的
地
域
性
論
、
歴

史
学
的
地
域
性
論
）
、
こ
の
「
地
域
性
」
概
念
の
混
乱
が
研
究
を
阻
害
し
て
き
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
解
釈
に
混
乱
の
余
地
の
な
い
「
地
域
差
」
か
ら
研
究
を
は
じ
め
る
べ
き
だ
と
し

た
。
こ
の
地
域
差
と
は
何
か
、
何
故
地
域
差
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
命
題
に
関
し
、
そ
れ
ま

で
の

「
地
域
差
は
時
代
差
を

示
す
」
と
し
た
柳
田
民
俗
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
　
一
九
七

〇
年
代
以
降
、
そ
の
全
面
否
定
の
下
で
機
能
主
義
的
な
研
究
が
展
開
し
て
き
た
こ
と
（
個
別

分
析
法
や
地
域
民
俗
学
）
、
し
か
し
そ
れ
は
全
面
否
定
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
柳
田
民
俗
学
の
伝
播
論
的
成
果
も
含
め
た
、
新
た
な
解
釈
モ
デ
ル
と
し
て
、
文
化
の
受

容
構
造
論
を
提
示
し
た
。
そ
の
際
、
伝
播
論
を
地
域
性
論
に
組
み
替
え
る
た
め
に
、
か
っ
て

の

歴
史
地
理
学
的
な
民
俗
学
研
究
や
文
化
領
域
論
の
諸
理
論
を
再
検
討
す
る
ほ
か
、
言
語
地

理
学
や
文
化
地
理
学

な
ど
の
研
究
動
向
や
研
究
方
法
（
資
料
操
作
法
）
も
参
考
に
し
た
結

果
、
必
然
的
に
自
然
・
社
会
・
文
化
環
境
に
対
す
る
適
応
と
い
う
多
系
進
化
（
特
殊
進
化
）

論
的

な
傾
向
を
と
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
地
域
性
論
と
し
て
の
文
化
の
受
容
構
造
論
的
モ

デ

ル

と
は
、
文
化
移
入
を
地
域
社
会
の
受
容
・
適
応
・
変
形
・
収
鮫
・
全
体
的
再
統
合
の
過

程

と
把
握
し
て
、
そ
の
過
程
と
作
用
の
構
造
を
分
析
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
社
会
文
化
的
統

合
の
レ
ベ
ル
と
い
う
操
作
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
・
都
市
化
の
進
行
も
視

野
に
含
め

た
、
一
種
の
文
化
変
化
の
解
釈
モ
デ
ル
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

3
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は

じ
め
に

　
本
稿
は
、
特
定
研
究
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
に
共
同
研
究
会
に
お
け
る
討

論
を

踏

ま
え
、
当
研
究
の
方
法
論
的
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
（
1
）

前
稿
の
「
お
わ
り
に
」
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
当
研
究
は
率
直
に
い
っ
て
当
初
か
ら

矛
盾
と
混
乱
に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
各
人
各
様
の
解
釈
の
も
と
に
研
究
が
進
め
ら
れ

て
、
共
同
研
究
と
し
て
は
極
め
て
不
統
一
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

筆
者
は
そ
の

混
乱
の
最
大
の
要
因
は
、
「
地
域
性
」
と
い
う
概
念
の
混
乱
と
不
統
一

に

求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
を
求
め
る
の
か
と
い
っ
た
研
究
の
目

的

も
、
結
局
の
と
こ
ろ
不
明
確
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
。

　
当
共
同
研
究
は
、
お
そ
ら
く
課
題
設
定
の
段
階
か
ら
、
方
法
的
な
矛
盾
（
方
法
と

目
的
の
不
一
致
、
調
査
法
と
分
析
法
の
不
一
致
）
を
抱
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

文
化
人
類
学
は
い

ざ
知
ら
ず
、
少
な
く
と
も
民
俗
学
に
お
い
て
は
、
「
地
域
性
」
と

い

う
概
念
に
は
、
古
く
か
ら
二
つ
（
以
上
）
の
解
釈
が
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
そ

の

充
分

な
整
理
・
検
討
を
経
ぬ
ま
ま
、
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
は
な
い
か
、
二

つ
の

系
統
の
異
な
る
地
域
性
論
が
混
在
し
、
途
中
か
ら
参
加
し
た
筆
者
に
は
、
こ
の

概
念
や

目
的
の
議
論
を
疎
か
に
し
た
が
た
め
、
そ
の
混
乱
が
最
後
ま
で
尾
を
引
い
た

の

で
は

な
い
か
、
そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
に
お
け
る
「
地
域
性
」
と
い
う
概
念
の

多
様
な
理
解
に
関
し
て
、
そ
れ
を
整
理
す
る
一
方
、
相
互
の
方
法
上
の
問
題
点
を
検

討

し
、
ま
た
同
様
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
文
化
地
理
学
と
文
化
人

類
学
の

提
携
の
あ
り
方
と
、
そ
の
研
究
方
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
系
統

の

異

な
る
地
域
性
論
の
統
合
を
目
指
し
、
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
研
究
の
今
後
の

展
望
を

予
備
的
に
考
察
し
た
い
。

一　
「
地
域
性
」
と
は
何
か

　
既
に

一
方
の
「
地
域
性
」
と
い
う
概
念
と
研
究
動
向
に
関
し
て
は
、
共
同
研
究
の

一
員
で
あ
る
上
野
和
男
（
以
下
敬
称
略
）
が
、
文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
研
究
史

的
に
そ
れ
を

整
理

し
て
い
る
。
上
野
は
「
日
本
社
会
な
い
し
日
本
文
化
の
地
域
性
研

究

（
地
域
性
論
）
」
と
は
、
「
日
本
の
社
会
・
文
化
の
地
域
的
多
様
性
を
前
提
と
し
な

が

ら
、
こ
れ
を
単
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
類
型
（
理
念
型
）
や

領
域
を
設
定
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
方
法
論
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

こ
の
意
味
で
の
地
域
性
論
は
、
単
な
る
各
地
域
ご
と
の
個
別
な
地
域
的
特
性
を

　
　
問
題

と
す
る
研
究
で
は
な
く
、
日
本
社
会
な
い
し
文
化
の
全
体
的
な
地
域
的
構

　
　
造
を

研
究
す

る
研
究
で
あ
る
。
地
域
性
論
は
地
域
の
社
会
や
文
化
を
個
別
に
問

　
　
題

と
す
る
地
域
社
会
論
や
地
域
文
化
論
で
は
な
く
、
日
本
社
会
論
な
い
し
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
文
化
論
の

ひ

と
つ
な
の
で
あ
る
。

　
上
野
の

こ
の
論
考
は
、
歴
博
の
研
究
報
告
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
必
ず

し
も
特
定
研
究
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
論
考
で
は
な

く
、
こ
こ
で
そ
れ
を
姐
上
に
乗
せ
る
こ
と
に
は
多
少
の
抵
抗
感
も
あ
る
。
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

主
張

は
、
当
共
同
研
究
の
『
中
間
報
告
』
等
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
と
も
一
致
し
、
一

4
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方
の

文
化
人
類
学
的
系
統
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
あ
え
て
議
論
の

叩
き
台
と
す
る
こ
と
を
御
容
赦
願
う
が
、
上
野
が
「
単
な
る
各
地
域
ご
と
の
個
別
な

地
域
的
特

性
」
で
は
な
く
、
「
日
本
社
会
な
い
し
文
化
の
全
体
的
な
地
域
的
構
造
」

と
す
る
の
は
、
も
う
一
方
の
地
域
性
研
究
を
、
お
そ
ら
く
誤
解
し
て
い
る
か
、
あ
る

い

は

不
当
に
楼
小
化
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
確
か
に
も
う
一
つ
の
地
域
性
研
究
は
、
「
地
域
性
」
と
い
う
概
念
を
「
地
域
的
特

性

（器
σ
q
ざ
づ
巴
。
冨
g
。
8
叶
邑
一
。
朋
器
σ
q
8
g
三
∨
）
」
と
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

「
単
な

る
各
地
域
ご
と
の
個
別
な
」
あ
る
「
地
域
」
の
特
性
の
解
明
を
目
指

し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
個
別
の
「
地
域
社
会
論
や
地
域
文
化
論
」
で
も
な

く
、
上
野
は
「
日
本
社
会
な
い
し
文
化
の
全
体
的
な
地
域
的
構
造
」
と
自
ら
の
立
場

を

位
置
付

け
、
も
う
一
つ
の
地
域
性
研
究
を
、
さ
も
地
方
レ
ベ
ル
の
研
究
と
見
倣
し

て

い

る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
で
あ
っ
て
、
論
点
は
、
全
国
次
元
か
地
方
次
元

と
い
っ
た
、
レ
ベ
ル
や
ス
ケ
ー
ル
の
問
題
で
は
な
い
。

　
民

俗
学
に
お
け
る
、
も
う
一
方
の
「
地
域
性
」
研
究
の
概
念
と
そ
の
理
解
を
、
少

々

長
い

が
、
代
表
的
な
民
俗
学
辞
典
で
あ
る
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』

の

な
か
の
、
「
地
域
性
」
の
項
目
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

存
在
範

囲
が
限
定
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
が
特
色
づ
け
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
事
象
、
あ
る
い
は
そ
の
現
象
を
発
現
さ
せ
る
地
域
的
機
構
を
こ
の
名
で
呼
ぶ
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
あ
る
民
俗
事
象
が
局
地
的
に
存
在
す
る
場
合
、
こ
の
事
象
そ
の

　

も
の
を
、
地
域
性
で
あ
る
と
す
る
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
論
理
的
に
は
地
域
性

　
　
の
表
現
形
態
と
称
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
地
域
性
あ
る

　
　
い
は
地
域
の
特
性
と
は
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
存
在
は
そ
の

　
　

表
現

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
北
陸
地
方
で
は
盆
・
正
月
な
ど

　
　

の

年
中
行
事
が
比
較
的
簡
略
で
、
他
地
方
で
み
ら
れ
な
が
ら
こ
の
地
方
に
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

く
認
め
ら
れ
な
い
行
事
も
多
い
。
こ
れ
を
地
域
性
と
い
う
の
は
実
は
地
域
性
の

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

あ
ら
わ
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
象
が
地
域
住
民
の
大
多
数
が
真
宗

　
　
の

信
仰
を

も
つ
結
果
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　

こ
の
雑
行
を
戒
め
る
教
義
は
ま
た
民
間
信
仰
の
面
で
も
屋
敷
神
や
地
神
の
よ
う

　
　

な
小
祠
の
存
在
を
希
薄
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
機
構
こ
そ
地
域
性

　
　
を

形
成
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
ょ
り
構
造
的
に
み
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　

な
宗
教
を
受
容
し
て
い
る
住
民
の
志
向
性
と
い
っ
た
抽
象
的
存
在
こ
そ
地
域
性

　
　
の

名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
俗
と
い
う
も
の
が
住
民
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ

　
　

る
習
慣
や
風
俗
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
背
後
に
そ
の
よ
う
な
も
の
を
存
在
さ
せ

　
　

る
社
会
的
・
歴
史
的
構
造
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
構
造

　
　
は
場
所
的
に
異

な
っ
た
種
々
の
要
因
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
か
ら
地
域
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
差
異
あ
る
性
質
を
示
し
、
地
域
性
の
名
を
呼
ぽ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
（
傍
点

　
　
筆
者
）

　

こ
の
項
目
の
執
筆
者
は
、
地
理
学
者
で
も
あ
る
千
葉
徳
爾
で
あ
り
、
千
葉
は
民
俗

学
に
お

い
て

「
地
域
性
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
・
用
語
が
、
通
俗
的
に
暖
昧
な
ま
ま
汎

用
さ
れ
る
こ
と
を
夙
に
批
判
し
て
き
た
。
そ
の
濫
用
を
戒
め
、
地
理
学
的
常
識
に
も

通
用
し
得
る
、
民
俗
学
に
お
け
る
そ
の
学
問
的
定
式
化
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

具
体
的
な

事
例
で

も
っ
て
示
そ
う
と
し
て
き
た
の
が
千
葉
で
あ
る
が
、
し
か
し
残
念

な
が
ら
、
そ
の
努
力
虚
し
く
、
未
だ
民
俗
学
界
に
お
い
て
は
、
多
様
な
意
味
と
理
解

の

も
と
に
、
こ
の
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
確
か

5
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に
そ
れ
は
上
野
の
い
う
よ
う
に
「
地
域
的
な
特
質
」
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う

な
「
地
方
差
を
も
た
ら
し
た
各
地
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
の
特
殊
性
」
を
、
「
地
域
性
」

と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
個
々
の
民
俗
事
象
（
文
化
要
素
）
の
地
域
差
を
も

た

ら
し
て
い
る
「
地
域
」
の
性
格
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
や
社
会

的
経
済
的
条
件
、
さ
ら
に
歴
史
的
要
因
等
の
複
合
的
な
構
造
を
、
そ
う
呼
ぶ
の
で
あ

っ

て
、
地
方
レ
ベ
ル
の
、
例
え
ば
「
佐
渡
の
地
域
性
」
な
り
「
津
軽
の
地
域
性
」
な

り
の
解
明
を
目
的
と
し
た
研
究
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
誤
解
と
齪
酷
が
何
故
生
じ
た
の
か
、
こ
れ
ま
た
興
味
あ
る
問
題
で
、
ま

た
方
法
論
や
調
査
法
と
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
研
究
史
的
に
回

顧

し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
上
野
の
主
張
す
る
意
味
の
地
域
性
研

究
も
一
方
に
大
き
な
流
れ
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
専
ら
文
化
人
類
学
系
統

の
研
究
者
に
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
「
日
本
文
化
の
地
域
性
」
な
ど
と
称
し
、

確
か
に
全
国
レ

ベ

ル

の

（
地
域
）
類
型
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
泉
靖
一
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
東
京
大
学
文
化
人
類
学
教
室

が
、
昭
和
三
五
年
か
ら
行
っ
た
調
査
が
、
そ
の
端
緒

と
い
え
る
が
、
例
え
ぽ
本
分
家
集
団
の
呼
称
、
長
男
・
長
女
類
別
呼
称
、
家
を
継
ぐ

者
、
最
後
の
年
忌
、
出
産
の
場
所
、
寝
宿
・
月
小
屋
・
産
小
屋
と
い
っ
た
、
文
化
要

素
（
特
定
項
目
）
の
地
域
的
分
布
や
地
域
的
差
異
を
、
「
地
域
性
」
と
認
識
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の

で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
英
文
報
告
書
が
昭
和
五
九
年
刊
行
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

か

ら
、
近
年
再
び
着
目
さ
れ
、
大
林
太
良
ら
に
よ
っ
て
「
日
本
の
文
化
領
域
」
論
と

し
て
、
そ
の
設
定
が
試
み
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
ま
た
近
年
社
会
史
の
方
面
か
ら
網

野
善
彦
ら
が
、
宮
本
常
一
の
民
俗
事
象
の
東
西
対
比
論
を
評
価
し
て
再
提
起
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
東
日
本
（
東
国
）
／
西
日
本
（
西
国
）
の
相
違
と
い
っ
た
テ
ー
マ
や
、
以
前
、
農

村
社
会
学
や
社
会
人
類
学
が
問
題
に

し
た
、
東
北
日
本
型
／
西
南
日
本
型
、
同
族
制

村
落
／
年
齢
階
梯
制
村
落
、
同
族
結
合
／
講
組
結
合
、
家
格
型
／
無
家
格
型
と
い
っ

た
村
落
構
造
論
的
な

研
究
も
、
基
本
的
に
は
軌
を
一
に
し
た
視
角
と
い
え
よ
う
。

　
民
俗
学
に
お

い
て

も
昭
和
三
〇
年
代
、
平
凡
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

大

系
』
に
は
、
宮
本
常
一
が
「
民
俗
の
地
域
性
」
（
桜
田
勝
徳
・
宮
本
常
一
「
日
本

民

俗
の
地
域
的
性
格
」
の
な
か
の
分
担
執
筆
）
を
、
ま
た
郷
田
洋
文
が
「
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の

社
会
性

と
地
域
性
」
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
叢
書
は
岡
正
雄
ら
と
親
交
の
深
い
文

化
人
類
学
的
な
視
角
を
持
つ
民
俗
学
者
が
中
心
と
な
っ
て
企
画
執
筆
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
評
価
と
し
て
、
千
葉
同
様
、
地
理
学
者
で
も
あ
る
八
木
康

幸
は
、
「
も
っ
と
も
宮
本
常
一
の
使
用
す
る
『
地
理
的
条
件
』
や
郷
田
洋
文
の
『
地

域
性
』
な
ど
の
概
念
は
、
自
然
的
要
素
の
影
響
と
い
っ
た
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

り
適
切
な
も
の
で
は
な
い
」
と
、
そ
の
用
語
の
不
適
切
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
地
域
性
」
概
念
に
対
す
る
違
和
感
は
、
当
共
同
研
究
の
当
初
の
メ
ン

バ

ー
で
あ
っ
た
松
崎
憲
三
も
、
そ
の
『
中
間
報
告
1
』
で
「
地
域
性
解
明
を
目
的
と

し
て
い
る
以
上
、
　
一
応
の
調
査
基
準
を
設
定
し
た
上
で
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
、
と
い
う
こ

と
で
、
生
活
技
術
伝
承
、
社
会
伝
承
、
信
仰
伝
承
各
々
に
つ
い
て
調
査
基
準
を
検
討

し
て
み
た
が
、
地
域
性
の
概
念
に
つ
い
て
統
一
を
見
な
い
上
に
各
々
関
心
が
異
な
り

合

意
を
得
る
に
到
ら
な
か
っ
た
」
と
、
そ
の
不
統
一
を
指
摘
す
る
一
方
、
「
地
域
性

と
は
、
特
定
の
地
表
範
囲
に
の
み
あ
ら
わ
れ
た
あ
る
性
質
を
さ
し
、
成
因
的
に
考
え

る
と
多
く
の
地
域
内
要
素
が
複
合
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
地
域
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を

問

う
場
合
は
先
ず
等
質
地
域
の
諸
要
素
の
構
造
分
析
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い

と
、
千
葉
が
使
う
意
味
で
の
「
地
域
性
」
を
支
持
し
て
い
る
。

6
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松
崎
も
地
理
学
出
身
で
あ
る
が
、
そ
の
後
発
表
し
た
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性

研
究
の

予
備
的
考
察
」
で
は
、
「
“
文
化
人
類
学
の
大
雑
把
な
文
化
領
域
設
定
に
よ
る

演
繹
的
方
法
”
対
ク
民
俗
学
の
帰
納
法
的
方
法
に
よ
る
緻
密
な
重
ね
合
わ
せ
区
分
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
い
う
図
式
が
、
本
節
の
検
討
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
ま
で
極
論
し
て
い

る
。
地
理
学
の
素
養
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
、
元
々
は
地
理
学
概
念
で
あ
っ
た
「
地

域
」
や
「
地
域
性
」
と
い
う
用
語
の
通
俗
的
な
濫
用
に
、
違
和
感
を
示
す
の
は
も
っ

と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
地
表
の
拡
が
り
・
範
囲
と
い
う
「
地
域
」
概
念
の
用

法
や
設

定
、
ま
た
そ
れ
を
操
作
し
て
得
ら
れ
る
は
ず
の
「
地
域
区
分
」
や
「
地
域

性
」
と
い
っ
た
方
法
論
的
な
側
面
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
昨
今
の
文
化
人
類
学
系

統
の
地
域
性
研
究
は
、
演
繹
的
で
あ
る
と
い
う
誘
り
は
免
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
因
み
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
理
学
辞
典
等
、
地
理
学
に
お
け
る
「
地
域
性
」

の

定
義

は
、
「
地
誌
学
が
そ
の
本
質
と
し
て
究
明
し
よ
う
と
す
る
目
標
で
」
「
そ
れ
ぞ

れ
の

地
域
が

有
し
て
い
る
総
合
的
な
個
性
で
あ
り
」
「
地
域
的
性
格
の
省
略
語
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
地
域
性
の
形
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
自

然
・
人
文
に
関
す
る
多
く
の
事
象
の
相
互
作
用
に
よ
る
総
和
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
環

境
決
定
論
」
「
環
境
可
能
論
」
は
じ
め
多
様
な
学
説
史
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
地
域

性
の

解

明
を
地
誌
学
さ
ら
に
は
地
理
学
そ
れ
自
体
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
あ

旭

こ
の
術
語
は
地
理
学
の
本
質
に
も
関
わ
る
大
前
提
の
定
藷
ほ
か
な
ら
な
い
・

二
　
文
化
人
類
学
的

「
地
域
性
論
」
の
再
検
討

確
か
に

「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
の
、
俗
な
使
わ
れ
方
と
し
て
、
例
え
ば
「
こ
の

民
俗
に

は
地
域
性
が

あ
る
L
と
い
う
用
法
が
あ
る
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ

か
っ

た

よ
う
で
い
て
、
実
際
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
明
晰
で
な
く
、
「
こ
の
民

俗
に
は
歴
史
性
が
あ
る
」
と
か
「
時
代
性
が
あ
る
」
と
か
い
っ
た
言
葉
同
様
、
極
め

て

通
俗
的

な
用
法
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
単
に
「
こ
の
民
俗
に
は
拡
が

り
が
あ
る
」
あ
る
い
は
「
ほ
か
と
違
っ
て
い
る
」
い
う
意
味
な
ら
、
「
分
布
し
て
い

る
」
な
り
「
地
域
差
が
あ
る
」
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
日
本
文
化
に
は
地
域
性

が

あ
る
」
と
い
う
の
も
同
様
で
、
「
日
本
文
化
に
は
地
域
差
（
地
域
的
偏
差
あ
る
い

は
地
域
的

多
様
性
）
が
あ
る
」
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
り
、
文
化
人
類
学
系
統
の
地

域
性
論
に

は
、
こ
う
し
た
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
特
に
最
近
の
研
究
は
そ
の

点
が
実
に
暖
昧
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
各
研
究
の
英
訳
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
泉
ら
の
研
究
は
九
学
会
連
合
の

共

同
課
題
「
日
本
の
地
域
性
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

「
日
本
文
化
の
地
域
類
型
」
な
り
「
日
本
文
化
の
地
域
的
差
異
」
で
あ
っ
て
、
ま
た

昭
和
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
そ
の
英
文
報
告
書
（
長
島
信
弘
・
友
枝
啓
泰
編
）
は
、

図
o
σ
q
日
ロ
巴
O
峯
①
叶
o
ロ
8
°
・
日
冨
℃
p
ロ
o
ω
o
男
已
巴
O
巳
9
『
？
戸
o
°
・
巳
窃
o
｛
声
ρ
已
o
陥
・
・

己
o
目
巴
器
で
あ
る
。
知
o
σ
q
日
ロ
①
＝
）
法
2
0
昌
6
霧
す
な
わ
ち
地
域
的
差
異
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
は
「
地
域
性
」
と
い
う
名
称
は
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
出
て
こ
な
い
。
研
究
方

法
も
八
四
六
七
〇
の
大
字
か
ら
三
八
四
九
を
任
意
抽
出
し
（
全
数
の
四
・
五
五
％
）
、

都
市
化
し
て
い
る
一
二
九
三
を
除
い
た
サ
ン
プ
ル
に
質
問
用
紙
を
送
り
、
教
育
委
員

会
を
通
じ
て
対
象
大
字
の
老
人
男
性
か
ら
回
答
を
得
る
と
い
う
方
法
等
で
得
ら
れ
た
、

一
＝
三
の
デ
ー
タ
（
回
答
率
四
三
％
）
を
統
計
学
的
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

か

つ
そ

れ

を
地
表
面
に
ド
ッ
ト
し
て
、
そ
の
分
布
か
ら
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

7
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（
1
8
）

が
、
「
分
布
に
は
明
ら
か
に
地
域
性
が
み
と
め
ら
れ
」
る
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
地
理
学
的
な
意
味
で
の
「
地
域
性
（
地
域
的
特
性
）
」
で
は
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
こ
で
は
一
定
の
手
続
き
を
経
た
、
地
表
面
上
の
空
間
的
拡
が
り
と
範
囲
を
、
「
地

域
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
よ
り
前
、
『
民
族
学
研
究
』
二
一
巻
三
号
（
昭
和
三
二
年
）
の
「
資
料
と
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

信
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
給
近
達
「
日
本
文
化
の
地
域
性
と
そ
の
構
造
的
理
解
」

も
、
英
訳
は
↑
0
6
巴
O
一
ω
旦
げ
葺
ざ
ロ
゜
。
O
力
匹
O
O
富
工
○
巳
言
苫
団
8
日
O
茸
ω
冨
」
名
碧

①

巳
ω
言
已
9
已
巴
男
亀
巴
合
5
宮
㊥
゜
・
o
｛
庄
。
芹
［
日
π
①
σ
q
。
で
あ
り
、
選
択
さ
れ
た

文
化

要
素
の
地
域
的
分
布
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
用
法
は
慎
重
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

方
法
的
に

も
分
布
か
ら
求
め
る
と
い
う
最
低
限
の
地
理
学
的
な
操
作
に
基
づ
い
て
い

る
。　

こ
れ
に
対
し
、
最
近
の
文
化
人
類
学
的
系
統
の
研
究
で
は
、
単
に
「
日
本
文
化
に

は

地
域
差
が

あ
る
」
と
い
っ
た
用
法
が
、
不
用
意
に
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
の
長
島
ら
の
英
文
報
告
書
に
対
す
る
一
種
の
書
評
的
な
研
究
展
望
で
あ
る
米
山
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

直
の

「
日
本
文
化
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
民
族
学
研
究
』
四
九
巻
四
号
、
昭
和

六
〇
年
）
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
上
野
論
文
の
な
か
の
「
日
本
各
地
に
お

け
る
家
族
構
成
に
関
す
る
国
勢
調
査
な
ど
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
て
、
家
族
構
成
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

け

る
地
域
性
が
依
然
と
し
て
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
こ
れ
に

は
単

な
る
家
族
構
成
の
県
別
一
覧
等
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
を

「
地
域
」
区
分
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の
文
章
の
な
か
の
「
地
域
性
」
は
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

域
差
」
と
い
っ
て
も
何
ら
支
障
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
誤
解
を
招
か
ず
、
無
用

な

混
乱
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
地
域
区
分
」
「
地
域
構
造
論
」
と
い
っ
た
用
法

も
、
同
様
に
地
理
学
用
語
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
ド
イ
ツ
人
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
を
介
し
て

ア

メ
リ
カ
で
発
展
し
た
文
化
人
類
学
の
「
文
化
領
域
論
」
は
、
少
な
く
と
も
文
化
地

理
学

と
の
提
携
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
日
本
の
文
化
領
域
論
も
、
今
後
領
域
設

定

と
い
う
実
証
的
な
も
の
を
目
指
す
限
り
、
い
ず
れ
は
地
理
学
者
の
研
究
援
助
を
必

然
乙

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
最
低
限
の
概
念
・
用
語
の
統
一
は
急
務
な
は
ず

で
あ
る
。

　

し
か
し
問
題
は
、
単
な
る
用
語
の
不
統
一
だ
け
に
限
ら
な
い
。
引
き
続
き
、
文
化

人
類
学
的
系
統
の
地
域
性
研
究
の
、
方
法
的
な
問
題
点
も
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
例
え

ぽ

上
野
論
考
の
場
合
、
「
地
域
的
多
様
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
」
と
は
い
い
な
が
ら
も
、

「
い

く
つ
か
の
類
型
（
理
念
型
）
や
領
域
を
設
定
」
す
る
と
い
う
。
果
た
し
て
理
念

的
に
設
定
さ
れ
た
類
型
が
、
ど
う
し
て
「
地
域
性
」
と
称
せ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

「
領

域
」
と
い
う
範
囲
を
持
つ
「
領
域
論
」
に
転
換
で
き
る
の
か
、
そ
の
「
地
域
」

　
（
2
3
）

「
領

域
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
は
、
地
理
学
者
な
ら
ず
と
も
、
疑
問
を
禁
じ
得
な

い
。

　
例

え
ぽ
有
賀
喜
左
衛
門
や
福
武
直
な
ど
の
農
村
社
会
学
の
村
落
類
型
論
を
、
上
野

論
考
で
は
「
日
本
社
会
の
地
域
性
研
究
の
起
点
を
な
し
た
も
の
」
と
捉
え
、
こ
れ
を

「
領
域
論
」
へ
の
転
換
を
図
る
と
い
う
。
「
有
賀
喜
左
衛
門
は
『
同
族
結
合
』
と
『
組

結
合
』
と
い
う
二
種
類
の
家
連
合
を
地
域
類
型
と
し
て
は
設
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

福
武
直
は
こ
れ
を
東
北
型
と
西
南
型
と
い
う
地
域
類
型
と
し
て
設
定
し
た
」
と
す
る

が
、
福
武
の
「
同
族
結
合
」
と
「
講
組
結
合
」
と
い
う
村
落
類
型
は
、
前
老
を
「
東

北
型
」
あ
る
い
は
「
僻
地
山
間
村
型
農
村
」
、
後
者
を
「
西
南
型
」
「
平
地
村
型
農
村
」

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
領
域
論
し
　
へ
連
な
る
「
地
域
」
類
型
と
は
思
わ
れ

8
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な
い
。
理
念
的
に
村
落
構
造
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
東
北
型
」
「
西
南
型
」
と

い

う
の
は
、
単
な
る
類
型
の
別
称
で
あ
っ
て
、
地
域
の
範
囲
は
確
定
さ
せ
た
も
の
で

は

な
く
、
名
称
は
A
で
も
B
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
磯
田
進
の
家
格
型
村
落
／
無
家

　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

格
型
村
落
、
川
島
武
宣
の
家
凝
集
的
な
村
落
／
家
拡
散
的
な
村
落
、
あ
る
い
は
岡
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

雄
の

同
族
制
社
会
／
年
齢
階
梯
型
社
会
の
村
落
構
造
類
型
も
同
様
で
あ
っ
て
、
相
対

的
な
地
域
差
に
よ
る
分
類
に
過
ぎ
ず
、
「
地
域
」
と
い
う
「
領
域
」
へ
の
転
換
に
は

　
　
　
（
2
8
）

な

り
得
な
い
。

　
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
は
地
域
差
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
演
繹
的
に
求
め
ら
れ

る
、
相
対
的
な
対
比
に
よ
る
村
落
構
造
の
類
型
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
名
を
わ
か
り
や
す

く
東
北
日
本
と
か
西
南
日
本
型
と
称
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
地
理
学
の
い
う
地

域
類
型

と
は
明
ら
か
に
違
う
。
例
え
ぽ
東
北
日
本
型
／
西
南
日
本
型
と
い
っ
て
も
、

確
か
に
東
北

日
本
型
は
経
験
的
に
東
北
地
方
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
は
推
定
で

き
て
も
、
西
南
日
本
に
な
る
と
、
モ
デ
ル
が
果
た
し
て
九
州
で
あ
る
の
か
、
四
国
で

あ
る
の
か
、
そ
の
文
化
要
素
の
分
布
か
ら
は
、
沿
岸
地
方
型
あ
る
い
は
単
に
非
東
北

日
本
型
と
い
っ
て
も
よ
く
、
年
齢
階
梯
制
社
会
も
同
様
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
ら
が

ど
う
分
布
的
に
重
な
る
の
か
、
地
域
設
定
と
し
て
は
極
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
上
野
は
、
蒲
生
正
男
の
同
族
制
で
も
年
齢
階
梯
制
で
も
な
い
「
第
三
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

本
的
社
会
型
」
を
求
め
た
考
察
か
ら
、
近
年
「
当
屋
型
村
落
」
を
新
た
な
類
型
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

て

設
定

し
、
「
近
畿
地
方
に
典
型
的
な
村
落
類
型
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
が
、
こ

れ
は
東
北
型
で

も
西
南
型
で
も
な
い
、
そ
う
で
な
さ
そ
う
だ
と
い
っ
た
ふ
う
に
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
調
査
の
過
程
で
認
識
さ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
極
め
て

恣
意
的
で
演
繹
的
な
操
作
の
賜
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
操

作
を
続
け
て
い
け
ぽ
、
さ
ら
に
当
屋
型
で
も
な
け
れ
ぽ
さ
ら
に
新
し
い
タ
イ
プ
、
さ

ら
に
ま
た
別
な
新
し
い
タ
イ
プ
と
、
そ
れ
は
無
限
に
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
A
で
な
け
れ
ぽ
B
、
A
で
も
B
で
も
な
け
れ
ば
C
、
A
で
も
B
で
も
C
で
も
な

け
れ
ば

D
…
と
い
う
の
で
は
、
ま
さ
に
「
蝶
々
の
分
類
学
」
で
あ
っ
て
、
極
端
に
い

え
ぽ
、
隣
り
ム
ラ
も
そ
の
構
造
は
微
妙
に
違
っ
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、
日
本
の
ム
ラ
の

数
だ

け
、
分
類
が
行
な
わ
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ
り
、
ま
し
て
や
こ
れ
が
ど
う
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

地
域
類
型

と
い
え
る
の
か
、
疑
念
の
余
地
は
尽
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
概
念
の
統
一
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
上
野
も
高
く
評
価
す
る
蒲
生
正
男

が
そ
の

類
型
論
か
ら
導
き
出
し
た
「
主
体
の
論
理
（
主
体
的
条
件
）
」
が
、
筆
者
の

立
場
か

ら
い
え
ぽ
、
ま
さ
に
こ
れ
が
「
地
域
性
」
の
概
念
に
相
当
す
る
も
の
と
い
っ

て

よ
い
。
蒲
生
は
そ
の
村
落
構
造
論
を
発
展
さ
せ
て
、
各
の
タ
イ
プ
の
村
落
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
現
象
の
諸
々
（
伝
統
的
家
族
体
系
・
親
族
体
系
・
婚
姻
体
系
・
村
落
構

造
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
規
定
す
る
原
理
（
「
典
型
的
社
会
体
系
の
パ
タ
ー
ン
」
）
を

（3
2
）

析

出
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
年
齢
階
梯
制
村
落
に
一
貫
す
る
「
状
況
の
論
理
」
（
状

況
対
応
の

論
理
）
L
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
。

　

こ
の
型
の
村
落
は
「
産
屋
・
他
屋
を
形
成
し
そ
れ
を
利
用
し
て
」
お
り
、
ま
た
彼

ら
の
間
で
は
「
結
婚
前
の
性
交
渉
の
自
由
を
公
認
し
、
あ
わ
せ
て
結
婚
後
の
配
偶
者

以

外
と
の
性
交
渉
に
対
し
て
公
的
な
制
裁
を
加
え
て
い
る
」
が
、

　
　
出
産
と
か
月
経
時
の
よ
う
な
、
き
わ
だ
っ
て
異
常
な
と
き
に
、
女
性
を
産
屋
や

　
　
他
屋
に
隔
離
す

る
こ
と
と
、
結
婚
の
前
後
を
区
別
し
て
、
性
交
渉
に
顕
著
な
け

　
　
じ
め
を
つ
け
る
こ
と
と
が
、
同
一
の
人
間
行
動
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
そ

こ
に
特
定
の
知
識
・
信
念
の
体
系
を
予
想
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
私

は
、
そ
こ
に
「
状
況
の
論
理
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
雰
囲
気
な
い
し

　
　
、
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
は
精
神
が
基
底
に
あ
る
と
予
想
す
る
。
（
傍
点
筆
者
）

と
す
る
。
こ
の
型
の
村
落
で
は
隠
居
制
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
が
、
隠
居
制
は
「
結

婚

と
夫
婦
の
同
棲
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
尊
重
し
て
き
た
親
子
関
係
に
か
え
て
、

夫
婦
関
係
の

優
先
的
尊
重
に
き
り
か
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
」
お
り
、
そ
の
「
主
体

の

論
理

は
、
産
屋
や
他
屋
を
形
成
す
る
主
体
の
論
理
と
同
質
」
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ

の

伝
統
的
な
婚
姻
体
系
は
「
ア
シ
イ
レ
婚
」
で
あ
る
が
、
「
そ
の
居
住
方
式
は
、
と
き

に
妻
方
で
あ
り
、
と
き
に
夫
方
で
あ
っ
て
、
終
始
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」

と
し
、
「
文
化
現
象
の
諸
々
が
、
適
合
的
連
関
（
1
1
促
進
助
長
的
）
の
関
係
を
形
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
4
）

て

い

る
」
と
見
倣
し
て
い
る
。

　
こ

れ
に
対

し
て
、
同
族
制
村
落
に
一
貫
す
る
主
体
の
知
識
・
信
念
の
体
系
は
、
家

族
構
成
で
は
常
に
親
子
関
係
優
先
的
尊
重
で
あ
る
の
を
は
じ
め
、
長
子
相
続
（
姉
家

督
）
、
嫁
入
婚
、
同
族
（
本
家
へ
の
従
属
）
な
ど
、
そ
の
価
値
は
状
況
不
変
な
一
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
蒲
生
は
「
価
値
の
論
理
（
一
義
的
価
値
判
断
の
論
理
）
」

と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
あ
る
地
域
に
お
け
る
個
々
の
民
俗
を
発
現
さ
せ
、
そ
の
地
域
の
慣
行
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
て
形
成
さ
せ
、
ま
た
衰
退
さ
せ
る
よ
う
な
、
隠
れ
た
志
向
性
や
価
値
体
系
を
、

「
地
域
性

（
地
域
的
特
性
）
」
と
定
義
し
、
上
野
ら
の
地
域
性
研
究
の
最
終
目
的
も
、

こ
こ
（
主
体
の
論
理
の
析
出
）
に
あ
る
の
な
ら
、
二
つ
の
地
域
性
論
は
、
単
な
る
研

究
方
法
の

方

向
性
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
議
論
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

三
　
「
地
域
区
分
」
設
定
の
二
つ
の
方
法

　
こ

う
し
た
「
地
域
性
」
と
い
う
概
念
の
齪
酷
に
対
し
、
「
地
域
差
」
と
い
う
用
語

に

関
し
て
は
、
相
互
に
認
識
の
相
違
を
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
実
証
的
な
、
少
な
く

と
も
検
証
可
能
な
地
域
性
研
究
を
目
指
す
限
り
は
、
研
究
は
「
地
域
差
」
研
究
の
蓄

積
を

前
提

と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
二
つ
の
地
域
性
研
究
が
、
最
終
的
に
は

同
一
課
題
の
究
明
に
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
そ
の
方
法
的
な
手
続
き
上
の
相
違
に

過
ぎ
な
い
が
、
実
は
、
地
域
差
か
ら
ど
う
「
地
域
区
分
（
文
化
領
域
）
」
を
設
定
す
る

の

か
、
こ
こ
に
二
つ
の
地
域
性
論
の
手
続
き
上
の
相
違
が
、
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

多
様
な
「
地
域
差
」
を
、
ど
う
操
作
し
て
「
地
域
区
分
」
を
求
め
る
の
か
と
い
う
点

で

あ
り
、
こ
の
際
、
唯
一
精
緻
な
統
計
的
研
究
を
試
み
た
長
島
信
弘
の
議
論
が
、
一

つ
の

参
考
に
な
ろ
う
。

　
長
島
は
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
し
、
①
「
分
布
図
を
作
成
し
、
そ
の
重

ね
合
わ
せ
か

ら
地
域
区
分
を
行
う
か
」
、
②
「
理
想
型
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
応
す

る
地
域
を
求
め
て
区
分
す
る
か
」
の
「
何
れ
か
或
い
は
両
方
の
方
法
で
あ
る
」
が
、

「
当
然
私
達
も
こ
の
二
つ
の
方
法
を
踏
襲
し
た
が
、
資
料
の
性
質
か
ら
困
難
に
つ
き

あ
た
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
「
全
項
目
に
亘
っ
て
点
分
布
図
を
作

製

し
た
と
こ
ろ
、
殆
ど
の
項
目
の
事
象
が
全
国
に
広
く
分
布
し
て
い
て
『
在
る
』
所

と
『
無
い
』
所
の
境
界
線
を
ひ
く
こ
と
が
難
し
い
こ
と
」
、
②
の
理
想
型
の
設
定
に

関

し
て
も
、
「
近
接
地
域
に
相
反
す
る
文
化
複
合
を
示
す
標
本
が
多
く
あ
り
、
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

的

タ
イ
プ
を
選
出
す
る
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
で
あ
る
と
す
る
。

10
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先
に

も
紹
介
し
た
松
崎
の
「
民
俗
学
の
帰
納
法
的
方
法
に
よ
る
緻
密
な
重
ね
合
わ

せ
区
分
」
と
「
文
化
人
類
学
の
大
雑
把
な
文
化
領
域
設
定
に
よ
る
演
繹
的
方
法
」
と

い

う
分
類
は
、
必
ず
し
も
民
俗
学
‖
帰
納
、
人
類
学
‖
演
繹
と
い
え
な
い
が
、
ま
ん

ざ
ら
的
外
れ
な
指
摘
で
は
な
い
。
長
島
の
認
識
と
も
合
わ
せ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
地
域

区
分
の

設
定
に

関
し
て
は
、
厳
密
に
地
域
差
の
分
布
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
か
、
理
念

（
文
化

複
合
の
タ
イ
プ
の
理
想
型
）
に
あ
わ
せ
て
地
域
区
分
を
求
め
る
か
の
、
二
つ

の

方
法
の

あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認
さ
れ
よ
う
。
が
、
重
要
な
の
は
、
長
島
が
こ
の
資

料
整
理
の

困
難
と
い
う
経
験
か
ら
見
通
し
た
「
こ
の
現
象
か
ら
一
つ
の
仮
説
が
ひ
き

出
さ
れ
る
」
と
す
る
、
次
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
す

な
わ
ち
、
日
本
の
村
落
社
会
に
お
け
る
明
治
以
降
の
文
化
の
地
域
的
差
異
は
、

　
　
特
殊

な
項
目
を
除
け
ぽ
、
質
的
な
違
い
で
は
な
く
量
的
な
違
い
で
は
な
い
か
、

　
　
い

い

か

え
れ
ば
、
地
域
的
差
異
の
本
質
は
異
質
な
も
の
の
対
立
で
は
な
く
て
、

　
　

同
質
的
な
も
の
の
程
度
の
差
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自

　
　
然
環
境
の
違
い
や
種
族
的
起
源
の
相
違
に
基
づ
い
た
文
化
領
域
と
い
う
概
念
は

　
　

日
本
内
部
の
区
分
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　
点
分
布
図
の
重
ね
合
わ
せ
か
ら
は
地
域
区
分
が
不
可
能
に
近
い
と
い
う
事
実
に

　
　
対
応

し
て
い
る
。
地
域
的
差
異
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
境
界
に
よ
っ

　
　
て

象
徴
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
い
ま
い
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
特
定
地
域
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
め

ぐ
る
焦
点
概
念
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
理
念
型
の

設
定
か

ら
「
構
造
的
理
解
に
も
と
つ
く
複
合
的
地
域
性
」
を
目
指
す
上

野
論
文
で

は
、
泉
ら
の
研
究
や
長
島
の
こ
の
見
解
に
対
し
、
一
つ
は
「
指
標
自
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

妥

当
性
の
問
題
」
で
批
判
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
指
標
を
改
め
れ
ば
そ
れ
ら
が
解

決
で
き
る
の
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
指
標
を
改
め
て
も
長
島
の
い
う
「
地
域
的

差
異
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
境
界
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
い
ま
い
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
特
定
地
域
を
め
ぐ
る
焦
点
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
指

摘
や

「
地
域
的
差
異
の

本
質
は
異
質
な
も
の
の
対
立
で
は
な
く
て
、
同
質
的
な
も
の

の

程
度
の
差
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
を
、
論
理
的
に
反
駁
で
き
る
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
。

　

本
質
的
な
論
点
と
な
す
べ
き
は
、
そ
れ
は
「
変
差
の
連
続
性
」
を
い
か
に
分
割
で

き
る
か
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
一
方
で
は
「
同
質
的
で
あ
る
」
と
も
見
倣
さ
れ
る
連

続
性

を
、
「
異
質
性
を
包
含
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
」
、
無
理
遣
り
理
念
的

に
設
定

さ
れ
た
限
ら
れ
た
数
の
類
型
に
収
敏
さ
せ
る
こ
と
は
、
途
中
に
連
続
す
る
多

様

な
事
例
を
「
中
間
形
態
」
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
逆
に
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

は

多
様
性
を
捨
象
さ
せ
て
い
く
。
一
連
の
上
野
論
考
に
対
す
る
清
水
昭
俊
や
小
山
修

　
　
　
　
　
（
4
1
）

三
・
千
葉
徳
爾
ら
の
批
判
、
す
な
わ
ち
連
続
的
な
配
列
（
異
質
で
は
な
く
実
は
同
一

の

構
造
の
異
な
っ
た
展
開
）
や
ク
ラ
イ
ン
（
地
域
的
連
続
変
異
）
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
を
、
ど
う
論
理
的
に
解
消
し
、
論
証
し
て
い
く
の
か
、
こ
の
点
で
上
野
論
文

は
、
最
大
の
難
点
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
、
「
演
繹
的
で
あ
る
」
と
か
「
事
例
の
単

　
　
　
　
　
（
4
2
）

純
化
、
変
形
の
故
」
と
指
摘
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
。
単
な
る
類
型
論
と
し
て
は
成

立

し
て
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
地
域
」
類
型
な
り
「
領
域
論
」
と
い
う
地
理
的
範
囲

を

含
ん
だ
も
の
に
展
開
す
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
論
理
的
に
理
解
し
が
た
い
。

　
地
域
性
研
究

は
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
多
様
な
「
地
域
差
」
が
あ
る

こ
と
、
そ
れ
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
い
は
何
で
地
域
差
が
あ

る
の
か
、
生
じ
る
の
か
、
こ
こ
か
ら
議
論
は
は
じ
め
る
べ
き
で
、
異
質
（
質
的
変
差
）

1
1
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か

同
質
か
、
あ
る
い
は
同
質
の
な
か
の
異
質
（
量
的
変
差
）
な
の
か
は
、
結
果
と
し

へて

論
議
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
「
地
域
差
」
を
、
方
言
周

圏
論
で
は
「
時
代
差
」
に
求
め
た
が
、
そ
れ
を
伝
播
や
系
統
起
源
に
求
め
る
の
か
、

あ
る
い
は
そ
の
他
の
要
因
か
、
ま
た
そ
れ
ら
の
組
合
せ
か
、
さ
ま
ざ
ま
解
釈
が
可
能

で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
手
続
き
（
順
序
）
を
経
た
上
の
議
論
と
な
ろ
う
。

　

さ
て
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
手
続
き
を
踏
ん
で
「
地
域
区
分
」

を

設
定
す

る
こ
と
は
（
理
想
的
に
は
先
に
紹
介
し
た
松
崎
憲
三
の
論
考
に
み
る
研
究

方

法
）
、
実
際
に
は
極
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
長
島
の
指
摘
を

待
つ
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
今
ま
で
刊
行
さ
れ
た
文
化
庁
の
『
日
本
民
俗
地
図
』
を

眺
め
て

み
て

も
、
こ
れ
以
上
、
長
島
氏
の
指
摘
し
た
域
を
越
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

そ

う
い
っ
た
困
難
を
拭
い
き
れ
な
い
。
実
際
松
崎
は
、
そ
の
論
考
で
、
民
俗
学
に
お
け

る
民
俗
地
図
を
基
に
し
た
研
究
の
い
く
つ
か
を
検
討
し
て
い
る
が
（
そ
の
中
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
文
化
周
圏
論
を
駆
使
し
て
独
自
の
業
績
を
築
き
上
げ
て
き
た
小
野
重

朗
の
研
究
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
研
究
の
流
れ
を
顧
み
な
け

れ
ぽ
な

ら
な
い
の
で
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
）
、
「
地
域
性
を
検
証
し
て
い
く
際
に
は
、

そ
の

地
域
の
民
俗
の
担
い
手
や
他
の
民
俗
事
象
と
の
関
連
を
問
う
と
い
う
煩
雑
な
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

続
き
を
必
要
と
し
て
お
り
、
小
範
囲
に
限
定
し
た
方
が
有
効
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
地
域
差
に

つ
い
て

い
え

ば
、
相
対
的
に
広
範
囲
を
一
望
す
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル

　
　
に
お

い

て
一
定
地
域
の
相
違
、
全
体
と
部
分
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ

　
　
ま
り
、
地
域
差
の
場
合
は
か
な
り
広
範
囲
の
地
域
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
前
提

　
　

と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
分
析
は
必
然
的
に
抽
象
的
な
も
の
と
な
ら
ざ

　
　

る
を
え
な
い
。
一
方
の
地
域
性
は
一
定
の
地
表
面
の
み
に
表
れ
た
性
質
、
言
い

　
　
換

え
れ
ば
、
対
象
地
域
を
等
質
に
満
た
し
て
い
る
要
素
構
造
で
あ
り
、
き
わ
め

　
　
て

具
体
的
概
念
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
地
域
を
広
く
と
る
ほ
ど
個
々

　
　
の

民
俗
事
象
の
具
体
的
個
性
は
抽
象
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
地
域
性
研
究
の
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
が
生

じ
る
危
険
性
が
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
「
地
域
性
」
と
は
、
地
域
の
「
要
素
構
造
」
で
あ
り
、
そ

れ
が

「
住
民
生
活
に
及
ぼ
し
て
い
る
作
用
」
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
既
に

　
　
　
　
　
（
4
5
）

千
葉
徳
爾

も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
正
し
く
理
解
す
る
に

は
、
改
め
て
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
研
究
の
流
れ
（
「
地
域
」
と
「
民
俗
」
に
関
す

る
認
識
・
調
査
・
分
析
方
法
等
の
学
史
も
含
む
）
を
振
り
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。四

　
民
俗
学
に
お
け
る
「
地
域
性
」
概
念
の
多
様
性

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
民
俗
学
に
お
い
て
「
地
域
性
」
と
い
う
言

葉

は
、
少
な
く
と
も
二
つ
以
上
の
用
法
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
こ
れ

ま
で
批
判
し
て
き
た
「
地
域
差
が
あ
る
」
あ
る
い
は
「
地
域
的
多
様
性
が
あ
る
」
と

同
義
の
通
俗
的
用
法
で
あ
る
が
（
民
俗
学
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
意
で
使
っ
て
い

た
研
究
者
も
い
た
が
、
そ
う
数
は
多
く
な
い
）
、
　
一
方
の
厳
密
な
地
理
学
的
用
法
と

近
似

し
な
が
ら
も
、
ま
た
別
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
地
域
性
」
も
あ
り
、
そ

れ

ら
は
民
俗
学
の
認
識
論
や
調
査
法
・
分
析
法
の
流
れ
と
も
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る

の

で
、
話
は
複
雑
で
あ
る
。
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千
葉
が
注
意
を
喚
起
し
た
地
理
学
的
意
味
の
「
地
域
性
」
と
は
ま
た
別
に
、
こ
の

語
を

か
な

り
早
く
に
使
用
し
た
の
は
、
壱
岐
の
民
俗
学
者
山
口
麻
太
郎
で
あ
り
、
昭

和
二
四
年
の
『
民
間
伝
承
』
二
二
巻
一
〇
号
に
「
民
間
伝
承
の
地
域
性
に
つ
い
て
」

を

発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
誌
同
巻
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
和
歌
森
太
郎
の
「
民
俗

学
の
方
法
に
つ
い
て
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
和
歌
森

氏
の

考
へ
と
最
も
意
見
の
違
う
地
域
性
だ
け
に
つ
い
て
、
そ
れ
も
便
宜
上
和
歌
森
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の

文
章
に
順
応

し
な
が
ら
私
の
考
へ
を
述
べ
て
み
た
い
」
と
し
て
い
る
。

　

和
歌
森
の
論
考
は
、
民
俗
学
を
民
俗
の
歴
史
的
性
格
と
歴
史
的
意
味
を
（
重
出
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

証
法
で
）
究
明
す
る
学
問
と
位
置
付
け
た
、
方
法
論
に
関
す
る
論
議
で
あ
っ
た
が
、

実
は
こ
の
な
か
に
は
「
歴
史
性
」
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
、
「
地
域
性
」
と
い
う

言
葉
は
登
場

し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
山
口
論
文
で
も
、
タ
イ
ト
ル
と
引
用
し
た
箇
所
以

外
に
は
「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

和
歌
森
の
「
歴
史
性
」
と
の
対
比
で
あ
っ
て
、
民
俗
の
地
域
的
性
格
・
地
域
的
意
味

を

指
示

し
た
も
の
と
い
え
る
。
山
口
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
民
俗
学
の
資
料
と
し
て

民
間
伝
承
は
集
団
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
特
定
の
土
地
と
集
団
人
を
要
素
と
す
る

限

り
、
地
域
は
重
要
な
条
件
」
で
あ
っ
て
、
「
『
手
が
か
り
』
と
な
る
べ
き
民
俗
は
あ

く
ま
で
特
定
の
村
落
の
民
俗
と
し
て
（
「
或
る
村
人
の
民
俗
と
し
て
」
）
正
し
く
深
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

認
識

さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

　
今
日
の
民
俗
学
（
の
常
識
）
か
ら
す
れ
ぽ
、
至
っ
て
当
た
り
前
の
主
張
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

当
時
の
民
俗
学
で
は
柳
田
国
男
が
「
郷
土
を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
は
無
く
、

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

郷
土
で
或

る
も
の
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
居
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
方
法
的
に
も

こ
う
し
た
地
域
的
条
件
や
地
域
的
性
格
を
、
民
俗
資
料
の
分
析
に
考
慮
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

強
く
反
対
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
主
張
は
長
い
間
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

か
っ

た
。
『
日
本
民
俗
学
』
六
〇
号
（
昭
和
四
四
年
）
の
方
法
論
特
集
で
、
重
出
立
証

法
や

周
圏
論
に
対
し
て
再
検
討
が
加
え
ら
れ
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
歴
史
学
に

お
け

る
「
地
方
史
」
（
お
よ
び
「
民
衆
史
」
）
の
進
展
と
と
も
に
登
場
し
た
「
地
域
民

俗

学
」
や
「
個
別
分
析
法
」
が
提
唱
さ
れ
る
頃
ま
で
、
こ
う
し
た
見
解
は
明
ら
か
に

異
端
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

山
口
は
こ
れ
以
前
に
も
『
山
村
生
活
の
研
究
』
を
評
し
、
「
個
々
の
生
活
事
象
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

考
慮
す

る
事
な
し
に
資
料
価
値
が
決
定
せ
ら
れ
」
た
と
同
様
の
批
判
を
行
な
っ
て
い

た

が
、
再
び
批
判
し
た
の
は
、
和
歌
森
が
民
俗
学
は
「
精
確
に
は
、
日
本
人
の
民
俗

が

認
識
対
象
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
手
が
か
り
と
し
て
得
た
民
俗
を
、
或
る
村
人
の

民
俗
と
し
て
で
は
な
し
に
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
学
問
構
成
の
た
め
に
資
す
べ
き
、
日

本
人
の

民
俗

と
し
て
真
の
認
識
を
致
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
が
、
第
一
次
の
意

味
で
の
方
法
論
の
重
点
で
あ
る
」
と
し
た
点
と
、
「
か
や
う
に
し
て
民
俗
学
を
成
り

立
た

し
め
て
行
く
場
合
に
公
理
の
や
う
な
意
味
を
以
て
根
本
的
前
提
と
な
る
も
の
は
、

『
地
方
差
は
す

な
は
ち
時
代
差
を
示
す
』
と
い
ふ
点
で
あ
」
り
、
そ
の
地
方
差
（
地

域
差
）
を
「
も
と
日
本
人
一
般
と
し
て
殆
ん
ど
同
じ
や
う
な
生
き
方
在
り
方
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（3
5
＞
）

ゐ
た
の
が
、
歴
史
の
発
展
に
つ
れ
て
」
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
山
口
の
こ
の
論
文
は
、
二
つ
の
点
で
興
味
深
い
。
一
つ
は
民
間
伝
承
を
「
単
位
生

活
体
の
生
活
活
動
の
顕
現
」
で
あ
る
と
し
、
「
民
間
伝
承
は
先
づ
伝
承
単
位
体
の
生
活

現
象
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
、
社
会
関
係
に
於
て
経
済
関
係
に
於
て
吟
味
さ
れ
ね
ぽ

な
ら
な
い
」
と
す
る
も
の
で
（
こ
れ
が
彼
の
い
う
「
地
域
性
」
）
、
も
う
一
点
は
「
然

ら
ば
そ
の
地
域
は
何
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
」
と
し
、
「
生
活
集
団

13
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即

ち
自
然
村
落
こ
れ
が
民
間
伝
承
の
単
位
体
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
L
と
す
る
の
は

当
然
と
し
て
、
そ
の
上
に
「
方
言
周
圏
説
が
成
立
っ
た
り
、
方
言
区
画
が
設
定
さ
れ

た
」
と
す
る
よ
う
な
「
何
程
か
の
群
団
」
の
区
画
（
山
口
は
「
中
間
地
域
」
と
呼
ぶ
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

想

定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
地
方
や
国
レ
ベ
ル
ま
で
拡
大
す
る
と
い
う
、
重
層
的
な
社

会
文
化
的
統
合
の
レ

ベ

ル
を

考

え
て
い
た
点
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た

触
れ

る
と
し
て
、
前
者
は
そ
の
後
の
宮
田
登
の
「
地
域
民
俗
学
」
や
福
田
ア
ジ
オ
の

「
個
別
分
析
法
」
に
連
ら
な
る
視
角
で
あ
り
、
特
に
宮
田
の
「
地
域
民
俗
学
」
の
提

唱
は
、
地
域
民
俗
学
と
い
う
用
語
と
と
も
に
明
ら
か
に
山
口
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　
宮

田
の
「
限
定
さ
れ
た
地
域
社
会
の
個
別
の
民
俗
文
化
の
分
析
に
当
た
る
こ
と
を

　
　
　
（
5
5
）

目
的
と
す
る
」
と
い
う
「
地
域
民
俗
学
」
は
、
具
体
的
な
土
地
と
結
び
つ
い
た
実
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

概
念
と
し
て
常
民
を
「
民
俗
の
地
域
性
を
表
す
主
要
素
」
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と

も
に
、
「
地
域
民
俗
学
を
想
定
す
る
場
合
に
、
何
よ
り
も
重
要
な
、
民
俗
に
お
け
る

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

地
域
性
、
地
域
社
会
の
把
握
と
い
う
点
を
検
討
す
る
必
要
性
」
が
あ
る
と
し
、
地
域

社
会
の

範

囲
の
設
定
を
問
題
と
し
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）
。
民
俗
に
よ
っ
て
「
連
帯

し
う
る
範
囲
が
地
域
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
」
だ
と
し
、
具
体
的
に
は
精
神

軸
に
あ
た
る
神
社
祭
祀
圏
（
「
村
の
鎮
守
の
氏
神
祭
祀
圏
で
規
制
さ
れ
る
以
上
の
広

が

り
」
を
も
つ
信
仰
圏
）
と
、
「
経
済
軸
に
あ
た
る
生
業
構
造
の
あ
り
様
か
ら
の
規

　
　
　
　
（
5
7
）

制
さ
れ
る
地
表
」
を
、
そ
の
地
域
社
会
の
範
囲
設
定
の
基
準
と
し
て
い
る
。

　
先
の

引
用
に
は
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
二
か
所
「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て

い

る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
後
に
千
葉
の
「
地
域
性
」
の
論
議
も

引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
々
判
断
に
苦
し
む
が
、
民
俗
と
い
う
も
の
は
「
地
域

（社
会
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
福
田
の

「
個
別

分
析
法
」
は
、
伝
承
母
体
と
し
て
明
ら
か
に
ム
ラ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ほ
ぼ

同
時
期
に
著
さ
れ
た
桜
井
徳
太
郎
の
「
歴
史
民
俗
学
の
構
想
」
で
の
地
域
母
体

の

確
定

は
、
宮
田
の
い
う
「
地
域
社
会
」
や
山
口
の
「
中
間
地
域
」
に
近
い
。
こ
れ

ら
は
宮
田
と
違
っ
て
「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
民
俗
が
地
域

に
規
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
視
角
は
、
山
口
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。

　
民
俗
学
で
は

「
地
域
性
」
の
こ
う
し
た
用
法
も
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
宮

田
が
「
郷
土
の
輪
郭
を
明
確
に
さ
せ
て
、
郷
土
文
化
の
型
を
析
出
す
る
」
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

「
民
俗
を

構
造
的
に
捉
え
る
か
、
歴
史
的
に
捉
え
る
の
か
は
ま
だ
判
然
と
し
な
い
が
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
前

者
が

次
に

述
べ
る
千
葉
や
小
野
ら
の
地
域
構
造
論
（
要
素
構
造
と
作
用
）
で
あ
る
の

に
対

し
、
結
果
的
に
宮
田
を
は
じ
め
福
田
・
桜
井
の
そ
れ
は
後
者
で
あ
る
と
判
断
さ

れ

る
が
、
あ
る
意
味
で
後
者
は
、
民
俗
は
地
域
に
規
定
さ
れ
、
変
形
さ
れ
て
い
る
と

い

う
視
角
か
ら
、
そ
の
「
地
域
性
（
地
域
的
特
質
）
」
を
、
歴
史
的
に
再
構
成
す
る

な
り
歴
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
（
た
だ
し
こ
れ

も
千
葉
に
よ
れ
ぽ
、
地
域
性
と
呼
ぶ
に
は
「
少
な
く
と
も
あ
る
ひ
ろ
が
り
を
も
た
ね

　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

ぽ

そ

の

名
に
値
し
な
い
」
と
い
う
点
か
ら
、
地
理
学
的
に
は
そ
の
厳
密
性
は
欠
い
て

い

る
）
。
前
者
が
地
理
学
的
地
域
性
論
と
す
れ
ば
、
後
者
は
歴
史
学
的
地
域
性
論
と

も
い
え
る
が
、
た
だ
後
者
は
上
野
が
い
う
よ
う
な
「
地
域
文
化
論
・
地
域
社
会
論
」

と
い
え
な
く
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　

こ
れ
に
対
し
千
葉
を
は
じ
め
小
野
・
八
木
・
松
崎
、
あ
る
い
は
長
野
の
向
山
雅
重

ら
が
使
用
す
る
「
地
域
性
」
と
は
、
既
に
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
召
σ
q
…
o
田
巴
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各
曽
0
9
。
旨
江
8
の
訳
語
、
す
な
わ
ち
地
理
学
的
な
意
味
で
の
地
域
的
特
性
で
あ
り
、

「
地
方
差
を
も
た
ら
し
た
各
地
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
の
特
殊
性
」
を
「
地
域
性
」
と
理

解
す
る
。
つ
ま
り
個
々
の
民
俗
事
象
（
文
化
要
素
）
の
地
域
差
を
も
た
ら
し
て
い
る
、

そ
の

地
域
の
性
格
、
具
体
的
に
い
え
ぽ
、
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
や
社
会
的
経
済
的

ヘ

　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ

　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

条
件
、
さ
ら
に
歴
史
的
要
因
等
の
複
合
的
な
構
造
や
作
用
を
、
指
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
千
葉
は
既
に
戦
前
か

ら
そ
の
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
普
及
に
努
め
て
き
た
が
、
昭

和
一
七
年
の
『
民
間
伝
承
』
七
巻
五
号
の
「
民
俗
と
地
域
性
」
と
題
し
た
短
報
に
は
、

千
葉
の
基
本
的
な
思
考
が
、
そ
の
後
の
方
向
性
（
風
土
論
へ
の
展
開
）
と
合
わ
せ
て

平
易
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
引
用
し
て
み
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
自
分
の
「
方
言
と
地
域
性
」
の
中
で
地
域
性
と
呼
ん
だ
も
の
は
あ
る
拡
り
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
常
民
社
会
の

性
格
又
は
心
意
傾
向
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
古
く
か
ら
い
は
れ

　
　
た

「
お

国
気
質
」
或
は
「
県
民
性
」
な
ど
と
呼
ぽ
れ
る
も
の
と
似
て
ゐ
る
が
、

　
　

そ
れ
ら
が
倫
理
的
或
は
思
想
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
自
分

　
　
の

考
へ
て
ゐ
る
の
は
そ
れ
ら
の
基
礎
に
あ
る
構
造
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ

の

土
地
に

根
づ
い
た
文
化
の
風
土
性
と
い
は
れ
る
も
の
の
や
う
な
意
味
で
あ

　
　
（
6
2
）

　
　
る
。
（
傍
点
筆
者
）

　
千
葉
は

ま
た
「
住
民
の
心
意
傾
向
が
民
俗
と
し
て
表
現
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、

「
地
域
性

と
い
ふ
以
上
は
さ
う
し
た
あ
ら
は
れ
の
底
に
あ
る
地
域
社
会
の
歴
史
的
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
臼
）

造
の
性
質
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
す
る
よ
う
に
、
あ
る
地
域
に
お
け
る
個
々
の

民
俗
を

発
現

さ
せ
、
そ
の
地
域
の
慣
行
と
し
て
形
成
さ
せ
た
り
、
ま
た
衰
退
さ
せ
る

よ
う
な
、
隠
れ
た
志
向
性
や
価
値
体
系
を
「
地
域
性
」
と
定
義
す
る
。
こ
う
し
た
認

識

は
、
民
俗
を
歴
史
的
所
産
と
み
る
傾
向
の
あ
る
民
俗
学
者
に
お
い
て
は
、
宮
田
の

例
で

も
み
る
よ
う
に
、
厳
密
な
地
理
学
的
認
識
と
は
多
少
ず
れ
て
も
（
先
の
歴
史
的

「
地
域
性
」
と
も
重
な
り
合
っ
て
暖
昧
な
が
ら
も
）
、
あ
る
部
分
、
比
較
的
受
け
入

れ
や
す

い
説

明
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
が
、
そ
れ
は
ま
た
地
理
学
の
「
地
域
」
概
念

を
よ
く
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
誤
解
し
や
す
い
概
念
で
も
あ
っ
た
。

　

地
理
学
上
の

「
地

域
」
概
念
は
、
千
葉
も
紹
介
す
る
ア
ン
ド
レ
・
シ
ョ
レ
イ
の
著

名
な
定
義
に
よ
れ
ぽ
「
地
域
と
は
、
人
間
集
団
が
そ
の
活
動
形
態
を
発
展
さ
せ
、
組

織
立
て
る
た
め
に
、
ま
た
集
団
の
生
命
の
継
続
を
確
保
し
、
そ
の
勢
力
を
増
大
す
る

た

め
に
作

り
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
、
組
織
（
シ
ス
テ
ム
）
に
対
し
て
用
い
ら
れ
な
く
て

　
　
　
　
（
6
4
）

は

な
ら
な
い
」
と
す
る
。
文
化
と
置
き
換
え
て
も
通
じ
る
よ
う
な
、
こ
う
し
た
地
理

学
に
お

け
る
「
地
域
」
概
念
は
、
自
然
的
諸
要
素
の
結
合
と
人
間
の
活
動
形
態
（
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
・
人
口
状
態
・
観
念
的
諸
形
態
）
に
支
え
ら
れ
た
複
難
な
「
構
造
」
を

も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
「
地
域
」
と
い
う
語
が
複
合
語
と
し
て
、
地
域

住
民
・
地
域
社
会
・
地
域
計
画
・
地
域
医
療
な
ど
、
日
常
語
化
・
通
俗
化
し
て
く
る

こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
発
生
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
民
俗
学
で
は
次
の
よ
う
な
「
あ
る
事
象
が
地
方
に
よ
っ
て
程
度
や
量
を

異
に
し
て
い
る
状
態
」
、
例
え
ぽ
「
津
軽
地
方
に
お
け
る
神
社
の
う
ち
稲
荷
社
が
圧

倒
的
に
多

く
、
特
に
海
岸
部
に
卓
越
し
、
内
陸
に
は
八
幡
社
や
熊
野
社
の
方
が
む
し

ろ

多
い
」
と
い
っ
た
状
況
に
対
し
て
も
、
「
地
域
性
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
千
葉
は
、
前
述
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
そ
れ
ら
は
「
地
域
性

の

表
現
」
で
あ
る
と
す
る
。
「
地
域
性
の
表
現
」
は
そ
れ
を
支
持
し
形
成
す
る
よ
う

な
要
因
（
‖
地
域
性
）
の
分
布
範
囲
内
で
は
、
ど
こ
で
も
表
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、

例

え
ぽ
「
津
軽
で
い
え
ぽ
川
倉
の
地
蔵
講
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
、
津
軽
地
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方
全
域
に
存
在
す

る
霊
界
と
の
交
信
欲
求
が
…
（
中
略
）
…
こ
の
地
蔵
の
祭
日
に
結

集

し
て
表
現
さ
れ
た
現
象
と
み
な
せ
る
」
か
ら
、
こ
の
用
法
で
は
「
一
点
の
現
象
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

地
域
性

と
い
う
面
積
的
表
現
で
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
、
論
理
的
矛
盾
に
陥
る
」
と
し
て
、

こ
れ
を
排
除
し
て
い
る
。

　
八
木
康
幸
は
千
葉
の
一
連
の
研
究
を
「
民
俗
学
に
向
っ
て
正
確
な
地
域
性
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
努
力
虚
し
く
、

未
だ

混
沌
の

域
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
本
特
定
研
究
の
英
訳
も
勾
。
σ
q
ピ
o
o
①
言
日
で

あ
っ
て
、
地
域
的
特
質
の
意
味
も
あ
る
が
、
地
方
主
義
と
混
同
し
や
す
い
。
今
後
、

学
際
的

な
共
同
研
究
は
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
統
一
か
ら
は
じ
め
て
い

く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
た
い
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
節
ま
で
で
み
て
き

た

よ
う
に
、
実
に
多
様
な
意
味
で
、
こ
の
「
地
域
性
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
き

　
（
6
7
）

た

こ
と
、
ま
た
そ
の
理
解
に
よ
っ
て
研
究
の
方
法
も
目
的
も
違
っ
て
き
て
し
ま
う
こ

と
だ
け
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

五
　
民
俗
学
的

「
地
域
性
論
」
の
再
検
討

　
確
か
に
地
理
学
者
の

使

う
「
地
域
性
」
の
方
が
厳
密
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た

が
、
問
題
は
そ
こ
か
ら
何
が
明
ら
か
に
で
き
る
か
、
ま
た
そ
の
手
続
き
に
は
難
点
や

欠
陥
は
な
い
の
か
、
欠
陥
は
な
い
に
し
て
も
方
法
的
な
困
難
さ
は
ど
う
か
と
い
う
、

方
法
論
的

な
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
続
い
て
そ
れ
を
検
討

し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
千
葉
（
と
小
野
）
の
一
連
の
研
究
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

量
は
両
者

と
も
膨
大
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
千
葉
の
地

域
性
研
究

は
、
そ
の
理
論
的
諸
問
題
の
検
討
を
中
心
と
し
た
『
民
俗
と
地
域
形
成
』

の

ほ

か
、
そ
れ
を
基
に
具
体
的
な
対
象
を
分
析
し
た
い
く
つ
も
の
著
書
が
あ
る
。
前

者
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
そ
れ
に
沿
っ
て
紹
介
し
て
き
た
の
で
、
具
体
的
な
後
者

を
検
討
す
る
が
、
大
き
く
分
け
て
そ
の
研
究
方
法
（
資
料
操
作
法
）
は
、
方
向
性
が

逆

な
二
つ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
自
然
的
諸
条
件

や
人
口

動
態
な

ど
か
ら
民
俗
の
発
現
形
態
を
論
証
し
て
い
く
も
の
、
す
な
わ
ち
「
地

域
性
」
の
作
用
過
程
を
検
証
し
て
い
く
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
逆
に
、
特
定
の

民
俗
事
象

か

ら
、
そ
れ
ら
の
民
俗
の
表
現
形
態
の
違
い
を
生
み
出
し
た
、
当
該
地
域

の

「
地
域
性

（地
域
的
特
性
）
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
前
者
の

例

と
し
て
、
新
潟
平
野
の
低
湿
地
に
お
い
て
小
作
農
民
の
土
地
獲
得
の
志

向
が
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
諸
慣
行
を
形
成
し
て
い
っ
た
か
を
扱
っ
た
論
文
「
土
地

　
　
　
　
　
（
6
8
）

条
件

と
農
民
文
化
」
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
う
し
た
小
作
農
民
の

志
向
性
が
、
潟
沼
の
開
拓
の
仕
方
か
ら
、
そ
れ
に
伴
う
湿
生
植
物
の
陸
化
作
用
や
、

水
生
動
物
と
農
民
と
の
関
わ
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
て
干
拓
さ
れ
た
耕
地
の
地
質
的

な
側
面
に
ま
で
眼
を
注
い
で
、
一
種
の
生
態
人
類
学
的
な
視
点
か
ら
、
自
然
と
人
間
、

土
地

と
農
民
の
相
互
作
用
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
土
地
条
件
と
の
関
係

を

踏

ま
え
た
上
で
、
次
に
水
田
改
良
の
慣
行
や
耕
地
境
界
の
慣
行
、
ま
た
畔
等
に
生

え
て
く
る
植
物
の
利
用
法
や
早
越
・
灌
概
の
形
態
、
さ
ら
に
は
雨
乞
や
田
植
の
儀
礼

の

形
態
、
共
同
労
働
の
組
織
の
あ
り
方
ま
で
、
土
地
条
件
が
規
定
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

慣
行
の
形
成
を
、
千
葉
の
い
う
「
作
用
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
な
か
で
説
い
て
い

く
。
そ
の
論
証
は
、
深
い
自
然
認
識
と
洞
察
を
交
え
、
記
述
の
流
れ
と
と
も
に
見
事

16
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（
6
9
）

で

あ
り
、
千
葉
が
後
に
高
く
評
価
す
る
柳
田
国
男
の
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
の
論
述
法

と
も
、
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
作
用
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
論
証
を
、
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
の

存
在

と
地
蔵
信
仰
の
盛
行
と
い
っ
た
信
仰
面
に
ま
で
拡
大
し
た
論
文
が
「
津
軽
地
方

　
　
　
（
7
0
）

の

地
域
性
」
で
あ
る
。
岩
木
平
野
の
水
田
化
（
新
田
開
発
↓
単
作
農
村
の
形
成
）
か

ら
の
「
作
用
連
関
」
で
、
単
作
農
村
の
形
成
↓
白
米
の
常
食
化
（
ビ
タ
ミ
ン
の
欠
乏
）

↓
女
性
の
栄
養
障
害
（
シ
ビ
・
ガ
ッ
チ
ャ
キ
症
）
↓
特
定
女
性
の
著
し
い
幻
覚
の
発

生

↓
ゴ
ミ
ソ
の
発
生
と
い
う
A
系
列
と
、
白
米
の
常
食
化
↓
母
子
の
栄
養
不
良
（
幼

児
死
亡
率
の
畑
作
地
帯
と
の
比
較
で
著
し
い
高
率
）
↓
乳
幼
児
死
亡
率
の
増
大
↓
地

蔵
信

仰
の
流
行
と
い
う
B
系
列
、
ま
た
そ
の
変
型
と
し
て
単
作
農
村
の
形
成
↓
灌
概

排
水
路
の

普
及
↓
周
辺
人
口
の
人
口
増
大
↓
子
供
の
水
死
の
危
険
増
大
↓
精
霊
（
河

童
）
の
水
虎
信
仰
と
し
て
の
成
立
と
い
う
C
系
列
、
の
三
つ
の
系
列
の
「
作
用
連
関
」

を
、
出
産
成
長
儀
礼
の
聞
取
り
や
乳
幼
児
死
亡
率
の
統
計
的
分
析
を
は
じ
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
史
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
。

　
確
か
に
そ

の

よ
う
な
流
れ
（
作
用
連
関
）
は
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

近
世
中
期
以
降
の
新
田
開
発
、
単
作
農
村
の
形
成
が
、
規
定
要
因
の
一
つ
で
は
あ
り

得
て
も
、
こ
の
論
証
が
巫
女
や
地
蔵
信
仰
の
存
在
の
説
明
と
し
て
、
先
の
「
土
地
条

件

と
農
民
文
化
」
と
比
べ
て
、
充
分
な
説
得
力
を
持
た
な
い
の
は
、
こ
の
方
法
の
限

界
を

示

し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
千
葉
自
身
も
一
つ
の
反
省
と
し
て
、
「
地
域
の
自
然
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

件
な

ど
そ
の
も
の
が
、
直
接
に
地
域
の
民
俗
を
左
右
す
る
場
合
は
極
め
て
少
な
く
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
環
境
決
定
論
的
な
方
向
で
は
、
そ
の
地
域
の
す
べ
て

の

民
俗

（特
に
信
仰
の

よ
う
な
現
象
）
の
存
在
な
り
形
態
を
明
証
す
る
こ
と
は
不
可

能
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
後
に
千
葉
が
「
考
え
」
て
選
択
し
行
動
す
る
、
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

内
的
作
用
と
し
て
の
「
風
土
」
論
に
、
関
心
や
分
析
法
が
移
行
し
て
い
く
の
も
、
こ

う
し
た
方
法
論
的
な
限
界
に
起
因
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
地
域
住
民
の
心
意
傾
向
や
価
値
体
系
（
地
域
性
）
が
、
そ
の
地

域
の

民
俗
を

生
成
す

る
と
い
っ
た
基
本
的
な
論
理
は
同
一
で
あ
る
が
、
採
用
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

論
証
の
方
向
が
全
く
逆
で
あ
る
の
が
、
「
常
民
的
労
働
組
織
の
地
域
的
展
開
」
や
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

域
住

民
の
価
値
観
志
向
」
な
ど
の
論
考
で
あ
る
。
そ
の
資
料
操
作
は
特
定
の
民
俗
事

象
を
選
び
、
全
国
的
な
比
較
や
他
地
域
と
の
比
較
の
な
か
か
ら
、
個
別
地
域
の
「
地

域
性
」
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
細
か
い
紹
介
は
省
く
が
、
同
様
な
方
法
は
小

野
重
朗
に
も
、
多
様
な
民
俗
地
図
（
民
俗
分
布
）
を
駆
使
し
、
地
域
区
分
（
領
域
）

を

設
定

し
た
上
で
、
民
俗
事
象
の
変
遷
で
は
な
く
、
そ
の
民
俗
の
表
現
形
態
の
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

を

生
み

出
し
た
、
地
域
特
性
を
析
出
し
よ
う
と
し
て
論
文
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
両
老
と
も
率
直
に
い
っ
て
、
あ
ま
り
た
い
し
た
も
の
で
は
な

い
。

　

こ
れ
は
採
用
さ
れ
た
方
法
が
、
民
俗
と
い
う
発
現
形
態
、
い
わ
ぽ
表
層
か
ら
、
そ

の

奥
に
隠
さ
れ
た
心
意
と
い
う
深
層
構
造
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を

明
ら
か
に
す
る
ほ
ど
方
法
論
的
な
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
も
い
え
る

が
、
千
葉
自
身
「
民
俗
を
地
域
の
構
造
か
ら
解
説
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以

上
の

も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
逆
に
民
俗
か
ら
地
域
を
理
解
す
る
試
み
は
成
功
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
も
、

「
地
域
性
」
と
い
っ
て
も
、
地
理
学
的
意
味
で
の
「
地
域
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

い

う
よ
り
、
筆
者
に
は
生
業
形
態
の
違
い
や
都
市
と
の
関
連
性
の
方
が
（
こ
れ
も
別
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な
意
味
で
の
「
地
域
性
」
と
い
え
よ
う
が
）
浮
彫
り
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

　
多
様
な
文
化
現
象
の
表
層
か
ら
そ
の
「
構
造
」
を
析
出
し
た
と
い
っ
た
点
で
は
、

先
に
紹
介

し
た
蒲
生
正
男
の
「
主
体
の
論
理
」
の
方
が
、
遥
か
に
各
現
象
ご
と
の
連

関
も
整
合
的
で
、
説
得
力
も
あ
っ
て
、
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
方
法
の
問
題
に
還
元
で

き
な
い
点
で
あ
る
。
蒲
生
の
方
法
が
正
し
く
、
千
葉
や
小
野
の
方
法
が
間
違
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

た

か

ら
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
ポ
パ
ー
の
い
う
「
発
見
の
文
脈
」
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
詳
し

い
こ

と
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
仮
説
や
理
論
の
発
見
は
帰
納
的
手
続
き
に
よ
ろ
う
と

直
観
的
な

ひ

ら
め
き
に
よ
ろ
う
と
、
科
学
の
見
地
に
よ
れ
ぽ
「
私
事
」
に
属
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
科
学
の
方
法
と
は
「
ど
の
よ
う
に
し
て
理
論
を
見
出
し
た
の
か
」
で

は
な

く
「
ど
の
よ
う
に
理
論
を
テ
ス
ト
し
た
の
か
」
と
い
う
「
正
当
化
の
文
脈
」
に

ほ

か
な

ら
な
い
。
蒲
生
の
仮
説
の
発
見
も
、
お
そ
ら
く
帰
納
的
手
続
き
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

で
は
な

く
、
柳
田
国
男
の
言
葉
で
い
え
ぽ
「
綜
観
」
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
の
点
、
千
葉
の
二
つ
の
論
証
法
の
う
ち
、
前
者
の
明
晰
か
つ
論
証
の
妙
に
惹
か

れ

る
の
は
（
「
了
解
」
さ
れ
る
の
は
）
、
あ
ら
か
じ
め
新
潟
平
野
の
小
作
農
民
の
価
値

志

向
性
が
提
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ぽ
、
小
作
農
民

の

「
土
地
獲
得
の
欲
求
」
で
あ
り
、
「
誰
も
が
土
地
を
自
家
労
力
で
経
営
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

な
規
模
で
所
有
し
つ
つ
、
安
定
し
た
農
家
た
り
う
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
」
こ
と
で
あ

る
。
で
は
千
葉
が
こ
の
志
向
性
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
求
め
た
の
か
、
と
問
う
こ
と

は

不
要
で

あ
る
。
問
題
は
新
潟
平
野
の
小
農
民
の
「
地
域
性
」
と
し
て
、
そ
れ
が
検

証
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
点
で
疑
問
な
の
は
、
そ
れ
が
何
も
新
潟

平
野

と
い
う
地
理
学
的
「
地
域
」
の
小
作
農
に
限
っ
た
も
の
な
の
か
、
千
葉
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
大
阪
郊
外
や
東
海
道
沿
線
の
畑
作
農
家
と
は
、
そ
の
現
わ
れ
方

は
違

う
で
あ
ろ
う
が
、
「
地
域
」
よ
り
も
ま
ず
農
業
と
い
う
生
業
形
態
・
生
活
体
系

が
規
定

し
て
く
る
価
値
志
向
性
の
方
が
、
対
象
住
民
の
心
意
傾
向
を
大
き
く
規
定
し

て

い

る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
ん
な
印
象
を
抱
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
千
葉
の
別
な
論
考
「
山
の
住
民
の
特
性
」
と
対
比
し
て
み
た
と
き
、
そ
の
印
象
は

一
層
拡
大
す
る
。
特
に
後
者
の
資
料
操
作
を
使
用
し
た
と
き
、
帰
納
的
に
よ
り
顕
在

化

し
て
く
る
の
は
、
農
業
に
も
水
田
単
作
地
帯
と
畑
作
地
帯
、
ま
た
半
農
半
漁
の
地

域
で

は
、
微
細
な
点
で
の
現
わ
れ
方
の
違
い
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
農
業
と
い

う
生
産
形
態
が
規
定
す
る
「
志
向
性
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
先
に
紹
介
し
た

ア

ソ

ド
レ
・
シ
ョ
レ
イ
の
「
地
域
」
概
念
に
は
、
こ
う
し
た
生
産
形
態
も
含
ま
れ
て

い

る
だ
ろ
う
か
ら
、
千
葉
の
一
連
の
研
究
は
、
農
民
と
い
う
農
業
集
団
が
も
つ
心
意

傾
向
が
、
い
か
に
地
理
的
位
置
や
土
地
条
件
等
の
意
味
で
の
「
地
域
」
に
よ
っ
て
変

形

さ
れ
、
耕
地
の
あ
り
方
や
集
落
構
造
等
の
現
わ
れ
方
の
違
い
と
な
っ
て
発
現
し
て

い

る
か
と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
一
つ
の
地
域
性
研
究
（
民
俗
の
地
域
的
展
開
）
と

い
え
な
く
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
今
後
進
展
さ
せ
て
い
く
に
は
、
そ
の
前
に
人
々
の
価
値
体
系
や

志
向
性
と
い
う
も
の
が
、
い
か
な
る
要
因
（
自
然
環
境
・
生
業
・
地
域
・
社
会
関
係

な
ど
）
に
よ
っ
て
、
何
が
何
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
ど
の
よ
う
に
変
形
さ
れ
、
慣

行
化
す

る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
人
間
（
あ
る
い
は
村
落
共
同
体
）
か
ら
み
た
「
地
域

性
」
の
モ
デ
ル
が
構
築
さ
れ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
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六
　
「
地
域
差
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か

　

こ
れ
ま
で
「
地
域
性
」
と
称
さ
れ
る
概
念
の
意
味
と
、
そ
の
解
釈
の
混
乱
を
中
心

に
論

じ
て
き
た
が
、
次
は
そ
れ
を
整
理
し
、
少
し
で
も
具
体
的
な
方
法
論
の
再
構
築

に
向
け
て
の
議
論
に
転
じ
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
た
め
の
筆
者
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

ど
の
学
問
分
野
で
も
解
釈
に
混
乱
の
余
地
の
な
い
「
地
域
差
」
か
ら
、
す
べ
て
に
お

い
て

問
題
を
展
開
す
べ
き
だ
と
い
う
極
め
て
当
た
り
前
の
主
張
に
尽
き
る
。
命
題
を

基
本
に
立
ち

戻
っ
て
、
な
ぜ
民
俗
（
文
化
要
素
）
は
地
域
差
を
示
す
の
か
、
あ
る
い

は
そ

の

地
域
差
を

ど
う
解
釈
す
る
の
か
に
求
め
た
い
。
そ
し
て
そ
の
「
地
域
差
」
研

究
か
ら
何
を
目
指
し
（
目
的
の
明
示
化
）
、
何
を
ど
う
導
く
の
か
、
何
を
導
く
こ
と

が

で
き
る
の
か
（
方
法
の
明
示
化
）
、
も
ち
ろ
ん
地
域
区
分
（
文
化
領
域
）
に
関
し

て

も
、
演
繹
的
な
方
法
で
区
分
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
「
地
域
差
」
か

ら
改
め
て
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
そ
の
地
域
差
に
関
し
、
か
つ
て
民
俗
学
が
そ
の
方
法
（
資
料
操
作
法
）
と
し
て
い

た
周

圏
論
（
方
言
周
圏
論
）
や
重
出
立
証
法
（
比
較
研
究
法
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

が
前
提

と
し
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
地
域
差
は
す
な
わ
ち
時
代
差
を
示

す
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
そ
の
「
変
遷
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、

そ
れ
故

ま
た
民
俗
学
は
成
立
す
る
の
だ
と
も
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
地
域
差
1
1
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

差
」
こ
そ
ま
さ
に
民
俗
学
の
「
存
立
基
盤
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
学
と

し
て
の
形
式
・
成
立
を
整
え
よ
う
と
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

　
周
圏
論
と
重
出
立
証
法
が
ど
う
異
な
る
の
か
、
細
か
い
検
討
は
こ
こ
で
は
省
く
が
、

柳
田
国
男
監
修
の
『
民
俗
学
辞
典
』
で
は
方
言
周
圏
論
と
比
較
研
究
法
、
大
塚
民
俗

学
会
編

『
日
本
民
俗
事
典
』
で
は
周
圏
論
と
比
較
研
究
法
を
項
目
と
し
て
採
用
し
、

互
い
が
相
互
に
参
考
項

目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
重
出
立
証
法
は
比
較
研
究
法
の

な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
福
田
ア
ジ
オ
は
そ
の
後
の
展
開
を
踏
ま
え
た
上
で
、
比

較
研
究
法
は
科
学
一
般
の
方
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
民
俗
の
変
遷
を
解
く
と
す

る
も
の
の
み
を
重
出
立
証
法
と
し
、
「
周
圏
論
は
重
出
立
証
法
の
特
殊
な
一
方
法
で

あ
り
副
次
的
な
も
の
」
、
ま
た
「
民
俗
学
の
方
法
の
中
心
は
重
出
立
証
法
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
（
8
5
）

と
規
定
し
た
が
、
そ
の
方
法
の
前
提
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
同

列

に
扱
っ
て
お
く
。

　
今
で
は
い
ず
れ
も
、
民
俗
学
内
部
で
も
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
方
法
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
「
地
方
史
」
と
連
動
し
た

「
地
域
民
俗
学
」
「
個
別
分
析
法
」
の
登
場
と
と
も
に
否
定
さ
れ
て
い
く
。
一
九
六
九

年
に
は
『
日
本
民
俗
学
』
で
も
方
法
論
の
再
検
討
と
し
て
特
集
が
組
ま
れ
て
お
り
、

方
法
論
的

な
不
備
を
修
正
し
て
い
く
姿
勢
も
み
ら
れ
た
が
、
否
定
に
決
定
的
な
作
用

を

促

し
た
の
が
、
福
田
ア
ジ
オ
の
一
連
の
論
考
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
福
田
の
重
出
立
証
法
批
判
は
、
大
き
く
分
け
て
「
重
出
立
証
法
が
『
変
遷
』
を
明

ら
か
に
で
き
る
と
い
う
の
は
虚
構
」
で
あ
り
、
ま
た
重
出
立
証
法
な
り
民
俗
の
「
変

遷
」
で
、
ど
う
し
て
民
俗
学
の
目
的
と
さ
れ
る
「
日
本
人
の
民
族
性
や
心
性
あ
る
い

は

エ

ト
ノ
ス
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
」
と
い
う
二
点
で
構
成
さ
れ
る
。
後
者
に
つ

い
て

は

さ
て
お
き
、
そ
の
前
提
と
な
る
前
者
の
み
を
検
討
し
た
い
が
、
福
田
自
身
に

よ
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
四
点
を
若
干
言
葉
を
整
え
て
示
せ
ぽ
、
①
資
料
あ
る
い
は

そ

の

類
型
間

に

い
か
に
序
列
を
付
け

る
の
か
、
②
仮
に
一
定
の
序
列
が
付
け
ら
れ
た
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ノ

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
意
味
で
「
変
遷
」
と
な
る
の
か
、
③
仮
に
「
変

遷
」
が
判
明
し
て
も
、
そ
の
「
変
遷
」
の
要
因
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
、
④
仮
に
単

一
事
象
の
「
変
遷
」
が
判
明
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
複
合
さ
せ
た
全
体
と
し
て
の
「
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卵
）

遷
」
（
社
会
の
「
変
遷
」
・
民
俗
の
相
互
連
関
し
た
「
変
遷
」
）
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
、

の
四
点

で
あ
る
。

　
福
田
自
身
③
④
は
、
重
出
立
証
法
は
民
俗
の
「
変
遷
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

の

だ

か

ら
二
種
の
な
い
も
の
ね
だ
り
L
で
、
「
問
題
は
①
と
②
の
点
に
あ
る
」
と
す

る
。
あ
る
論
考
で
は
「
変
遷
」
で
は
な
く
「
重
出
立
証
法
は
歴
史
を
明
ら
か
に
で
き

（8
8
）

な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
③
④
は
そ
の
「
歴
史
」
概
念
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、

こ
こ
で
も
検
討
は
①
②
に
限
定
す
る
。
ま
た
序
列
が
付
け
ぽ
「
変
遷
」
は
示
さ
れ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
一
つ
の
問
題
と
し
て
扱
う
が
（
た
だ
し
a
↓
b
↓
c

に
す

る
か
c
↓
b
↓
a
に
す
る
か
は
問
題
）
、
注
意
し
た
い
の
は
、
②
を
補
足
し
た

福

田
の
次
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
今
A
・
B
・
C
と
い
う
三
つ
の
類
型
が
あ
り
、
比
較
の
結
果
A
↓
B
↓
C
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　

　
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
C
に
と
っ
て
は
A
↓
B
↓
C
と
い
う
変
遷
が
あ

　

　
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
B
は
過
去
に
A
で
あ
り
、
未
来
に
は
C
に
な
る
の
で
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

よ
う
か
、
と
く
に
C
類
型
を
に
な
っ
て
い
る
人
々
あ
る
い
は
社
会
は
A
・
B
を

　
　
経
験

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

　
　
な
い
こ
と
は
、
な
ぜ
各
類
型
を
単
線
的
に
配
列
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
（
傍
点
筆
者
）

　

こ
の
「
C
に
と
っ
て
は
」
と
か
「
C
類
型
を
に
な
っ
て
い
る
人
々
あ
る
い
は
社
会

は
」
と
い
う
点
が
、
前
述
の
「
地
域
」
を
捨
象
し
た
と
批
判
す
る
山
口
麻
太
郎
以
来

の

系
譜
を

引
き
、
ま
た
伝
承
母
体
内
の
歴
史
的
社
会
的
分
析
で
民
俗
の
意
味
を
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

る
と
す
る
「
個
別
分
析
法
」
の
提
唱
や
、
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
を
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

と
し
た
機
能
主
義
的
な
調
査
法
の
推
進
と
、
深
く
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
「
地
方
の
手
段
視
1
1
地
方
の
否
定
が
問
題
の
第
一
点
」
「
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

点

は
、
地
方
の
民
俗
研
究
者
を
民
俗
資
料
の
単
な
る
報
告
者
と
し
た
」
と
す
る
、
福

田
の
一
連
の
柳
田
国
男
批
判
と
も
、
こ
れ
は
根
底
の
部
分
で
呼
応
し
て
い
る
。
ま
た

「
単
線
的

な
配
列
」
の
指
摘
は
、
前
記
の
批
判
と
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
当
時
機
能

主
義
全
盛
で
あ
っ
た
社
会
人
類
学
の
進
化
論
・
文
化
圏
説
批
判
の
風
潮
も
、
多
分
に

（9
3
）

影
響

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
福
田
は
ま
た
「
適
用
範
囲
を
限
定
し
た
り
、
比
較
の
規
模
を
小
さ
く
し
た
り
、
あ

る
い
は
伝
承
の
条
件
と
か
ら
め
て
比
較
し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
資
料
操
作
法
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

か
に
修
正
を

加

え
て
み
て
も
、
基
本
的
な
疑
問
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
、
そ
れ
を
全
面
否
定
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
い
え
る
か
ど
う
か
、
前
提
に

立
ち

戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
前
提
と
は
、
本
節
の
最
初
に
示
し
た
命
題
、

「
地
域
差
は
す

な
わ
ち
時
代
差
を
示
す
」
か
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
①
と
②
を
分
離

せ
ず
、
ま
た
重
出
立
証
法
と
周
圏
論
を
同
列
に
扱
う
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　

こ
の
認
識
を
最
初
に
明
示
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
柳
田
の
『
蝸
牛
考
』
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

和
五
年
、
『
人
類
学
雑
誌
』
に
論
文
と
し
て
発
表
し
た
の
は
昭
和
二
年
）
で
あ
る
。

「
み
ず
か

ら
資
料
を
集
め
、
み
ず
か
ら
解
釈
を
考
え
た
と
い
う
点
で
、
日
本
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

言
語
地
理
学

と
も
い
え
る
」
と
、
言
語
地
理
学
（
方
言
地
理
学
）
の
方
で
も
そ
の
功

績
を

評
価

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
柳
田
民
俗
学
の
確
立
期
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
本
の
方
言
研
究
（
言
語
地
理
学
）
の
確
立
期
で
も
あ
っ
た
。
昭
和
三
年
の
方
言
研
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究
会
（
方
言
学
会
）
の
設
立
に
は
、
東
条
操
・
折
口
信
夫
・
金
田
一
京
助
ら
と
と
も

に
柳

田
も
参
席
し
て
い
る
が
、
雑
誌
『
方
言
』
の
創
刊
は
昭
和
五
年
、
そ
の
後
柳
田

は
昭
和
七
年
の
『
山
村
語
彙
』
を
嗜
矢
と
し
て
民
俗
語
彙
の
刊
行
に
精
力
を
注
い
で

い
く
。

　
柳

田
の
民
俗
学
方
法
論
の
形
成
に
、
言
語
地
理
学
が
深
く
影
響
を
与
え
て
い
る
の

は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
（
大
正
＝
年
か
ら
の
渡
欧
中
ス
イ
ス
で
ド
ー
ザ
の
『
言

語
地
理
学
』
を
読
む
ほ
か
、
大
学
の
人
類
学
の
講
義
を
聴
講
し
て
言
語
地
理
学
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

じ
考
え
を
学
ん
だ
ら
し
い
）
、
こ
の
考
え
は
当
時
の
欧
州
で
は
チ
ュ
ー
ネ
ン
の
農
業

圏
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
化
史
民
族
学
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
の
民
俗
学
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

印
欧
比
較
言
語
学
な
ど
で
も
主
流
で
あ
っ
た
「
波
状
伝
播
説
（
波
動
論
）
」
と
称
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
柳
田
は
自
身
の
方
法
を
自
ら
「
語
彙
主
義
」
と
呼
ん

だ

よ
う
に
、
語
彙
を
最
大
の
指
標
と
し
て
そ
の
民
俗
学
理
論
を
展
開
し
て
い
く
わ
け

だ

が
、
た
だ
周
圏
論
は
弟
子
た
ち
が
民
俗
全
般
に
拡
大
さ
せ
る
の
を
恐
れ
、
自
由
伝

播
が

可
能
な
方
言
（
言
語
現
象
）
に
限
定
す
る
よ
う
強
く
戒
め
た
と
い
う
。

　
そ
の

理
由
と
し
て
柳
田
は
、
「
特
殊
な
土
地
条
件
、
た
と
え
ぽ
気
象
や
生
産
に
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
0
1
）

響

さ
れ
る
慣
習
や
信
仰
に
つ
い
て
は
適
用
」
で
き
な
い
、
「
京
阪
が
発
生
地
に
な
り

得
な
い
よ
う
な
伝
承
（
例
え
ぽ
漁
業
に
関
す
る
も
の
）
は
周
圏
的
分
布
を
と
り
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
旺
1
）

い

こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
」
な
ど
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
柳
田
が
、

言

語
現
象
以
外
に
も
拡
大
適
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
明
治
四
二
年
の
『
後
狩
詞

記
』
の
序
文
に
「
民
俗
の
時
代
的
変
遷
は
山
地
に
遅
く
、
平
地
で
は
速
や
か
で
、
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
1
）

間
的

な
変
化
は
地
表
に
垂
直
な
分
布
を
示
さ
ず
、
傾
斜
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る

の
を

は

じ
め
、
『
火
の
昔
』
　
の
燈
火
の
発
達
を
例
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
で

　
　
（
3
0
1
）

あ
る
が
）
。
方
言
周
圏
論
で
は
文
化
的
中
心
か
ら
同
心
円
的
に
波
及
し
、
そ
の
距
離

の

遠
近
が
そ
の

ま
ま
伝
承
形
態
の
先
後
関
係
を
示
す
の
に
対
し
て
、
他
の
民
俗
は
山

地

と
い
っ
た
土
地
条
件
は
じ
め
様
々
な
障
壁
（
地
域
構
造
）
が
作
用
し
、
同
心
円
的

分
布
や
、
周
圏
的
に
は
拡
延
し
な
い
と
見
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

時
代
的
変
遷
は
地
表
に
示
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
柳
田
の
言
語
に
対
す
る
特
殊
な
認
識
と
そ
の
慎
重
さ
が
、
方
言
周
圏

論

と
は
別
に
、
言
語
現
象
以
外
の
も
の
に
対
す
る
資
料
操
作
法
と
し
て
、
比
較
研
究

法

（
柳
田
自
身
は
あ
ま
り
使
わ
な
か
っ
た
が
重
出
立
証
法
）
を
区
別
、
成
立
さ
せ
て

い

っ

た

の

で

あ
ろ
う
が
、
も
う
一
度
前
提
の
命
題
に
戻
っ
て
い
え
ば
、
問
題
は
本
当

に

「
地
域
差
は
す

な
わ
ち
時
代
差
を
示
す
」
の
か
否
か
、
そ
う
見
倣
す
こ
と
が
許
さ

れ

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　
結
論
を

先
に

い
っ

て

し
ま
え
ぽ
、
こ
れ
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
民
俗
学

と
分
化
し
独
自
の
理
論
構
築
を
進
め
て
い
っ
た
言
語
地
理
学
を
は
じ
め
、
比
較
言
語

学
の

系
統
論
、
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
ア
メ
リ
カ
で
発
達
し
た
文

化
地
理
学
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
の
深
い
文
化
人
類
学
の
文
化
圏
説
・
文
化
領
域
論
、

さ
ら
に
は
ア
ー
サ
・
グ
レ
ー
の
植
物
分
布
論
な
ど
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
否
定
し
な
け

れ
ぽ

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
語
地
理
学
は
は
っ
き
り
と
「
言
語
の
地
域
差
か
ら

　
　
　
　
　
　
（
“
）

言

語
の
歴
史
を
再
構
」
す
る
の
を
目
的
と
し
「
方
言
に
つ
い
て
地
図
を
使
っ
て
研
究

　
　
（
5
0
1
）

す

る
方
法
」
と
自
ら
の
学
問
を
定
義
す
る
。
「
地
域
差
は
す
な
わ
ち
時
代
差
を
示
す
」

と
い
う
の
が
、
こ
れ
ら
多
く
の
学
問
の
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
柳
田
の
限
定
し
た

言
語
だ

け

に

と
ど
ま
ら
な
い
。
文
化
地
理
学
で
は
物
質
文
化
だ
け
で
な
く
文
化
要
素

一
般
に
そ

う
し
た
原
則
を
見
い
出
し
、
理
論
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
方
法
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の

精
緻
化
、
理
論
の
整
備
に
よ
っ
て
か
、
部
分
修
正
は
あ
っ
て
も
、
日
本
の
民
俗
学

の

よ
う
に
、
そ
の
大
前
提
が
揺
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
柴

田
武
に
い
わ
せ
れ
ば
「
柳
田
国
男
の
周
圏
論
は
一
時
は
盲
目
的
な
追
随
者
を
う

み
、
次
の
時
期
に
は
全
面
的
な
否
定
者
を
む
か
え
、
そ
の
波
紋
は
現
在
に
い
た
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
き
え
て
い
な
い
。
し
か
し
方
言
周
圏
論
は
分
布
を
説
明
す
る
一
つ
の
原
則
で
あ
る

、

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
6
0
1
）

こ
と
は
絶
対
に
う
こ
か
な
い
」
（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
る
。
盲
目
的
な
追
随
者
と
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
）

面
的
な
否
定
者
、
柳
田
の
民
俗
語
彙
重
視
も
同
じ
運
命
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
民
俗

学
の

あ
る
性
向
を
表
現
す
る
に
は
、
実
に
い
い
得
て
妙
で
あ
る
。
村
武
精
一
が
「
重

出
立
証
法
批
判
者
の
批
判
性
」
と
し
て
「
重
出
立
証
法
批
判
者
が
自
己
の
批
判
的
立

場
を

検
証
す

る
よ
う
な
形
で
の
主
張
が
数
少
な
い
こ
と
も
、
相
互
の
討
議
を
生
産
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
1
）

な
営
為
と
な
し
え
な
い
原
因
」
と
い
う
の
も
、
実
は
論
争
の
展
開
を
常
に
見
な
い
民

俗
学
の
、
同
じ
傾
向
性
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
で
は
、
な
ぜ
民
俗
学

だ
け

こ
の
命
題
が
全
面
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

　
確
か

に
福

田
の
い
う
よ
う
に
重
出
立
証
法
の
説
明
を
読
ん
で
も
、
①
の
序
列
を
付

け

る
こ
と
す
ら
、
明
晰
で
な
い
。
例
え
ば
『
民
俗
学
辞
典
』
の
「
比
較
研
究
法
」
の

項
で

は
、
要
素
に
分
析
し
て
今
仮
に
、
ω
a
b
c
d
e
f
、
②
a
b
c
d
…
9
h
、

㈲
a
b
…
9
h
i
k
、
ω
…
9
h
i
…
l
m
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
と

す

る
と
、
「
ω
と
ω
は
何
等
共
通
要
素
は
持
た
な
い
が
、
②
と
③
を
間
に
置
い
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
］
）

る
と
、
同
一
の
系
列
に
属
す
る
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る
。
こ
こ

ま
で
は
い
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
同
系
と
の
推
定
は
で
き
る
。
し
か
し
問
題
は
a
～
i

の

「
い
ず
れ
を

本
質
的
要
素
と
し
、
い
ず
れ
を
第
二
次
的
要
素
と
す
る
か
」
と
い
う

点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

　
　
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
最
初
か
ら
の
本
質
要
素
は
、
各
例
証
を
通
じ
て
常

　
　
に
同
様
の
形
式
を
示
し
、
も
し
変
化
を
生
じ
て
い
る
に
し
て
も
、
ご
く
僅
か
の

　
　
差
異
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
変
化
要
素
は
、
形
式
が
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
、

　
　
そ

れ
自
身
の
類
例
中
で
も
共
通
形
式
を
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
質
要
素
は

　
　
残
存
中
最
も
古
い
伝
承
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
だ

　
　
け

に
容
易
に
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
比
較
に
よ
っ
て
あ
る
伝
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
工
1
）

　
　
が

ω
か
ら
ω
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
1
）

　

こ
れ
は
「
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
」
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
民
俗
学
者
G
・
L
・

　
（
2
1
1
）

ゴ

ン

ム

の

図
式
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
も
不
明
な
の
は
、
ど
れ
が
本
質
要

素
な
の
か
、
そ
れ
が
見
分
け
に
く
い
点
に
あ
る
。
一
応
、
変
化
の
ご
く
少
な
い
要
素

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
準
も
見
分
け
に
く
く
、
ま
た
本
質
要
素
は
変
化
し
に
く
く

最
も
古
い
伝
承
と
さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
。
そ
う
な
ら
、
例
え
ぽ

水
神
か
ら
零
落
さ
れ
た
と
す
る
河
童
の
、
水
神
と
い
う
要
素
は
本
質
で
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。

七
　
「
地
域
差
」
を
ど
う
処
理
す
る
の
か

　
日
本
の
民
俗
学
が
他
の
「
地
域
差
」
か
ら
変
遷
を
推
定
す
る
学
問
と
最
も
異
な
る

の

は
、
こ
の
見
分
け
に
く
さ
、
序
列
の
付
け
に
く
さ
で
あ
り
、
そ
の
方
法
的
な
最
大

の

違
い
は
、
他
の
学
問
で
は
い
ず
れ
も
精
緻
な
「
分
布
図
」
と
の
併
用
で
、
そ
れ
を

判
断

し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
地
域
差
を
ド
ッ
ト
し
た
上
で
、
必
ず
領
域
を
含
ん
だ

分
布
を
示
す
極
め
て
精
緻
な
、
か
つ
ま
た
簡
明
な
「
地
図
（
分
布
図
）
し
を
作
成
し
て
、
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そ

の

分
布
の
あ
り
様
か
ら
「
序
列
」
や
「
変
遷
」
を
判
定
す
る
と
い
う
手
続
き
（
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
1
）

料
操
作
法
）
を
採
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
民
俗
学
で
も
時
た
ま
使
わ
れ
る
恣
意
的
に
ド

ッ

ト
を
落
と
し
た
よ
う
な
単
な
る
図
で
は
な
く
、
例
え
ば
言
語
地
理
学
で
は
「
地
域

差
が

あ
れ
ぽ
、
か
な
ら
ず
〈
分
布
は
あ
る
〉
も
の
」
と
す
る
。
　
〈
分
布
が
な
い
〉
と

い

う
こ
と
は
〈
標
準
語
〉
以
外
ま
ず
あ
り
得
な
い
と
し
、
「
連
続
し
て
同
じ
方
言
形

が

あ
る
と
き
、
そ
れ
を
固
有
の
分
布
地
域
が
あ
る
」
と
い
い
、
何
枚
も
の
地
図
作
成

を
試
み
た
上
で
「
き
れ
い
な
分
布
が
あ
る
」
の
は
「
言
語
地
理
学
者
に
と
っ
て
信
念

　
（
4
1
1
）

に
近

い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
き
れ
い
な
分
布
」
が
得
ら
れ
る
ま
で
「
考
え
う
る
か
ぎ
り
幾
通
り
も
試
み
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の

分
類
で
地
図
を
描
い
て
ゆ
く
う
ち
に
、
た
だ
一
つ
の
真
実
を
表
現
す
る

　
　
　
（
5
1
1
）

分
布
に
あ
う
」
と
い
う
。
「
秩
序
が
あ
っ
て
、
簡
単
な
構
造
が
え
ら
れ
る
」
よ
う
な

分
布
図
が

で
き
な
い
場
合
、
「
〈
標
準
語
〉
は
散
在
模
様
を
示
す
」
か
ら
「
散
在
す
る

か

ら
〈
標
準
語
〉
で
は
な
い
か
と
察
」
す
る
か
、
地
図
の
書
き
方
や
分
類
の
失
敗
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
1
）

資
料
の
不
確
か
さ
で
あ
る
と
す
る
。
佐
渡
島
で
「
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
」
の
方
言
を
調
べ
た

加

藤
正
信

は
、
「
秩
序
の
あ
る
分
布
」
を
得
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
を
詳
し
く
報
告
し

　
　
（
7
1
1
）

て

い

る
が
、
イ
ン
ネ
コ
ジ
ョ
ー
ジ
ョ
ー
・
イ
ン
ノ
コ
ニ
ョ
ー
ニ
ョ
ー
・
ネ
コ
ネ
コ
ニ

ャ

ー
ニ
ャ
ー
・
ネ
コ
ネ
コ
バ
ナ
…
等
の
語
形
を
、
図
1
の
左
の
よ
う
な
分
類
で
描
い

た
。
左
図
で
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
雑
然
と
し
た
散
在
分
布
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ

が

分
類
を
変
え
た
と
こ
ろ
、
右
図
の
よ
う
な
「
秩
序
の
あ
る
分
布
図
」
が
得
ら
れ
、

そ

の

結
果

イ
ヌ
類
↓
イ
ヌ
ネ
コ
類
↓
ネ
コ
類
と
い
う
変
遷
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
す

る
。
こ
れ
は
「
大
き
く
ま
と
め
た
類
で
論
じ
て
い
る
が
、
　
一
つ
一
つ
の
語
形
を
み
れ

ぽ
、
こ
の
変
化
は
も
っ
と
な
っ
と
く
の
い
く
も
の
と
な
」
り
、
こ
れ
以
外
に
も
い
く

水
津

4B凡例

イ　ヌ　類

イヌネコ類日

■ネコ類

⇒
水
津

小茂木

A凡例

類

類

二
類
類

ジ
　
ニ
声

一　
一
　
　
花

図

■ネコネコ類

目そのほか

茂小
木

図1　方言地図の操作例一佐渡のネコヤナギー

　　　　（加藤正信1962年掲載の図を合成）
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つ
も
あ
る
語
形
は
、
「
右
の
お
も
な
変
化
過
程
の
派
生
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で

（8
1
1
）

き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
言
語
地
理
学
上
の

序

列
・
変
遷
を
判
断
す
る
様
々
な
原
則
（
準
則
）
は
後
述
す
る

と
し
て
、
言
語
地
理
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
前
述
の
柴
田
の
引
用
に
も
傍

点
を
振
っ
た
よ
う
に
「
方
言
周
圏
論
は
分
布
を
説
明
す
る
一
つ
の
原
則
で
あ
る
」
と

同
時
に
、
「
そ
れ
は
原
則
の
一
つ
で
し
か
な
」
く
、
ま
た
「
そ
れ
は
原
則
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
（
9
1
1
）

法
則
で
は

な
い
」
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
さ
ら
に
紹
介
す
れ
ば
「
周
圏
論
は
語
に
の

み
適
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
〈
限
定
周
圏
論
〉
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
に

も
と
つ
か
な
い
限
定
で
あ
る
。
音
韻
に
し
て
も
周
圏
論
で
説
明
し
得
る
も
の
が
、
い

　
　
　
（
0
2
1
）

く
つ
も
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
方
法
が
間
違
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た

結
果

も
含
め
て
全
部
を
捨
て
去
る
と
い
っ
た
、
民
俗
学
の
よ
う
な
全
面
否
定
に
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
1
）

ら
な
い
点
で
あ
る
。
別
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
た
五
節
で
も
少
し
触
れ
た
が
、

福

田
の
議
論
は
科
学
に
お
け
る
「
仮
説
発
見
の
文
脈
」
と
「
正
当
化
の
文
脈
」
を
混

同
し
て
お
り
、
仮
説
の
発
見
は
ひ
ら
め
き
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
仮
説
の

検
証
過
程
に

あ
る
が
、
方
言
周
圏
論
で
示
さ
れ
た
『
蝸
牛
考
』
の

場
合
、
国
立
国
語
研
究
所
の
『
日
本
言
語
地
図
』
で
も
「
ナ
メ
ク
ジ
系
↓
ツ
ブ
リ
系

↓
カ
タ
ツ
ム
リ
系
↓
マ
イ
マ
イ
系
↓
デ
ン
デ
ム
ン
シ
系
の
順
に
語
が
発
生
し
周
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
1
）

広
が

っ

た

と
す
る
『
蝸
牛
考
』
の
説
は
、
本
図
の
分
布
と
も
矛
盾
し
な
い
」
と
さ
れ

る
ほ
か
、
「
か
た
つ
ぶ
り
」
は
『
新
撰
字
鏡
』
（
八
九
八
ー
九
〇
一
）
な
ど
で
も
確
認

さ
れ
、
九
州
の
ナ
メ
ク
ジ
系
の
外
側
に
あ
る
ツ
プ
ラ
メ
・
ッ
（
ン
）
グ
ラ
メ
が
「
も

し
奄
美
沖
縄
の
ツ
ン
ナ
メ
・
ツ
ダ
メ
の
ナ
メ
・
ダ
ミ
な
ど
を
ナ
メ
ク
ジ
の
ナ
メ
に
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
1
）

た

る
形
と
認
め
る
な
ら
、
ナ
メ
ク
ジ
類
へ
の
評
価
は
ゆ
る
が
ぬ
も
の
と
な
ろ
う
」
と

い

う
。
検
証
は
こ
う
し
た
文
献
な
ど
を
使
っ
た
別
な
手
続
き
で
仮
説
の
蓋
然
性
（
確

率
的
可
能

性
）
を
高
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
で
明
ら
か
に
さ

れ

る
の
は
、
文
化
的
中
央
に
お
け
る
変
遷
あ
る
い
は
文
化
要
素
の
変
遷
過
程
で
あ
っ

て
、
福
田
の
指
摘
す
る
C
に
と
っ
て
の
変
遷
の
検
証
は
、
歴
史
資
料
等
の
制
約
か
ら

も
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
は
課
題
の
設
定
自
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
（
中
心
地
の
あ
る
い
は
文
化
要
素
の
変
遷
過
程
と
い
う
文
脈
の
課
題
）
、
検
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
り
］
1
）

は
最
初
か
ら
不
可
能
な
要
求
で
あ
り
、
議
論
の
「
上
滑
り
現
象
や
す
れ
違
い
現
象
」

を

生
じ
さ
せ
て
い
る
。

　
文
化
地
理
学
で
は
文
化
要
素
の
地
理
的
分
布
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
確
率
的
可
能
性
」

の

問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
「
無
文
字
社
会
や
歴
史
文
書
の
欠
落
し
て
い
る
地

域
を

研
究
対
象
と
す
る
場
合
、
観
察
さ
れ
た
年
代
や
資
料
の
採
集
年
代
で
の
状
態
を

具
体
的

に
分
布
と
し
て
地
図
に
記
入
」
し
、
「
三
つ
の
前
提
条
件
（
詳
し
く
は
後
述
す

る
…
筆
者
）
を
基
礎
に
、
相
互
の
対
応
関
係
を
確
率
（
可
能
性
の
高
さ
）
を
ガ
イ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
1
）

ラ
イ
ン
と
し
て
付
き
あ
わ
せ
分
析
し
て
い
く
方
法
が
一
般
に
」
採
ら
れ
て
き
た
。
「
確

率
」
的
伝
播
過
程
と
し
て
の
「
文
化
要
素
の
新
旧
関
係
を
問
題
と
す
る
年
代
領
域
論

も
具
体
的
な
歴
史
資
料
や
統
計
的
検
討
と
の
付
き
あ
わ
せ
」
の
な
か
で
検
証
を
加
え

（6
2
1
）

る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
1
）

　
民
俗
学
で

も
一
時
、
資
料
の
量
の
「
推
計
学
」
的
処
理
の
問
題
に
関
心
が
示
さ
れ
、

前
述
の
『
民
俗
学
辞
典
』
の
「
比
較
研
究
法
」
の
項
で
も
「
比
較
研
究
に
当
つ
て
僅

少
の
資
料
で
比
較
類
推
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
類
例
を
集

（8
2
ー
）

め

て
」
と
、
仮
説
の
蓋
然
性
（
確
率
的
可
能
性
の
高
さ
）
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
1
）

帰
納
の
基
礎
に
な
る
も
の
に
恵
ま
れ
る
ほ
ど
推
論
も
確
実
さ
を
増
す
の
で
あ
っ
て
、
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そ
の
議
論
は
正
し
い
が
、
問
題
は
や
は
り
序
列
の
付
け
方
の
不
確
か
さ
に
あ
ろ
う
。

言

語
地
理
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
柳
田
の
『
蝸
牛
考
』
の
分
布
図
は
「
資
料
の
記

入

簿
以
上
に
は
」
出
て
お
ら
ず
、
「
歴
史
を
語
る
地
図
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

点
」
、
こ
と
に
再
版
（
昭
和
一
八
年
）
で
は
「
言
語
地
理
学
の
生
命
で
あ
る
地
図
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
3
ー
）

ぶ
い
て

し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
、
本
格
的
な
言
語
地
理
学
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い

る
が
、
実
は
分
布
に
よ
る
地
理
的
配
置
関
係
こ
そ
が
、
先
後
関
係
（
序
列
や
変

遷
）
を
判
断
す
る
方
法
的
決
め
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
理
学
的
手
法
を
放
棄
し
、

周

圏
論
と
重
出
立
証
法
に
分
離
さ
せ
て
い
っ
た
点
、
ま
た
資
料
の
量
以
外
の
部
分
に

関
し
て
は
科
学
的
手
続
き
の
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
他
の
「
地
域
差
」

か

ら
変
遷
を
推
定
す
る
科
学
と
の
大
き
な
相
違
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　

さ
ら
に
民
俗
学
の
場
合
、
福
田
の
誤
解
を
招
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
重
出
立
証
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
　
　
　
　
（
1
3
1
）

と
称
し
（
和
歌
森
太
郎
は
重
出
実
証
法
と
呼
ん
だ
）
、
仮
説
発
見
の
方
法
を
実
証
・

検
証
の
方
法

と
混
乱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
原
則
で
あ
っ
て
法
則
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
せ
ず
、
重
出
立
証
法
を
「
盲
目
的
に
追
随
」
し
、
法
則

化

し
て
逆
解
釈
さ
え
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
批
判
点
と
し
て
あ
げ
ら

れ

よ
う
。
福
田
の
批
判
の
与
え
た
衝
撃
は
、
特
に
最
後
の
点
で
評
価
さ
れ
る
が
、
以

前
も
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
七
〇
年
代
に
主
唱
さ
れ
た
そ
の
「
個
別
分
析

法
」
や
「
地
域
民
俗
学
」
は
、
「
民
俗
と
そ
の
伝
承
母
体
つ
ま
り
地
域
と
の
有
機
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
］
1
）

連
関
を
強
調
し
た
別
の
民
俗
学
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
民
俗
学
と
は
目
的

も
方
法
的
に
も
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
明
確
に
区
別
し
な
い
ま
ま

批
判
を
進
め
、
余
計
な
混
乱
を
招
く
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
、
「
個
別
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
1
）

析
法
」
や
「
地
域
民
俗
学
」
も
ま
た
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

筆
者
の
理
解
は
、
柳
田
の
民
俗
学
は
そ
の
目
的
・
調
査
法
・
分
析
法
（
資
料
操
作

法
）
に
そ
れ
な
り
の
一
貫
性
が
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
個
々
の
不
整
備
は
あ
る
が
、
相

互
が

互
い

に
整
合
的
で

あ
っ
た
と
考
え
る
（
も
ち
ろ
ん
福
田
の
「
個
別
分
析
法
」
も

目
的
・
調
査
法
・
資
料
操
作
法
は
整
合
的
で
あ
る
）
。
竹
内
利
美
に
よ
れ
ぽ
現
地

的
・
現
在
的
資
料
に
は
、
ω
観
察
に
よ
る
直
接
的
資
料
、
ω
面
接
聴
取
り
に
よ
る
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
1
）

接
資
料
、
θ
用
具
に
よ
る
実
験
に
基
づ
く
測
定
資
料
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ま
で
民

俗
学
が

主
た

る
調
査
法
と
し
て
き
た
「
聞
き
書
き
」
は
こ
の
内
の
ω
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
民
俗
語
彙
中
心
主
義
の
方
法
論
に
呼
応
し
た
調
査
法
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
資
料
内
容
の
客
観
性
は
、
関
敬
吾
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
質
よ
り
も
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
1
）

的
な
分
布
か
ら
す
る
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
当
時
、
民
俗

学
や
人
類

学
が

採
用

し
て
き
た
「
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
に
よ
る
文
化

の

記
述

と
は
、
　
「
そ
の
地
域
の
権
威
者
あ
る
い
は
専
門
家
」
に
よ
っ
て
「
適
当
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
1
）

の

と
承
認
す
る
よ
う
な
一
組
の
規
範
を
記
述
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

　
関
の
指
摘
す
る
、
資
料
の
客
観
性
は
質
よ
り
も
量
で
、
と
い
う
点
を
補
足
す
れ
ぽ
、

言
語
地
理
学
で

も
話
者
は
一
地
点
一
名
を
代
表
さ
せ
る
。
「
一
地
点
、
し
た
が
っ
て

一
名
の
報
告
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
信
頼
で
き
な
い
。
強
要
さ
れ
て
、
そ
の
場
で
考

え
だ
し
た
報
告
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
遠
く
は
な
れ
な
い
地

域
の
別
々
の
地
点
で
、
し
か
も
別
々
の
調
査
者
の
答
え
た
報
告
が
同
一
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
］
1
）

は
、
ま
ず
信
頼
し
て
い
い
」
と
す
る
。
地
理
的
分
布
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資

料
の
客
観
性
は
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
七
〇
年
代
の
「
個
別
分
析
法
」
「
地
域

民
俗

学
」
と
連
動
す
る
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
で
強
調
さ
れ
る
、
特
定
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
1
）

者
か

ら
「
村
に
お
け
る
理
念
」
の
み
を
収
集
す
る
こ
と
へ
の
批
判
は
、
や
は
り
論
点
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の

「
す
れ
違
い
現
象
」
を
起
こ
し
て
い
よ
う
。

　
柳

田
国
男
の
確
立
し
よ
う
と
し
た
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
民
俗
学
と
、
七
〇
年
代

に
提
唱

さ
れ
た
一
連
の
民
俗
学
、
両
者
の
民
俗
学
の
相
違
に
関
し
て
は
、
挙
げ
れ
ば

切

り
が
な
い
の
で
、
別
稿
を
用
意
す
る
と
し
て
、
両
者
は
基
本
的
認
識
も
方
法
論
も
、

ま
た
お
そ
ら
く
目
的
も
異
に
す
る
、
全
く
別
な
民
俗
学
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
今

後
、
充
分
認
識
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
本
節
の
前
提
に
戻
っ
て
付
加
す

れ

ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者
は
前
者
が
「
存
立

基
盤
」
と
し
て
い
た
「
地
域
差
1
1
時
代
差
」
を
否
定
し
、
「
地
域
差
」
の
意
味
を
、

そ
れ
を

生
み
出
し
て
い
る
も
の
を
別
な
も
の
に
求
め
た
の
で
あ
り
、
別
な
も
の
と
は

明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
伝
承
母
体
の
歴
史
的
社
会
的
構
造
、
種
族
文
化
複
合
1
1

民
俗
の
起
源
の
相
違
な
ど
が
、
そ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

地
域
差
は
何
を
示
す
の
か
と
い
う
命
題
自
体
が
、
命
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
暖
昧
な
ま
ま
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
方
が
、
実
は
的
確
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

八
　
「
地
域
差
」
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の

　
そ

れ
で

は
、
民
俗
の
「
地
域
差
」
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
に
は
、
中
央
か
ら
の

波
状
伝
播
に

よ
る
時
代
差
（
周
圏
的
拡
延
の
反
映
と
し
て
の
先
後
関
係
）
の
ほ
か
に
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
か
、
も
ち
ろ
ん
民
俗
学
内
部
に
も
周
圏
論
の
盲

目
的
な
追
従
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
で
考
え
ら
れ
て
き
た
い
く
つ

か
の

説

を
、
ま
た
そ
の
際
の
注
意
事
項
も
含
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
い

う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
宮
本
常
一
の
見
解
で
あ
り
、
「
一
般

民

俗
の
な
か
に
あ
っ
て
周
圏
現
象
の
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
の
は
年
中
行
事
で
あ
っ

た
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
実
は
こ
の
方
法
で
解
決
で
き
な
い
現
象
も
多
」
く
、
「
民
俗

分
布
の
地
域
差
を
つ
く
り
出
し
た
条
件
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
1
）

次
の

よ
う
な
諸
「
条
件
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　
宮
本

自
身
の
言
葉
は
あ
ま
り
整
合
的
で
な
い
の
で
（
　
）
内
に
要
点
を
補
え
ば
、

①
民
族
的

な
違
い
、
②
海
の
生
活
者
（
漁
業
形
態
の
相
違
）
、
③
藩
制
・
宗
派
に
よ

る
違
い
（
地
域
社
会
の
文
化
の
受
容
度
の
差
）
、
④
先
縦
形
式
と
あ
と
か
ら
入
っ
て

き
た
も
の
（
そ
の
地
に
元
あ
っ
た
先
縦
文
化
の
規
制
と
そ
の
継
承
の
あ
り
方
）
、
⑤

地
理
的
条
件
に

よ
る
違
い
（
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
場
合
地
理
的
条
件
と
い
う
語
は

馴
染
ま
な
い
が
、
具
体
的
に
は
地
形
・
地
質
・
気
候
と
い
っ
た
自
然
的
諸
条
件
）
の

五
つ
で

あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
具
体
的
に
細
か
く
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
1
）

　
①
の
民
族
的
な
違
い
に
つ
い
て
は
、
岡
正
雄
の
種
族
文
化
複
合
と
も
関
連
し
よ
う

が
、
た
だ
宮
本
の
場
合
は
自
在
鈎
／
鉄
輪
、
カ
マ
ド
／
イ
ロ
リ
、
同
族
結
合
／
姻
戚

の

強
い
つ
な
が
り
、
頭
上
運
搬
の
有
無
な
ど
、
個
々
の
習
俗
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
を
読

み
込
む
一
つ
の
条
件
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
っ
て
、
岡
の
よ
う
な
文
化
要
素
の
連
関

性
に

つ
い
て

ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
②
の
海
の
生
活
者
は
、
海
女
・
家
船
の
系
統

と
そ
の
習
俗
の
違
い
、
ま
た
飽
採
り
や
捕
鯨
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
系
統
と
の
相
違
な

ど
に
言
及
す
る
。
こ
こ
だ
け
生
業
一
般
で
は
な
く
漂
白
漁
民
の
み
の
説
明
と
、
他
項

と
の
次
元
の
相
違
を
感
じ
る
が
、
後
の
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
、
生
産
様
式
の
相
違

全
般
に
広
が

る
要
件
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
③
の
藩
制
・
宗
派
に
よ
る
違
い
は
、
地
域
差
は
「
地
域
社
会
の
文
化
の
受
容
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度
の
差
に
よ
っ
て
も
L
起
こ
る
と
し
て
、
「
こ
の
受
容
度
は
政
治
的
条
件
・
宗
教
の

影
響

な
ど
に
よ
る
こ
と
が
多
い
」
と
す
る
よ
う
に
、
藩
制
・
宗
派
に
よ
る
違
い
は
そ

の

具
体
例
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
論
議
は
抽
象
化
し
て
い
う
な
ら

「
地
域
社
会
の
文
化
の
受
容
度
」
に
つ
い
て
と
換
言
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
般

に

関
東
地
方
以
外
の
天
領
と
、
近
世
初
頭
に
領
主
の
交
代
し
な
か
っ
た
諸
藩
に
、
中

世
以
来
の

旧
制
度
が
残
る
の
に
対
し
、
近
畿
地
方
は
新
し
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
が
、

近
畿
内
で
も
天
領
に
古
風
が
残
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
、
政
治
が
最
も
影
響
を
与

え
る
の
は
社
会
制
度
と
そ
れ
に
伴
う
習
俗
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
年
中
行
事
は
宗
教

に

よ
っ
て
変
改
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
す
る
。
真
宗
地
帯
で
は
農
耕
儀
礼
が
著
し
く

衰
退
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
村
の
な
か
に
大
き
な
瓦
屋
根
の
寺
が
あ
り
、
火
葬
ゆ

え
に
両
墓
制
を
見
出
さ
な
い
が
、
た
だ
火
葬
の
方
法
に
両
墓
制
の
痕
跡
を
見
出
せ
、

死
体

を
焼
く
と
こ
ろ
と
墓
地
が
著
し
く
離
れ
て
い
る
と
も
い
う
。

　
逆
に
年
中
行
事
に
古
風
を
残
し
て
い
る
の
は
天
台
・
真
言
・
日
蓮
・
禅
宗
で
、
こ

れ

ら
の
地
で
は
明
治
初
頭
ま
で
強
い
神
仏
習
合
が
見
ら
れ
、
ま
た
寺
領
を
所
有
す
る

こ
と
が
多
く
、
真
宗
・
キ
リ
シ
タ
ン
宗
の
よ
う
に
教
義
的
に
布
教
す
る
方
式
で
は
な

か
っ

た

こ
と
が
、
古
風
を
残
し
た
要
因
と
考
え
る
。
宮
座
も
前
者
の
地
に
濃
く
残
り
、

真
宗
・
浄
土
な
ど
の
念
仏
宗
門
の
地
で
は
逆
で
あ
る
が
、
真
言
・
天
台
の
地
で
も
東

北
地
方
に
宮
座
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
民
族
的
な
違
い
の
ほ
か
、
一
つ
は
村
の
古
さ

が
問

題
に

な
る
と
し
、
ま
た
東
北
地
方
は
中
央
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
い
っ
た
人
々
が

上
層
階
級
を
作
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
族
の
神
の
一
つ
が
村
の
氏
神
に
な
っ
た
例
が
極

め
て
多
い
と
も
い
う
。

　

④
の
先
縦
形
式
と
あ
と
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
は
、
①
の
民
族
の
違
い
と
は
ニ
ュ

ア

ン

ス

を

異
に

し
、
そ
の
地
に
元
ど
う
い
う
文
化
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に

継
承

さ
れ
た
か
、
前
代
文
化
の
継
承
の
度
合
い
の
大
小
が
地
域
差
を
生
じ
さ
せ
る

力
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
例
え
ば
長
崎
五
島
は
小
家
族
制
で
本
分
家
が
強
く
な
い

が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
同
族
結
合
の
強
い
一
族
が
あ
り
、
村
を
政
治
的
経
済
的
に

支
配
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
世
初
期
に
島
外
か
ら
移
住
し
、
島
民
の
よ
う
な
均
分
相

続

を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
し
、
こ
れ
ほ
ど
顕
著
で
な
く
て
も
西
日
本
に
は

全
般
的

に

こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　
宮
本
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
家
族
構
造
の
よ
う
な
も
の
は
、
居
住
が
変
わ
っ
て
も

元
々
の
習
俗
を
継
承
す
る
が
、
生
産
様
式
な
ど
は
土
地
の
習
俗
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が

多
い
と
し
、
畑
の
多
い
地
方
の
傾
斜
畑
と
牧
畑
の
段
々
畑
の
相
違
は
、
前
者
が
焼
畑

を

先
縦
文
化

と
し
て
持
つ
こ
と
に
帰
す
る
と
い
う
。
背
負
い
梯
子
と
天
秤
棒
の
分
布

の

相
違
も
、
単
に
地
形
の
如
何
で
は
な
く
先
縦
形
式
の
影
響
が
あ
る
こ
と
、
田
の
形

の

相
違
も
西
日
本
の
方
が
広
い
が
、
そ
れ
に
伴
う
農
耕
に
牛
を
利
用
す
る
か
否
か
も
、

先
縦
文
化
が
次
の

文
化
を

規
制
し
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
例
は
有
形
文
化
に
多
い
と

し
て
い
る
。

　
⑤
の
自
然
的
諸
条
件
に
よ
る
違
い
で
は
、
地
理
的
位
置
と
し
て
島
や
山
中
に
古
い

も
の
が
残
り
や
す
い
こ
と
、
地
形
が
規
制
し
て
い
る
例
と
し
て
は
飛
騨
白
川
村
の
大

家
族
制
を

あ
げ
、
傾
向
の
相
似
た
白
山
麓
の
石
徹
白
・
白
峯
と
比
較
し
て
、
焼
畑
が

で
き
る
か
否
か
と
そ
れ
に
伴
う
分
家
制
限
が
、
白
川
村
に
特
異
な
現
象
を
生
み
出
し

た

と
す
る
。
村
の
形
も
地
形
に
よ
る
規
制
を
受
け
、
散
村
形
式
を
と
る
ぽ
か
り
で
な

く
濃
厚
な
隠
居
分
家
制
の
分
布
を
み
る
と
す
る
ほ
か
、
地
質
が
影
響
を
与
え
る
の
は
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耕
地
に

関
す
る
も
の
で
、
花
崩
岩
の
崩
壊
し
た
砂
壌
土
地
帯
に
は
焼
畑
が
少
な
く
定

畑
が

発
達

し
、
砂
壌
土
で
も
古
生
層
の
結
晶
片
岩
の
崩
壊
し
た
地
帯
で
は
ト
ウ
モ
ロ

コ

シ

の

栽
培
が
盛
ん

で
、
ま
た
こ
れ
を
粉
に
す
る
食
習
が
広
く
行
な
わ
れ
る
。
た
だ

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
火
山
灰
土
地
帯
で
も
栽
培
さ
れ
る
が
、
火
山
灰
土
地
帯
で
は
ま
た

草
地
が
多
く
、
牛
馬
の
放
牧
と
そ
れ
に
伴
う
習
俗
を
見
る
と
い
う
。

　

ま
た
山
地
の
林
相
は
、
土
地
所
有
形
態
と
深
い
関
係
を
持
つ
と
し
て
、
針
葉
樹
林

帯
は
個
人
所
有
で
山

地
利

用
が
早
く
か
ら
進
み
、
草
生
地
が
入
会
・
共
有
地
に
な
っ

て

い

る
の
に
対
し
、
広
葉
樹
林
帯
で
は
共
有
地
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
共
有
の
あ
り

方
に
村
の
性
格
を
読
み
取
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
気
候
は
、
住
居
・
衣
服
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
と
し
、
住
居
は
同
時
に
家
族
構
造
に
影
響
を
与
え
、
太
平
洋
岸

は
農

家
の
建
物
は
小
さ
く
屋
敷
内
に
分
散
し
て
い
る
が
、
東
北
・
北
陸
の
寒
冷
地
帯

で
は
母
屋
が

著
し
く
大
き
く
直
系
・
傍
系
家
族
を
含
む
形
態
を
生
む
要
因
に
な
る
と

す

る
。
服
装
で
は
寒
冷
地
に
袴
類
、
温
暖
地
帯
で
は
腰
巻
と
い
っ
た
差
が
あ
り
、
ま

た

有
形
文
化
だ
け
で
な
く
台
風
の
多
い
西
南
日
本
で
は
二
百
十
日
を
中
心
に
風
祭
り

が

あ
る
の
に
対
し
、
東
北
日
本
で
は
雨
風
祭
り
は
一
〇
月
末
に
多
い
と
指
摘
す
る
。

　
以
上
長

く
な
っ
た
が
、
宮
本
は
こ
の
よ
う
に
「
い
ろ
い
ろ
の
条
件
が
習
俗
に
地
域

差
を

生
ぜ

し
め
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
ま
と
め
と
し
て
「
習
俗
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の

は
そ

の

民
族
性
と
生
活
お
よ
び
生
産
様
式
の
な
か
に
あ
っ
て
、
他
の
条
件
は
習
俗

を

さ
さ
え
る
か
、
複
合
せ
し
め
る
か
、
ま
た
消
す
彼
割
を
は
た
し
て
い
る
も
の
が
多

い
」
と
述
べ
、
「
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
こ
ん
に
ち
の
研
究
で
は
ま
だ
何
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
｜
）

も
つ
き
と
め
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
論
を
閉
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

　
宮
本
の
こ
の
論
は
、
近
年
、
日
本
文
化
の
東
西
比
較
論
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ

て

い

る
が
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
観
点
は
二
項
対
立
的
な
類
型
論
で
は
な

く
、
民
俗
分
布
の
相
違
を
前
提
と
し
た
（
地
図
に
は
落
と
さ
れ
て
い
な
い
が
）
、
地

域
差
を

生
成
す

る
各
種
の
要
因
、
変
形
さ
せ
る
条
件
の
議
論
で
あ
っ
て
、
方
法
も
演

繹
的

な
区
分
論
で
は
な
く
、
長
島
ら
の
操
作
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
全
国
行
脚
の
豊
冨
な
調
査
経
験
に
基
づ
く
仮
説
で
あ
っ
て
、
個
別
な
そ
の
仮
説

は
今
後
一
つ
ず
つ
検
証
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
特
に
興
味
深
い
の

は
、
従
来
一
律
に
考
え
ら
れ
て
き
た
民
俗
の
種
類
と
質
（
性
格
）
を
区
別
し
て
、
そ

れ
を

変
化
・
変
形
の
条
件
で
考
察
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
宮
本
は

こ
の
論
稿
の
導
入
と
し
て
、
常
民
文
化
研
究
所
で
行
わ
れ
た
笙
の
全
国
調

査
の
例
を
挙
げ
、
笙
そ
の
も
の
は
全
国
的
に
分
布
し
な
が
ら
も
「
笙
の
方
言
は
笙
の

形
態

と
は
別
な
分
布
を
し
て
い
た
」
と
し
、
東
北
で
は
ド
・
ド
ウ
以
外
の
言
葉
は
受

け

入
れ
て

い

な
い
が
、
「
こ
の
よ
う
な
現
象
は
ど
う
し
て
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

（
……

）
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
の
疑
問
こ
そ
が
彼
の
研
究
の
動
機
、
そ
し
て
目
的
で
も

あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
膨
大
な
著
作
の
根
底
を
支
え
る
一
つ
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
っ

て

よ
い
。
宮
本
の
こ
う
し
た
視
角
は
、
千
葉
徳
爾
の
一
連
の
研
究
に
も
通
じ
る
も
の

で

あ
り
、
千
葉
に
は
こ
の
宮
本
論
稿
と
も
軌
を
一
に
し
た
民
俗
と
自
然
条
件
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

を

扱
っ
た
論
文
も
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
提
の
地
域
差
を
生
成
し
て
い
る
も
の

と
、
宮
本
の
動
機
の
疑
問
に
関
連
す
る
も
の
に
限
定
し
て
論
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
1
）

　
千
葉
は

山
口
弥
一
郎
の
「
名
子
制
度
の
地
理
的
分
布
」
を
検
討
し
、
名
称
と
制
度

の

ず
れ

を
問
題
と
す
る
。
「
周
圏
的
分
布
の
原
理
を
適
用
す
る
の
は
、
伝
承
の
種
類

や
性

質
を
具
体
的
に
よ
く
考
え
て
そ
の
上
に
な
す
べ
き
で
あ
」
る
と
の
指
摘
は
当
然

で

あ
る
が
、
言
語
伝
承
以
外
で
も
周
圏
的
な
形
を
と
る
も
の
に
は
、
ほ
か
に
も
小
正
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月
の
訪
問
者
、
水
の
精
霊
と
し
て
の
河
童
、
稲
積
の
頭
部
の
飾
り
の
意
味
な
ど
が
あ

り
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
文
化
の
伝
播
と
は
「
そ
れ
を
要
求
す
る
地

域
の
住
民
の
文
化
的
進
展
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
消
滅
の
過
程
も
同
様
で
、

住
民
に

よ
っ
て
そ
れ
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
く
。
伝
承
の
分
布
形
態
と
し
て
の
周
圏
的

な
点
は
類
似
し
て
い
て
も
、
新
文
化
そ
の
も
の
の
堆
積
（
累
積
）
現
象
と
、
旧
文
化

が
侵
食
さ
れ
失
わ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
表
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
名
子
制
度

は
後
者
の

例
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
千
葉
は
、
文
化
の
均
質
な
伝
播
を
歪
め
る
力
を
考
察
し
、
物
資
の

移
動
や
民
族
の

移
住
に

よ
る
文
化
伝
播
は
、
地
理
的
な
差
異
や
障
害
と
受
容
側
の
地

域
社
会
の
構
造
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
反
発
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
民
俗
の
性
格

や
伝
承
の

伝
播
の
仕
方
に
よ
り
、
そ
の
分
布
形
式
は
異
な
っ
て
く
る
と
す
る
。
こ
れ

を

考

え
て
い
く
に
は
、
文
化
の
伝
播
を
単
純
な
文
化
事
象
の
隣
接
的
伝
播
で
は
な
く
、

歴
史
的

に
形
成

さ
れ
た
地
域
の
構
造
が
受
け
と
め
た
も
の
、
ま
た
形
成
し
て
い
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
1
）

の

と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
起
し
、
こ
れ
を
「
地
域
の
受
容
構
造
」
と
呼
ぶ
の
で
あ

る
。

　

ま
た
言
語
現
象
以
外
に
周
圏
的
な
分
布
が
見
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
年
中
行
事
だ

け

で

な
く
、
伝
播
の
困
難
な
社
会
組
織
や
制
度
に
も
、
山
口
の
あ
げ
た
名
子
制
度
や

肥
後
和
男
の
示
し
た
宮
座
制
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
地
域
社
会
に
お
け
る
民
間
信

仰
の
形
態
の
表
わ
れ
方
に
も
、
周
圏
的
な
配
置
関
係
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と

し
て
、
萩
原
龍
夫
・
桜
井
徳
太
郎
ら
の
示
し
た
伊
勢
信
仰
を
例
に
あ
げ
、
そ
れ
ら
に

検
討
を

加
え

る
（
逆
に
稲
架
の
分
布
は
、
必
ず
し
も
同
心
的
に
は
拡
が
ら
な
い
事
例

と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
）
。

　

そ
の
結
果
、
例
え
ば
伊
勢
信
仰
は
、
近
畿
を
中
心
に
氏
神
と
し
て
伊
勢
皇
大
神
宮

を
祭
る
も
の
が
多
く
、
宮
座
の
形
成
す
ら
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
中
部
・
関
東
あ
る

い

は
中
国
・
四
国
地
方
で
は
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
神
格
に
ま
で
は
高
め
ら
れ
ず
、

そ

の

下
に
位
置
す

る
社
格
の
神
明
社
が
多
く
、
田
屋
神
明
の
段
階
で
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
僻
遠
の
地
方
で
は
代
参
的
な
伊
勢
講
の
み
組
織
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

家
々
の
神
棚
に
札
が
祀
ら
れ
る
だ
け
と
い
っ
た
分
布
状
況
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
う

し
た
分
布
が
巨
視
的
に
周
圏
的
な
の
は
、
地
域
構
造
そ
の
も
の
が
巨
視
的
に
周
圏
的

だ

か

ら
、
す
な
わ
ち
「
地
域
構
造
の
周
圏
性
」
の
た
め
で
あ
っ
て
、
国
家
権
力
も
ま

た
そ
の

政
治
的

中
心
か
ら
の
距
離
に
対
応
し
て
、
地
域
社
会
に
そ
の
行
政
力
を
浸
透

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
1
）

さ
せ
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
（
な
お
千
葉
は
民
俗
芸
能
に
関
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
1
）

そ

れ
を

例

に
同
様
な
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
）
。

　
宮
本
や
千
葉
の
研
究
か
ら
は
、
こ
う
し
た
文
化
の
受
容
構
造
を
考
え
る
必
要
性
、

そ
の
モ
デ
ル
を
作
る
べ
き
こ
と
が
提
起
さ
れ
よ
う
。
そ
の
際
ま
た
、
伝
播
し
や
す
い

民
俗
と
そ
う
で
な
い
民
俗
、
自
然
環
境
に
影
響
を
受
け
や
す
い
民
俗
と
そ
う
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
1
）

も
の
、
あ
る
い
は
変
化
し
や
す
い
も
の
と
変
化
し
に
く
い
も
の
と
い
っ
た
、
個
々
の

民
俗
の
性
格
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
宮
本
の
研
究
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
文
化
の
受
容
構
造
と
個
々
の
民
俗
の
性
格
と
の
相
互
関
係
等
が
考
察
さ
れ
て

い

く
べ
き
で
あ
る
が
、
民
俗
学
で
は
こ
う
し
た
至
っ
て
基
礎
的
な
研
究
も
、
こ
れ
ま

で
全
く
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
林
太

良
は
ウ
エ
ス
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
の
研
究
を
紹
介
し
、
「
農
業
技
術
は
生
態
学

的
要
因
の

影
響
を

受
け

易
く
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
政
治
的
統
合
も
間
接
的
に
自
然

の

影
響
を

受

け
る
が
、
父
系
と
か
双
系
と
い
っ
た
出
自
な
ど
は
自
然
環
境
の
影
響
を
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（
O
r
し
ー
）

あ
ま
り
受
け
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
文
化
要
素
ご
と
の
個
別
な
検
証

が
、
今
後
蓄
積
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て

宮
本
の

論
考
に
は
、
社
会
組
織
に
関
し
、
従
来
の
社
会
人
類
学
の
見
解
と
は
か
な
り

異
質
な
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
が
（
宮
座
・
隠
居
分
家
制
・
家
族
構
造
・
拡
散
型
家

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
5
1
）

屋
構
造
・
村
落
構
造
な
ど
）
、
　
こ
れ
も
変
形
の
条
件
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
の
検
証

は
具
体
的
に
フ

ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
確
認
、
累
積
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

九

文
化
の
受
容
構
造

　
　
ー
受
容
・
変
形
・
再
統
合
の
過
程
ー

　
筆
者
の
地
域
性
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
の
受
容

構
造
の
研
究
（
千
葉
の
使
う
意
味
と
は
若
干
違
う
が
）
、
ま
た
そ
の
モ
デ
ル
の
構
築

に

向
け
た
議
論
に
収
敏
し
て
い
く
が
、
同
様
な
研
究
を
展
開
し
て
き
た
言
語
地
理
学

や
文
化
地
理
学
の

動
向
・
方
法
も
踏
ま
え
て
、
そ
の
モ
デ
ル
の
構
築
に
向
け
て
論
を

進
め
た
い
。

　

こ
の
文
化
の
受
容
構
造
の
研
究
が
、
福
田
の
「
個
別
分
析
法
」
と
異
な
る
の
は
、

後
者
が

伝
承
母
体

と
称
さ
れ
る
集
団
（
村
落
共
同
体
）
を
想
定
し
、
そ
の
集
団
が
規

制

し
集
団
が
生
成
す
る
よ
う
な
民
俗
の
成
立
過
程
を
（
強
い
て
い
え
ば
消
滅
過
程
も
）
、

歴
史
学
的
・
社
会
学
的
に
、
機
能
主
義
的
な
側
面
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

対

し
、
こ
れ
は
伝
承
母
体
と
い
っ
た
よ
う
な
集
団
概
念
を
放
棄
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
の
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル
（
［
。
＜
。
訂
O
｛
切
O
。
一
〇
・
。
已
＃
弓
巴
芦
吟
o
σ
q
冨
島
O
昌
）

　
　
　
　
　
（
2
5
］
）

と
い
う
操
作
概
念
か
ら
、
ま
た
民
俗
の
種
類
と
性
格
を
分
け
て
、
受
容
・
適
応
・
収

敏
・
変
形
・
再
統
合
の
過
程
を
、
把
握
・
分
析
す
る
視
角
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
未
だ
明
確
な
構
想
が
あ
る
わ
け
で
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
と
し
た
論
を
打
ち
出
せ

な
い
が
、
後
者
の
最
大
の
問
題
点
は
、
か
つ
て
和
歌
森
太
郎
が
「
そ
れ
が
信
仰
伝
承
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
1
）

芸
能
伝
承
な

ど
に
関
し
て
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
疑
義
を
呈
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て

の

民
俗
が

伝
承
母
体

と
い
う
社
会
の
構
造
か
ら
把
握
で
き
る
の
か
と
い
う
一
点
に
尽

き
る
。
た
と
え
社
会
の
構
造
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
共
通
な
民
俗
事
象
が
各

地
に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
理
解
し
い
か
に
把
握
し
処
理
さ
れ
る
べ
き
な

の

か
、
個
別
分
析
法
で
は
分
析
で
き
な
い
も
の
は
排
除
さ
れ
、
分
析
で
き
る
も
の
だ

け
が
分
析
さ
れ
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
か
ら
で
あ
る
。

　
文
化
の

受
容
構
造
の
研
究
は
、
実
際
に
は
旧
来
の
民
俗
学
と
個
別
分
析
法
と
の
単

な
る
折
衷
、
あ
る
い
は
個
別
分
析
法
の
修
正
案
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
1
）

れ
を

支
え
る
思
想
（
ル
ー
ト
・
メ
タ
フ
ァ
ー
）
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

千
葉
の
示
唆
す
る
「
文
化
の
受
容
は
そ
れ
を
要
求
す
る
地
域
の
住
民
の
文
化
的
な
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
1
）

展
向
上
」
と
い
っ
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
民
俗
の
意
味
と
い
う
側
面
を
積
極
的
に
視

野
に
含
め

た

も
の
で
あ
り
、
旧
来
の
柳
田
的
な
民
俗
学
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
な
く
、

そ

れ

ま
で
の
成
果
も
積
極
的
に
摂
取
し
統
合
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ

れ
故
、
文
化
の
伝
播
（
及
び
伝
承
）
と
い
う
面
も
受
容
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
再
考

さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
モ
デ
ル
構
築
の
た
め
、
言
語
地
理
学
や
文
化

地
理
学
の
方
法
を
整
理
し
て
、
そ
の
方
向
性
を
示
し
た
い
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
言
語

だ

け

で

な
く
、
民
俗
に
も
適
用
で
き
る
か
と
い
っ
た
注
意
点
の
列
記
に
留
ま
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
1
）

今
の
と
こ
ろ
そ
れ
以
上
は
言
及
で
き
ず
、
文
化
変
化
の
微
視
的
研
究
と
い
う
視
点
も
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含
め
て
、
現
在
佐
渡
で
試
み
つ
つ
あ
る
が
、
モ
デ
ル
化
は
具
体
的
フ
ィ
ー
ル
ド
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
1
）

か
で
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

文
化
伝
播
論
を

受
容
構
造
論
に
組
み
替
え
る
た
め
、
も
う
一
度
か
つ
て
の
波
動
伝

播
説
的

な
諸
研
究
に
注
目
す
る
な
ら
ぽ
、
例
え
ば
日
本
の
民
俗
学
に
も
深
い
影
響
を

与
え
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
の
ク
ー
ロ
ン
は
、
地
理
的
分
布
領
域
の
広
い
伝
承
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
1
）

ほ

ど
古
く
発
生
し
た
と
み
な
し
得
る
と
し
て
い
る
。
地
理
的
歴
史
的
方
法
を
採
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ク
ー
ロ
ン
が
、
時
間
的
先
後
関
係
を
分
布
領
域
の
広
狭
と
い
う
基
準
で
判
断
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
た
の
に
対
し
、
日
本
の
民
俗
学
の
場
合
、
周
圏
論
は
発
生
中
心
か
ら
の
距
離
の

ヘ

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

遠
近

で
、
ま
た
重
出
立
証
法
で
は
変
化
し
に
く
い
と
さ
れ
る
本
質
要
素
か
ら
、
そ
れ

を
判
定
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
前
者
に
比
べ
て
基
準
に
暖
昧
さ
が
残
る
こ

と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
言
語
地
理
学
の

場
合

は
、
そ
の
先
後
関
係
は
周
圏
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
「
隣

接
地
域
の

原
則
」
と
「
周
辺
地
域
の
原
則
」
の
二
つ
の
準
則
で
判
断
さ
れ
る
。
詳
し

く
は
そ
の
専
門
書
に
譲
る
が
、
地
域
差
が
あ
れ
ば
必
ず
分
布
が
あ
る
と
い
う
大
原
則

か

ら
、
「
隣
接
地
域
の
原
則
」
と
は
、
言
葉
は
周
囲
へ
地
面
を
這
う
よ
う
に
広
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
1
）

「
変
化
は
隣
接
の
地
点
間
」
で
起
こ
る
と
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ぽ
新
し
い

外
来
語
で
さ
え
土
地
固
有
の
形
を
得
て
分
布
地
域
を
つ
く
る
が
、
分
布
図
を
解
釈
す

る
と
き
、
A
集
落
に
語
形
a
、
隣
の
B
集
落
に
b
、
そ
の
隣
の
C
集
落
に
c
が
あ
る

場

合
、
語
の
変
化
は
a
↓
b
↓
c
、
c
↓
b
↓
a
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
a
↓
c
、

c
↓
a
で
は
な
い
と
す
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
民
俗
の
場
合
、
そ
の
種
類
と
性
質

に

よ
っ
て
も
違
う
だ
ろ
う
か
ら
、
移
住
や
通
婚
と
い
っ
た
人
の
流
れ
を
よ
り
想
定
し

な

く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
精
緻
な
分
布
の
あ
り
様
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
く
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
周
辺
地
域
の
原
則
」
と
は
、
何
ら
か
の
中
心
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
語
形

が

分
布
し
、
そ
の
土
地
の
周
辺
の
、
互
い
に
非
連
続
の
地
域
に
同
じ
語
形
が
分
布
す

る
と
き
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
古
い
と
推
定
す
る
「
古
語
は
周
辺
に
残
る
」
と
い
う

　
　
　
　
（
0
6
1
）

原
則
で

あ
る
。
た
だ
波
紋
が
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
の
は
稀
で
、
ま
た
常
に
京
都

の

み
が
波
紋
の

中
心
で
は
な
く
、
中
心
地
が
方
々
に
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
播
の
中

心
で

あ
る
場
合
も
あ
り
、
中
心
地
域
を
両
側
か
ら
周
辺
地
域
が
囲
む
よ
う
な
分
布
状

況
を

見

せ
て

い
て

も
、
周
辺
地
域
の
方
言
の
方
が
新
し
い
層
に
属
す
る
こ
と
も
あ
り

得
る
と
さ
れ
る
。
同
一
の
方
言
が
独
自
に
生
ま
れ
た
場
合
や
、
中
心
地
域
の
方
言
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
1
）

各
々
の
地
域
へ
向
け
て
同
様
な
変
化
を
起
こ
し
て
い
っ
た
可
能
性
、
ま
た
移
住
や
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

自
体
の
飛
び
火
的
伝
播
の
可
能
性
も
考
え
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
な
ぜ
な
ら
こ

れ

ら
は
繰
り
返
す
が
、
原
則
（
経
験
則
）
で
あ
っ
て
法
則
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
、
南
九
州
で
周
圏
論
の
帰
納
的
研
究
を
蓄
積
し
て
い
る
小
野

　
　
　
　
（
3
6
1
）

重
朗
の
諸
研
究
に
も
相
通
じ
て
い
よ
う
。
小
野
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
事
象
の
分
布
状

況
の
重
な
り
か
ら
、
同
心
円
上
の
等
値
線
の
中
核
を
地
方
文
化
の
中
心
と
捉
え
、
圏

構
造
の
諸
類
型
を
設
定
し
、
①
単
層
同
心
円
構
造
②
重
層
同
心
円
構
造
③
多
心
圏
構

造
に
分
類

し
て
い
る
。
①
は
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち

新

し
い
文
化
が
古
い
文
化
を
変
え
な
が
ら
伝
播
し
、
外
圏
に
よ
り
古
い
形
、
内
圏
に

よ
り
新
し
い
配
列
を
な
す
の
に
対
し
、
②
は
文
化
を
保
持
す
る
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

し
か
な
く
、
周
辺
に
本
質
的
な
も
の
を
失
い
な
が
ら
形
骸
的
な
も
の
と
な
っ
て
伝
播

し
、
外
圏
に
壊
れ
た
形
、
内
圏
に
よ
り
完
全
な
形
と
い
う
配
列
を
な
し
て
い
る
と
し
、

ま
た
③
は
民
俗
が
消
滅
す
る
過
程
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
仮
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説
の
検
討
は
省
く
が
、
こ
う
し
た
経
験
則
の
蓄
積
と
検
証
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く

必
要
が

あ
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
ア
メ
リ
カ
の
文
化
地
理
学
の
成
果

と
も
大
い
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

　
ア

メ
リ
カ
で
発
展
を
見
た
文
化
地
理
学
は
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
文
化
伝
播
論
を
核
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
1
）

し
た
史
資
料
の
組
織
化
に
起
因
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
研
究
史
の
大
き
な
流
れ
を

回
顧

し
な
が
ら
、
主
と
し
て
そ
の
方
法
の
注
意
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
形
態
の
類
似
性
の
発
生
に
関
し
て
、
そ
れ
を
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
1
）

う
「
民
族
思
念
」
や
「
原
質
思
念
（
精
神
の
斉
一
的
発
生
）
」
に
は
求
め
ず
、
同
一

の

指
標

（道
具
）
で
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
形
態
要
素
の
地
理
学
的
分
布
が
、
地
域

的
に
重

な
り
合
い
な
が
ら
少
し
ず
つ
ず
れ
て
推
移
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
物

質
文
化
の
形
態
の
類
似
性
は
、
形
態
圏
（
分
布
領
域
）
の
中
に
あ
る
特
定
の
中
心
地

か

ら
周
辺
に
向
け
て
の
形
態
要
素
の
伝
播
・
移
動
の
過
程
で
発
生
し
て
い
く
と
し
た
。

こ
の
仮
説
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
形
態
の
類
似
性
は
地
理
的
隣
接
関
係
か
ら
基
本
的

に
説

明
で
き
る
と
し
、
伝
播
の
中
心
は
形
態
要
素
の
数
の
多
い
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い

は

各
々
の
形
態
要
素
の
分
布
の
重
な
る
度
合
い
の
高
い
と
こ
ろ
に
求
め
、
ま
た
伝
播

の

時
間
的
な

先
後
関
係
は
、
形
態
圏
の
広
狭
で
判
断
さ
れ
る
と
し
た
。

　
こ

れ
に

は
古
い
要
素
ほ
ど
遠
方
ま
で
広
が
る
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
そ
の
考
え
は

ク
ー
ロ
ン
と
も
相
似
す
る
が
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
方
法
は
久
武
哲
也
に
よ
れ
ぽ
、
①
形

態
の
類
似
性
②
地
理
的
近
接
性
③
形
態
要
素
の
数
と
時
間
的
先
後
関
係
と
い
う
三
つ

の

独
立
項
目
と
、
そ
の
対
応
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
と
②
の
相
互
連
関
は
、
地
理

的
近
接
性
が
類
似
の
形
態
を
借
用
す
る
機
会
が
多
い
と
い
う
新
し
い
要
素
の
受
容
度

の

可
能
性
が

高
い
と
い
う
仮
定
に
依
拠
し
、
①
と
③
の
連
関
は
、
形
態
要
素
の
複
合

度
が
高
い
ほ
ど
独
自
の
発
明
と
伝
播
の
可
能
性
は
高
く
な
る
と
い
う
仮
定
に
、
ま
た

②
と
③
の
連
関
は
、
地
理
的
分
布
上
の
連
続
し
た
分
布
と
重
な
り
合
い
を
持
つ
と
い

う
前
提
に
立
つ
が
、
こ
れ
ら
三
項
の
相
互
関
係
は
、
い
ず
れ
も
確
率
的
可
能
性
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
正
）

提

と
し
て
、
前
提
そ
の
も
の
の
証
明
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
ド
イ
ッ
の
フ
ロ

　
　
（
7
6
1
）

ベ

ニ

ウ
ス
が
、
形
態
要
素
の
異
な
っ
た
文
化
要
素
（
武
具
、
織
物
、
数
字
等
）
に
置

き
換
え
、
複
数
の
指
標
の
分
布
の
重
な
り
合
い
（
文
化
複
合
）
か
ら
起
源
－
伝
播
の

復
元
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
れ
は
要
素
を
増
や
し
て
推
定
の
蓋
然
性
を
高
め
た
に
過

　
　
　
　
　
　
（
8
6
1
）

ぎ
ず
、
ク
レ
プ
ナ
ー
も
よ
り
安
定
し
た
包
括
的
な
文
化
要
素
を
取
り
上
げ
た
が
、
要

素
間
の
結
び
つ
き
や
統
合
の
問
題
は
不
問
の
ま
ま
で
、
同
じ
問
題
点
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
す
る
ホ
ッ
ジ
ャ
ン
の
批
判
は
、
具
体
的
な
年
代
の
確
定
で
き
る
歴
史

資
料
に
基
づ
き
、
伝
播
過
程
を
復
元
し
た
上
で
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
ホ
ッ
ジ
ャ
ン
に

よ
れ
ば
、
④
地
理
的
に
隣
接
し
て
い
る
地
域
へ
の
文
化
要
素
の
直
接
的
伝
播
は
一
般

的
に
起
こ
っ
て
お
ら
ず
、
多
く
の
場
合
「
あ
る
一
定
の
距
離
を
隔
て
た
伝
播
」
が
確

認
で

き
る
こ
と
、
ω
そ
の
後
の
二
次
的
、
三
次
的
伝
播
過
程
を
追
跡
す
る
と
、
外
方

へ
の

領
域
的
拡
大

と
い
う
こ
と
も
一
般
的
に
は
み
ら
れ
ず
、
最
初
期
の
一
次
的
伝
播

範
囲
内
の
内
部
で
、
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
に
伝
播
は
進
行
し
て
い
く
こ
と
が
確

認

さ
れ
た
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
類
似
性
が
、
独
立
発
生
の
結
果
か
伝
播
受
容
の
結

果
か
自
己
革
新
の
産
物
か
の
決
定
は
、
確
率
論
の
問
題
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
決
定

不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
年
代
確
定
の
証
拠
と
付
き
合
わ
せ
な
い
限
り
、
検
証
し

　
　
　
　
　
（
9
6
1
）

得
な
い
と
し
た
。

　

こ
れ
以
降
ア
メ
リ
カ
の
文
化
地
理
学
研
究
は
、
歴
史
的
・
考
古
的
な
証
拠
に
よ
る

先
後
関

係
の
確
定
が
ま
ず
問
題
視
さ
れ
、
実
証
的
な
伝
播
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
よ
り
問
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（
0
7
1
）

わ
れ

る
と
と
も
に
、
サ
ウ
ア
ー
に
よ
る
「
文
化
景
観
論
」
の
導
入
と
文
化
人
類
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

融
合

し
た
バ
ー
ク
レ
ー
学
派
を
中
心
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
過
程
の
分
析
と
、
そ
の

役
割
伝
播
の
受
容
状
態
や
、
そ
の
結
果
生
じ
る
文
化
要
素
の
形
態
変
化
や
変
型
の
発

生
、
さ
ら
に
は
伝
播
の
過
程
に
直
接
作
用
す
る
、
地
域
的
な
個
々
の
歴
史
的
文
脈
の

復
元
を
扱
っ
た
研
究
が
増
加
し
て
い
く
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
文
化
人

類
学
の

関
心
が
多
様
化
し
、
そ
の
生
態
学
的
地
理
学
的
関
心
は
文
化
地
理
学
に
吸
収

さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
統
計
的
手
法
と
史
料
的
検
証
を
伴
っ
た
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ

文
化
地
理
学
の

一
大
特
徴

と
な
り
、
今
日
ア
メ
リ
カ
で
は
地
理
学
者
の
六
人
に
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
1
）

は
文
化
地
理
学
を

自
称
す
る
ほ
ど
、
地
理
学
の
主
流
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
現
在
は
大
前
提
的

な
理
論
研
究
よ
り
、
個
別
的
な
研
究
の
蓄
積
の
段
階
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
文
化
地
理
学
に
対
す
る
全
体
的
な
反
省
と
批
判
も
あ
る
こ
と
を
付
け

加
え

て

お

こ
う
。
バ
ー
ク
レ
ー
学
派
の
自
己
批
判
と
し
て
は
、
①
研
究
が
原
始
的
な

生
業
形
態
や
伝
統
的

な
民
俗
社
会
及
び
生
物
相
に
偏
り
、
都
市
文
化
や
経
済
・
流
通

あ
る
い
は
制
度
的
な
側
面
が
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
他
者
批
判
と
し
て

は
、
②
物
質
的
産
物
に
偏
っ
て
、
人
間
の
観
念
や
シ
ン
ボ
ル
あ
る
い
は
価
値
判
断
や

言
語
活
動

な
ど
の
側
面
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ

リ
ス
の
文
化
地
理
学
で
は
、
文
化
の
階
層
化
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
形
態
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
1
）

変
遷
も
扱
わ
れ
、
社
会
地
理
学
と
の
接
近
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
〇
　
操
作
概
念

と
し
て
の
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル

　
一
方
こ
う
し
た
文
化
地
理
学
的
研
究
に
対
し
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
系
譜
を
引
き
な
が

ら
も
、
文
化
人
類
学
的
な
方
向
に
向
か
っ
た
C
・
ウ
イ
ス
ラ
ー
ら
の
文
化
領
域
・
年

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
1
）

代
領
域
の
定
式
化
は
、
ド
イ
ツ
文
化
圏
説
と
方
法
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

そ

れ
を

支

え
る
思
想
は
ド
イ
ッ
歴
史
主
義
の
延
長
で
あ
っ
て
、
文
化
圏
説
の
よ
う
な

通
文
化
的

側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
別
の
原
住
民
部
族
の
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
環

境
へ
の
適
応
の
側
面
や
そ
の
部
族
の
特
徴
を
支
え
て
い
る
、
統
合
的
な
文
化
単
位
の

形
成
過
程
の

方
に
関
心
が
展
開
し
て
い
く
。
た
だ
ウ
イ
ス
ラ
ー
の
文
化
領
域
論
は
、

そ

れ
が
時

間
へ
転
換
し
た
も
の
を
年
代
領
域
と
し
、
一
般
に
広
い
分
布
を
持
つ
も
の

は
、
限
定
さ
れ
た
分
布
よ
り
古
い
時
代
に
伝
播
さ
れ
た
も
の
と
い
う
仮
説
で
あ
っ
て
、

周

圏
論
的
な
原
理
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

ウ
イ
ス
ラ
ー
の
こ
の
流
れ
は
、
一
つ
は
ボ
ア
ツ
に
よ
っ
て
文
化
の
統
合
様
式
と
そ

の

生
成
過
程
に
作
用
す

る
個
別
の
歴
史
的
文
脈
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
。
ボ
ア
ツ

は

ラ
ッ
ツ
ェ
ル
流
の
個
別
の
差
異
を
、
均
質
化
し
同
化
し
て
い
く
類
似
性
の
拡
大
過

程

と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
伝
播
過
程
が
「
差
異
」
を
生
み
出
し
、
次
第
に
独
自
の

分
化

（エ
法
雪
。
葺
一
①
↓
」
o
ロ
）
を
遂
げ
て
い
く
も
の
と
み
な
し
、
差
異
や
変
形
を
生
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
1
）

出
す
、
そ
の
地
域
的
・
部
族
的
条
件
の
方
を
重
視
し
て
い
く
。
こ
れ
と
連
関
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
了
1
）

ら
も
一
方
の
文
化
領
域
論
は
、
生
態
学
的
な
観
点
を
導
入
し
た
ク
ロ
ー
バ
ー
に
よ
っ

て

大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
、
領
域
よ
り
も
区
分
は
文
化
内
容
の
集
約
度
に
求
め
ら

れ
、
ま
た
文
化
過
程
の
解
明
が
目
的
と
な
っ
て
、
そ
れ
ら
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
ら
の
多
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系
進
化
論
、
文
化
変
化
の
研
究
（
新
進
化
主
義
）
に
向
っ
て
い
く
。

　
J
・
H
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
文
化
地
理
学
・
文

化
人
類
学
の
バ

ー
ク
レ
ー
学
派
的
伝
統
の
な
か
で
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
1
）

関
心
は
、
そ
の
目
的
が
「
文
化
変
化
の
諸
原
因
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
す
る

よ
う
に
、
文
化
変
化
の
多
系
進
化
に
み
ら
れ
る
通
文
化
的
な
規
則
性
の
発
見
に
あ
っ

た
。
世
界
の
異
な
る
地
域
で
個
別
的
に
起
こ
っ
た
文
明
化
の
過
程
に
、
何
百
と
い
う

潜
在
的
変
化
の
な
か
か
ら
通
文
化
的
な
規
則
的
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、
同
じ
よ
う

な
環
境
に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
な
生
態
学
的
な
適
応
過
程
と
類
似
の
レ
ベ
ル
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
1
）

文
化
的
統
合
の

結
果
で

あ
る
と
し
た
。
ま
た
文
化
領
域
の
概
念
は
歴
史
的
深
さ
が
考

慮
に
入
れ

ら
れ
る
と
、
そ
の
有
効
性
を
失
う
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
文
化
中

心

（文
化
極

相
）
と
境
界
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
、
②
あ
る
文
化
は
そ
の

地
域
の

前
後
の
文
化
よ
り
も
他
地
域
の
文
化
に
類
似
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
③
領

域
の

部
分
は
伝
播

し
た
文
化
要
素
の
点
か
ら
み
て
基
本
的
伝
統
を
表
し
な
が
ら
も
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
1
）

な
る
構
成
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
ほ
か
、
ま
た
文
化
領
域
論
で
は

領
域
内
の
伝
播
に
起
因
す
る
画
一
性
や
類
似
性
に
は
注
意
は
払
う
が
、
各
領
域
は
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
8
1
）

本
的
に
他
の
す
べ
て
の
領
域
と
異
な
る
と
考
え
て
い
る
と
批
判
し
た
。
彼
は
文
化
領

域
の

代
わ
り
に
文
化
型
と
い
う
概
念
を
設
定
し
、
文
化
の
タ
イ
プ
を
分
類
し
た
が
、

そ

の

際
重
視

し
た
の
は
、
①
生
態
学
的
適
応
の
ほ
か
に
②
歴
史
的
発
展
と
③
社
会
・

政
治
・
宗
教
の
型
で
あ
り
、
従
来
の
文
化
領
域
説
で
は
部
分
的
生
態
学
適
応
ま
で
は

解
明
で
き
る
と
し
て
も
、
社
会
文
化
統
合
（
°
・
o
昆
o
占
巳
言
墨
＝
葺
o
σ
Q
目
①
亘
o
昌
）
の
レ

ベ

ル
を

無
視

し
て
は
、
文
化
を
全
体
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
し
た
。

　

今
日
、
新
進
化
主
義
の
流
れ
は
、
一
方
の
唱
導
者
ホ
ワ
イ
ト
と
そ
の
門
下
サ
ー
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
］
）

イ
ス
や
サ
ー
リ
ン
ズ
の
系
統
が
主
流
で
あ
り
、
ま
た
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類

学
が
広
領
域
化

し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
研
究
が
、
文
化
生
態
学
の

分
野
の

な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
、
筆
者
に
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ

の

功
績
の
一
つ
は
、
文
明
や
複
合
社
会
・
現
代
社
会
の
分
析
も
視
野
に
含
め
た
操

作
概
念

と
し
て
、
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル
と
い
う
枠
組
み
を
用
意
し
た
こ
と
に

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
従
来
の
人
類
学
の
方
法
が
、
「
現
代
国
家
の
研
究
や
こ
れ
ら
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

家
の
影
響
下
に
あ
る
土
着
の
人
々
の
文
化
移
入
の
際
に
出
く
わ
す
あ
ら
ゆ
る
現
象
を

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
1
）

処
理
す

る
に
は
不
十
分
」
で
あ
る
と
し
て
、
文
化
に
は
例
え
ぽ
家
族
次
元
、
民
俗
社

会
次
元
、
国
民
文
化
次
元
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル
が
あ

る
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
各
統
合
レ
ベ
ル
の
葛
藤
と
均
衡
か
ら
、
文
化
変
化
を
捉

え
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

日
本
で
は
一
種
の
地
域
性
研
究
（
領
域
論
）
と
も
さ
れ
て
い
る
米
山
俊
直
の
「
小

　
　
　
　
（
3
8
1
）

盆
地
宇
宙

論
」
も
、
こ
の
枠
組
み
に
則
っ
て
い
る
が
、
山
口
麻
太
郎
が
い
っ
た
郷
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
1
）

意
識
か

ら
視
野
的
に
み
た
「
中
間
領
域
」
の
設
定
や
、
ま
た
関
敬
吾
が
ド
イ
ッ
の
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
1
）

ル

ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
法
の
紹
介
で
述
べ
た
「
伝
統
圏
（
と
共
同
体
圏
）
」
の
概
念
の
導
入

も
、
同
じ
志
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
れ
ら

と
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
い
う
社
会
文
化
的
統
合
の

レ

ベ

ル

と
は
、
単
に
集
団
が
同
心
円
的
に
層
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
た
地
理
的
拡
が

り
を
表
わ
す
概
念
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
文
化
移
入

と
変
形
を
生
み
出
す
構
造
（
文
化
変
化
）
を
捉
え
る
た
め
の
操

作
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
従
来
の
文
化
領
域
研
究
が
文
化
そ
れ
自
体
を
、

人

間
集
団
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
独
自
の
自
律
的
運
動
を
持
ち
、
人
間
集
団
の
維
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持

に

と
っ
て
強
制
と
し
て
作
用
す
る
と
い
っ
た
、
ク
ロ
ー
バ
ー
の
「
文
化
超
有
機
体

説
」
に
規
定
さ
れ
、
人
間
集
団
の
文
化
を
環
境
の
影
響
や
自
然
環
境
へ
の
適
応
と
い

う
面
か
ら
一
元
的
に
説
明
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ッ
景
観
論
の
影
響
を
受
け
た

文
化
景
観
論

と
同
様
、
環
境
ー
人
間
ー
文
化
と
い
う
三
つ
の
相
互
作
用
と
し
て
、
環

境
自
体
が
既
に
長
期
の
文
化
の
介
入
を
受
け
入
れ
た
結
果
と
し
て
位
置
付
け
た
点
に

あ
ろ
う
。
環
境
決
定
論
へ
の
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
の
文
化
要
素
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
を
移
入
し
、
そ
の
統
合
を
生
み
出
し
て
い
く
独
自
の
発
展
的
プ
ロ
セ
ス

　
　
　
　
（
6
8
1
）

と
そ
の
構
造
に
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
関
心
と
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
に
わ
か
に
再
開
さ
れ
た
文
化
人
類
学
的
な
日
本
の
文
化

領
域
論
が
、
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
領
域
の
設
定
が
ど
う
な
さ
れ
る
の
か
、

境
界
の
流
動
性
と
い
う
歴
史
的
変
化
は
ど
う
扱
わ
れ
る
の
か
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
か

　
　
　
　
（
7
8
1
）

ら
は
皆
目
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
岡
正
雄
の
種
族
文
化
複
合
と
い
う
視
角

が

見

え
隠
れ
し
て
い
る
。
柳
田
が
『
蝸
牛
考
』
で
当
時
提
示
さ
れ
た
方
言
区
画
論
に

対

し
、
「
大
雑
把
な
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
は
方
言
の
知
識
は
『
学
』
に
な
る

　
　
　
（
8
8
1
）

見
込
は

な
い
」
と
痛
烈
な
批
判
を
込
め
た
こ
と
を
図
ら
ず
も
想
起
す
る
。
何
も
筆
者

は
、
日
本
の
文
化
領
域
論
を
全
面
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
の
目
指
し
て
い

る
も
の
が
見
え
ず
、
ま
た
日
本
の
よ
う
な
政
治
に
よ
る
統
合
の
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
領

域
区

分
は
可
能
な
の
か
、
方
法
的
に
も
疑
問
は
尽
き
な
い
。
そ
れ
が
本
稿
で
紹
介
し

た

よ
う
な
そ
の
研
究
史
や
、
地
域
差
と
は
何
を
示
す
の
か
と
い
っ
た
根
底
の
議
論
を

疎
か
に
し
た
、
単
な
る
区
分
の
た
め
の
領
域
区
分
に
な
ら
な
い
よ
う
し
っ
か
り
と
見

つ
め
て

い
き
た
い
。

お

わ

り
に

　
本
稿
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
文
化
の
受
容
構
造
（
受
容
・
変
形
・
再
統

合
の
過
程
）
の
研
究
へ
、
ま
た
文
明
化
（
都
市
化
）
を
含
め
た
そ
の
モ
デ
ル
の
構
築

に
向
け
た
議
論
に
収
敏
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
当
共
同
研
究
に
お
い
て
、

最
初
の

研
究
代
表
者
で
あ
っ
た
坪
井
洋
文
の
目
指
し
た
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」

研
究

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ

の

主
張
は

当
初
の
研
究
計
画
書
と
『
中
間
報
告
1
』
に
掲
載
さ
れ
、
ま
た
成
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
B
1
）

報
告
の
第
一
集
で
も
小
島
美
子
が
研
究
経
過
の
な
か
で
坪
井
の
そ
れ
を
引
用
し
て
い

る
の
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
研
究
目
的
の
明
示
化
と
モ
デ
ル
構
築
の

上
で
重
要
だ

と
思
わ
れ
る
点
は
、
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
坪
井
は
ま
ず

当
初
の
研
究
計
画
書
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
目
的
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
南
北
に
長
い
日
本
列
島
の
自
然
的
・
地
理
的
環
境
の
多
様
性
は
、
当
然
そ
こ
に

　
　
住
む

人
々
の
歴
史
に
も
き
わ
め
て
多
様
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
日
本
歴
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
総
合
的
・
体
系
的
把
握
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
社
会
や
文
化
の
地
域

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
多
様
性
を
踏
ま
え
た
歴
史
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
歴
史
を
単
一
民
族

　
　
の

歴
史

な
い
し
一
つ
の
政
治
的
・
文
化
的
統
一
体
の
歴
史
と
し
て
と
ら
え
る
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
個
性
を
も
つ
い
く
つ
か
の
地
域
と
そ
の
相
関
関
係
を

　
　
重
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
歴
史
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
歴
史
的
把
握
の
単
位
と
し
て
の
地
域
は
、
時
代
や
事
象
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
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れ
異

な
る
が
、
本
研
究
で
は
文
献
史
学
・
考
古
学
・
民
俗
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
法
に

よ
っ
て
、
い
く
っ
か
の
具
体
的
地
域
に
つ
い
て
そ
の
地
域
的
特
性
の
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
を

具
体
的

に
追
求

し
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
日
本
歴
史
に
お
け
る
地

　
　
、
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
9
1
）

　
　
域
性
の

問

題
を

総
合
的
に
検
討

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
傍
点
筆
老
）

　
最
初
の
議
論
に
戻
っ
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
地
域
性
と
い
う
言
葉
は
、
最
後
に
特

定
研
究
の

名
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
も

の

は
、
「
日
本
の
社
会
や
文
化
の
地
域
的
多
様
性
」
で
あ
り
、
「
歴
史
的
個
性
を
も
つ

い
く
つ
か
の
地
域
」
「
具
体
的
地
域
に
つ
い
て
そ
の
地
域
的
特
性
の
実
態
を
具
体
的

に
追
求
」
し
、
「
日
本
歴
史
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の

た
め
の
方
法

と
し
て
は
、
「
第
一
に
、
日
本
人
の
民
俗
的
世
界
を
構
成
す
る

基
本
的
要
素
を
取
り
挙
げ
、
基
本
的
要
素
の
諸
事
象
に
関
す
る
全
国
次
元
で
の
地
域

差
を
設
定
し
、
第
二
に
、
得
ら
れ
た
地
域
差
に
基
づ
い
て
地
域
差
の
意
味
を
解
析
し

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て

地
域
性
を

抽
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
立
て
た
。
そ
の
場
合
、
視
点
と
し
て
地

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

域
性
を

生
成
す

る
政
治
的
統
合
の
作
用
や
近
代
化
過
程
に
お
け
る
社
会
変
動
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
1
）

係
を
重
視
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
分
析
対
象
と
し
て
の
基
本
的
要
素
の
枠
組
を
」
設

定

し
た
と
あ
る
よ
う
に
（
傍
点
筆
者
）
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
意
味
で
地
域
性
と
い
う

語
が
使
用
さ
れ
、
多
少
の
混
乱
を
来
た
し
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
最
後
の
部
分

「
地
域
性
を

生
成
す

る
政
治
的
統
合
の
作
用
や
近
代
化
過
程
に
お
け
る
社
会
変
動
と

の

関
係
を
重
視
す
る
こ
と
」
と
い
う
視
点
に
、
そ
の
坪
井
ら
し
さ
が
よ
く
表
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
方
法
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
設
定
に
関
し
て
は
、
「
本
研
究
の
目

的
に

沿
っ
た
新
し
い
調
査
地
を
必
要
と
す
る
」
と
し
、
「
当
初
は
地
域
性
に
か
な
っ

た
文
献
史
料
を
も
探
索
し
得
る
地
点
と
し
て
三
〇
余
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
が
、
予

算
上
の

制
約
に
よ
っ
て
七
地
点
に
絞
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
点
は

い
わ
ば
長
期
的
に
民
俗
資
料
を
蓄
積
し
観
察
し
て
い
く
た
め
の
定
点
調
査
の
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
も
の
で
あ
る
L
と
し
て
い
る
。
文
献
史
料
に
よ
る
探
索
（
検
証
）
と
長
期
的
な

、

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
，
’
9
1
）

フ

ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
「
定
点
調
査
地
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
坪
井
の
志
向
し
た

も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
、
垣
間
見
え
よ
う
が
、
し
か
し
第
一
期
を
終
え
た
段
階
で
は
、

次
の

よ
う
に
そ
の
経
過
を
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
民
俗
現
象
を

対
象

と
し
て
地
域
差
お
よ
び
地
域
性
研
究
を
進
め
て
い
く
た
め
に

　
　

は
、
日
本
民
俗
学
の
目
的
、
概
念
、
方
法
論
に
よ
っ
て
は
十
分
な
成
果
を
期
待

　
　
す

る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
日
本
民
俗
学
は
民
俗
現
象
を
単
一
的
起
源
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

二
兀
的
発
展
の
構
図
を
前
提
と
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
地
域

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の

個
別
性
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
全
体
像
と
普
遍
性
を
捉
え
る
視
点
の
あ
っ
た

　
　
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
流
れ
を
越
え
た
立
場
で
、

　
　

本
研
究
が
民
俗
研
究
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
視
界
を
ひ
ら
い
て
い
く
の
か
、
ま

　
　

た

関
連
領
域
と
の
回
路
を
発
見
す
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
期
待
の
寄
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
1
）

　
　

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
（
傍
点
筆
者
）

　

既
に

「
幾
つ
か
の
流
れ
を
越
え
た
立
場
で
」
と
し
て
い
る
点
に
、
混
乱
の
状
況
が

窺
え
る
が
、
ま
た
今
日
の
民
俗
学
の
方
法
論
で
は
、
十
分
な
成
果
を
期
待
す
る
の
は

困
難
と
し
、
そ
の
要
因
を
「
一
元
的
発
展
の
構
図
を
前
提
と
し
て
き
た
た
め
」
と
し

て

い

る
。
坪
井
の
『
イ
モ
と
日
本
人
』
『
稲
を
選
ん
だ
日
本
人
』
『
民
俗
再
考
』
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
1
）

に
お
け

る
多
元
的
な
民
俗
文
化
類
型
論
に
も
連
な
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね

ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
坪
井
は
柳
田
・
折
口
と
も
二
元
論
に
固
執
し
て
い
る
か
に
見
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（
5
9
1
）

え
L
る
が
、
実
は
「
多
元
論
で
一
貫
し
て
い
る
」
と
見
倣
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

坪
井
に

よ
れ
ば
「
日
本
民
俗
学
は
、
中
央
の
宮
廷
を
中
心
に
発
生
し
た
文
化
の
地

方
残
存
を
対
象
と
し
て
、
中
央
な
り
宮
廷
ー
支
配
者
の
住
む
都
や
支
配
者
た
ち
が
創

り
出
し
選
択
採
用
し
た
文
化
を
再
構
成
し
て
、
祖
型
か
ら
現
在
ま
で
の
変
遷
過
程
を

　
　
　
（
6
9
1
）

復
原
す
る
」
学
問
で
あ
っ
て
、
オ
オ
ミ
タ
カ
ラ
文
化
（
支
配
者
の
文
化
）
が
ク
ニ
ワ

ザ
文
化

（
地
方
ご
と
地
域
ご
と
の
文
化
）
を
服
属
化
し
て
い
く
支
配
過
程
を
、
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
1
）

か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
学
問
な
の
だ
と
い
う
。
そ
の
視
角
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
捉

え
方
と
極
め
て
相
似
し
て
い
る
が
、
「
政
治
的
統
合
の
作
用
や
近
代
化
過
程
に
お
け

る
社
会
変
動
と
の
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
」
と
い
う
視
点
も
、
こ
れ
と
結
び
つ
い
て

お

り
、
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
な
最
後
の
ま
と
め
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

近
代
以

降
の
工
業
化
へ
の
経
済
構
造
の
転
換
、
生
活
文
化
次
元
で
の
都
市
化
へ

　
　
の

展
開
は
、
と
く
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
経
済
の
高
度
成
長
と
相
侯
っ
て
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　

一
国
文
化
の
画
一
化
が
進
行
の
極
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

層
の
上
部
を
覆
っ
た
現
象
は
決
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に

も
地
域
差
や
地
域
性
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
な
筈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

に
、
本
研
究
が
過
去
の
時
間
上
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
曲
豆

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か

な
現
代
と
未
来
へ
向
け
て
の
歴
史
や
文
化
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の

　
　
で

あ
る
こ
と
も
、
共
通
の
関
心
点
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

　
　
（
8
9
1
）

　
　

る
。
（
傍
点
筆
者
）

　
政
治
的
統
合
の
作
用
や
近
代
化
・
都
市
化
に
伴
う
画
一
化
の
進
行
（
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
の
い
う
国
民
文
化
的
レ
ベ
ル
の
統
合
）
な
か
で
も
、
地
域
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
そ
の
視
角
は
、
本
稿
の
議
論
に
も
生
か
す
よ
う
努
め
た
が
、
こ
こ
に
坪
井
の
最
後

ま
で
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
坪
井
の
目
指
し
た
地
域
性

研
究

と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
政
治
」
や
「
変
動
」
あ
る
い
は
「
近
代
化
」
や
「
都
市

化
」
1
1
「
オ
オ
ミ
タ
カ
ラ
化
（
文
明
化
）
」
の
視
角
も
含
め
た
、
極
め
て
斬
新
な
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
｜
）

学
的
研
究

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

註（
1
）
　
拙
稿
「
イ
エ
と
ム
ラ
の
空
間
構
成
－
新
潟
県
佐
渡
郡
相
川
町
南
片
辺
の
事
例
1
」

　
　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
三
集
、
　
一
九
九
二
年
三
月
、
一
四
五
～
一

　
　

九
三
頁
。

（
2
）
　
上
野
和
男
「
日
本
の
地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
」
『
国
立
歴
史
民
俗

　
　
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
五
集
、
一
九
九
一
年
一
一
月
、
二
四
二
頁
。

（
3
）
　
上
野
和
男
「
社
会
調
査
の
調
査
基
準
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
別
研
究
『
日
本
歴

　
　
史
に
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
』
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
研
究
班
編
『
民

　
　
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
－
中
間
報
告
l
l
』
、
一
九
八
七
年
三
月
、
八
二
頁
。

（
4
）
　
千
葉
徳
爾
「
地
域
性
」
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
七
二

　
　
年
二
月
、
四
四
一
頁
。

（
5
）
　
例
え
ば
千
葉
に
は
、
具
体
的
な
事
例
研
究
を
通
し
て
「
地
域
性
」
を
論
じ
た
も
の
に

　
　
『
地
域
と
伝
承
』
（
大
明
堂
、
一
九
七
〇
年
七
月
）
、
『
地
域
と
民
俗
文
化
』
（
大
明
堂
、

　
　
一
九
七
七
年
一
月
）
、
『
民
俗
の
地
域
的
展
開
（
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
③
）
』
（
東
京
堂
出

　
　
版
、
一
九
八
八
年
九
月
）
、
理
論
的
な
側
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
に
『
民
俗
と
地
域
形
成
』

　
　
（
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
一
一
月
）
、
『
民
俗
学
方
法
論
の
諸
問
題
（
千
葉
徳
爾
著
作

　
　
選
集
①
）
』
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
九
月
）
と
い
っ
た
著
書
が
あ
る
。
論
文
は
多

　
　
数
に
及
ぶ
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
別
研
究
『
日
本
歴
史
に

　
　
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
』
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
研
究
班
編
『
民
俗
の

　
　
地
域
差
と
地
域
性
文
献
目
録
（
稿
）
』
　
一
九
八
六
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
な
か

　
　
で
も
こ
の
問
題
を
主
と
し
て
論
じ
た
も
の
に
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
（
東
京
教

　
　
育
大
学
昭
史
会
編
『
日
本
歴
史
論
究
・
考
古
学
民
俗
学
編
』
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
一

　
　
九
六
四
年
、
八
七
～
一
〇
三
頁
）
が
あ
る
。

（
6
）
　
泉
靖
一
・
大
給
近
達
・
杉
山
晃
一
・
友
枝
啓
泰
・
長
島
信
弘
「
日
本
文
化
の
地
域
類

　
　
型
」
『
人
類
科
学
』
第
一
五
集
、
九
学
会
連
合
、
一
九
六
三
年
三
月
、
一
〇
五
～
一
三

37
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一
頁
。

（
7
）
2
＞
。
〉
°
・
呈
＞
2
。
げ
芦
ぎ
餌
註
↓
皇
。
b
－
。
〉
目
δ
苫
゜
。
c
江
切
こ
S
S
§
ミ
e
㌔
・
§
§

　
　
ざ
ξ
⇔
ミ
儒
肉
ミ
匙
O
ミ
§
さ
…
知
c
☆
☆
匂
o
S
o
◎
§
匂
☆
§
ぼ
さ
（
ω
§
巳
団
臣
㌣

　
　
o
言
σ
q
8
①
一
む
力
g
庄
而
む
。
Z
o
二
蒔
）
、
2
㏄
江
8
巴
ζ
5
2
日
o
｛
国
汗
ロ
o
一
〇
σ
q
ざ
戸
㊤
゜
。
凸
゜

（
8
）
　
大
林
太
良
「
日
本
文
化
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て
1
文
化
領
域
設
定
の
た
め
の
予
備

　
　
的
考
察
1
」
『
列
島
の
文
化
史
』
　
一
号
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一

　
　
九
八
四
年
三
月
、
同
「
日
本
文
化
地
域
性
の
研
究
に
お
け
る
若
干
の
問
題
」
『
民
族
学

　
　
研
究
』
五
〇
巻
一
号
、
一
九
八
五
年
六
月
、
同
「
日
本
の
文
化
領
域
」
『
日
本
民
俗
文

　
　
化
大
系
第
一
巻
（
風
土
と
文
化
－
日
本
列
島
の
位
相
ー
）
』
小
学
館
、
　
一
九
八
六

　
　
年
五
月
、
同
『
東
と
西
、
海
と
山
ー
日
本
の
文
化
領
域
ー
』
小
学
館
、
一
九
九
〇

　
　
年
。

（
9
）
　
網
野
善
彦
『
東
と
西
の
語
る
日
本
の
歴
史
』
そ
し
え
て
、
一
九
八
二
年
一
一
月
、
ま

　
　
た
大
野
晋
・
宮
本
常
一
他
『
東
日
本
と
西
日
本
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部

　
　
（
解
説
は
網
野
善
彦
）
、
　
一
九
八
一
年
一
一
月
や
、
谷
川
健
一
・
網
野
善
彦
・
徳
川
宗

　
　
賢
．
市
川
健
夫
『
東
と
西
－
二
つ
の
日
本
ー
』
光
村
図
書
、
一
九
八
四
年
一
一
月

　
　
な
ど
。

（
1
0
）
　
桜
田
勝
徳
・
宮
本
常
一
「
日
本
民
俗
の
地
域
的
性
格
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
二

　
　
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
八
年
一
二
月
、
五
七
～
八
〇
頁
。

（
1
1
）
　
郷
田
洋
文
「
年
中
行
事
の
社
会
性
と
地
域
性
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
七
巻
、
平

　
　
凡
社
、
一
九
五
九
年
三
月
、
一
六
七
～
二
三
八
頁
。

（
1
2
）
　
八
木
康
幸
「
文
化
地
理
学
と
日
本
民
俗
学
」
大
島
裏
二
・
浮
田
典
良
・
佐
々
木
高
明

　
　
編
『
文
化
地
理
学
』
古
今
書
院
、
一
九
八
九
年
一
一
月
、
九
六
頁
。

（
1
3
）
　
松
崎
憲
三
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
差
と
地
域
性
研
究
の
現
状
」
国
立
歴
史
民
俗
博

　
　
物
館
特
別
研
究
『
日
本
歴
史
に
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
』
「
民
俗
の
地
域
差
と

　
　
地
域
性
」
研
究
班
編
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
－
中
間
報
告
1
ー
』
、
　
一
九
八

　
　
七
年

三
月
、
八
三
頁
。

（
1
4
）
　
松
崎
憲
三
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
研
究
の
予
備
的
考
察
」
竹
田
旦
編
『
民
俗
学

　
　
の

進
展

と
課
題
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
、
七
〇
一
頁
。

（
1
5
）
　
青
野
寿
郎
「
地
域
性
」
日
本
地
誌
研
究
所
編
『
地
理
学
辞
典
改
訂
版
』
二
宮
書
店
、

　
　
一
九
八
九
年
四
月
、
四
二
六
頁
。
な
お
地
理
学
に
お
け
る
「
地
域
」
「
地
域
区
分
」
等

　
　
の
概
念
や
方

法
を
め
ぐ
る
理
論
的
検
討
に
関
し
て
は
、
木
内
信
蔵
『
地
域
概
論
1
そ

　
　
の

理
論
と
応
用
1
』
東
大
出
版
会
、
一
九
六
八
年
二
月
に
詳
し
い
。

（
1
6
）
前
掲
（
6
）
。

（
1
7
）
　
長
島
信
弘
「
日
本
文
化
の
地
域
的
差
異
（
二
）
ー
村
落
社
会
に
関
す
る
統
計
的
研

　
　
究1
」
『
人
類
科
学
』
第
一
六
集
、
九
学
会
連
合
、
一
九
六
四
年
三
月
、
八
九
～
九

　
　
〇
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
（
1
6
）
、
　
一
〇
七
頁
。

（
1
9
）
　
大
給
近
達
「
日
本
文
化
の
地
域
性
と
そ
の
展
開
」
『
民
族
学
研
究
』
二
一
巻
三
号
、

　
　
一
九
五
七
年
八
月
、
一
九
九
～
二
〇
六
頁
。

（
2
0
）
　
米
山
俊
直
「
日
本
文
化
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て
」
『
民
族
学
研
究
』
四
九
巻
四
号
、

　
　
一
九
八
五
年
三
月
、
三
八
八
～
三
九
四
頁
。

（
2
1
）
　
前
掲
（
2
）
、
二
五
三
頁
。

（
2
2
）
　
ま
た
文
化
人
類
学
系
統
の
地
域
性
論
は
、
今
後
こ
れ
以
上
混
乱
を
複
雑
化
さ
せ
な
い

　
　
た
め
に
も
、
日
本
文
化
の
地
域
性
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
ほ
か
に
も
文
化
複
合
あ
る

　
　
い

は

文
化
領
域
と
い
っ
た
呼
称
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
用
語
を
採
用
す
べ
き
で

　
　
あ
る
と
提
言
し
た
い
。

（
2
3
）
　
「
地
域
」
「
領
域
」
の
地
理
学
的
概
念
は
、
木
内
信
蔵
『
地
域
概
論
ー
そ
の
理
論
と

　
　
応

用
1
』
東
大
出
版
会
、
一
九
六
八
年
二
月
に
よ
れ
ば
、
地
域
（
目
O
σ
q
8
ロ
）
は
種
々

　
　
の
大
き
さ
、
性
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
厳
密
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
領
域
（
ロ
叶
6
①
）

　
　
は

こ
れ
よ
り
自
由
な
概
念
と
さ
れ
る
。
領
域
（
ロ
『
O
餌
）
も
あ
る
性
格
を
持
つ
地
表
の
部

　
　
分
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
特
定
の
位
置
に
固
定
さ
れ
ず
、
ま
た
限
界
は
予
想
さ
れ
る
け

　
　
れ

ど
も
、
地
域
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
る
と
す
る
（
八
三
頁
）
。

（
2
4
）
　
前
掲
（
2
）
、
二
四
五
頁
。

（
2
5
）
　
磯
田
進
「
村
落
構
造
の
二
つ
の
型
」
『
法
社
会
学
』
一
、
一
九
五
一
年
、
「
村
落
構
造

　
　
の

『
型
』
の
問
題
」
『
社
会
科
学
研
究
』
三
巻
二
号
、
一
九
五
一
年
、
同
編
『
村
落
構

　
　
造
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
年
。

（
2
6
）
　
川
島
武
宣
「
農
村
の
身
分
階
層
制
」
『
日
本
資
本
主
義
講
座
』
第
八
巻
、
一
九
五
四

　
　
年
、
同
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
。

（
2
7
）
　
岡
正
雄
「
日
本
民
族
文
化
の
形
成
」
『
図
説
日
本
文
化
史
大
系
』
第
一
巻
、
河
出
書

　
　
房
、
一
九
五
六
年
、
一
一
〇
～
一
二
〇
頁
。
同
「
日
本
文
化
の
基
礎
構
造
」
『
日
本
民

　
　
俗
学
大
系
』
第
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
八
年
一
二
月
、
五
～
二
一
頁
。
ま
た
上
野
の

　
　
類
型
論
が
則
る
岡
の
「
相
互
照
射
法
」
と
は
、
「
一
般
に
分
布
し
、
そ
の
固
有
の
母
胎

　
　
社
会
集

団
が
、
不
明
ら
し
く
見
え
る
文
化
も
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
な
ん
ら
か
の

　
　
母
胎
社
会
集

団
に
、
起
源
的
に
は
属
し
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
れ
を
明
ら
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か
に
す
る
方
法
と
し
て
「
二
つ
の
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
村
落
形
態
を
対
比
し
て

　
　
考
察
す
る
。
両
者
の
家
族
・
親
族
構
造
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
生
活
様
式
を
、
相
互

　
　
に

対
比

し
、
対
照
し
、
両
者
が
そ
の
構
成
原
理
、
秩
序
原
理
に
お
い
て
対
立
的
で
あ
り
、

　
　
生
活
様
式
が
異
質
的
で
あ
っ
た
ば
あ
い
、
こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
祖
形
態
か
ら
展
開
し
た

　
　
単

な
る
変
形
と
は
見
ら
れ
ず
、
二
つ
の
異
質
な
類
型
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

　
　
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
、
種
族
文
化
を
前
提
と
し
た
方
法
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

　
　
（
岡
正
雄
「
日
本
民
俗
学
へ
の
二
、
三
の
提
案
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
二
巻
、
平
凡

　
　
社
、
一
九
五
八
年
一
二
月
、
二
八
六
～
二
八
七
頁
）
。

（
2
8
）
　
社
会
学
者
の
蓮
見
音
彦
は
、
上
野
と
同
じ
く
山
田
盛
太
郎
・
山
田
勝
次
郎
・
福
武
直

　
　
ら
の
地
域
類
型
論
を
整
理
し
て
い
る
が
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
　
こ
れ
ら
の
分
析
が
東
日

　
　
本
と
西
日
本
あ
る
い
は
東
北
と
い
う
地
域
区
分
が
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い

　
　
う
点
に
は
重
大
な
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
、
「
類
型
を

　
　
最

も
よ
く
代
表
す
る
地
域
、
典
型
的
な
東
日
本
な
い
し
西
日
本
的
な
府
県
は
ど
こ
か
と

　
　
い

う
こ
と
に
つ
い
て
」
は
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
を
含
み
、
「
さ
ら
に
た
と
え
ば
府

　
　
県
別
に
考
え
た
場
合
、
ど
の
府
県
が
い
ず
れ
の
型
に
属
し
、
要
す
る
に
ど
こ
に
線
を
ひ

　
　
い

て

東
と
西
と
を
区
別
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
は
明
確
で
は

　
　
な
」
く
「
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
基
づ
い
て
、
二
つ
の
タ
イ
プ

　
　
が

示

さ
れ
、
そ
の
各
々
の
特
質
を
よ
く
示
す
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
府
県
が
あ
げ
ら

　
　
れ
た
に

と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
大
体
に
お
い
て
東
西
の
区
分
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
に
す

　
　
ぎ
な
い
」
と
批
判
し
、
全
国
的
な
資
料
に
基
づ
く
統
計
分
析
か
ら
、
日
本
農
村
社
会
の

　
　
全

体
に
わ
た
る
地
域
区
分
の
検
討
を
試
み
て
い
る
（
同
「
農
業
集
落
と
風
土
1
そ
の

　
　
府
県
別
分
析
1
」
九
学
会
連
合
日
本
の
風
土
調
査
委
員
会
編
『
日
本
の
風
土
』
弘
文

　
　
堂
、
一
九
八
五
年
二
月
、
三
七
～
五
〇
頁
）
。

（
2
9
）
　
蒲
生
正
男
「
日
本
の
伝
統
的
社
会
構
造
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
」
『
政
経
論
叢
』
五

　
　
〇
巻
五
・
六
号
、
明
治
大
学
政
治
経
済
研
究
所
、
一
九
八
二
年
三
月
、
三
一
七
～
一
三

　
　
八
頁
。

（
3
0
）
　
前
掲
（
2
）
、
二
五
一
頁
。

（
3
1
）
　
こ
れ
を
時
代
区
分
で
い
え
ぽ
、
ま
ず
例
え
ば
古
代
と
近
代
、
あ
る
い
は
縄
文
時
代
と

　
　
明
治
時
代
の
二
類
型
を
設
定
し
た
後
、
こ
の
二
類
型
に
あ
ま
り
整
合
し
な
い
と
い
う
理

　
　
由
か
ら
、
中
世
な
り
鎌
倉
時
代
と
い
う
区
分
が
設
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
近
世
…
と
い
っ

　
　
た
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
く
の
と
同
様
で
あ
っ
て
、
分
類
の
方
法
自
体
に
問
題
を
含
ん

　
　
で
い
る
。

（
3
2
）
　
蒲
生
正
男
「
産
屋
・
他
屋
の
文
化
と
そ
の
主
体
的
条
件
」
（
初
出
『
石
田
英
一
郎
教

　
　
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
）
『
増
訂
・
日
本
人
の
生
活
構
造
序

　
　
説
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年
九
月
、
三
二
二
～
三
一
四
頁
。
な
お
（
）
内
の
言

　
　
葉
は
蒲
生
論
を

敷
桁

し
た
上
野
の
用
語
。

（
3
3
）
　
前
掲
（
3
2
）
、
三
一
三
～
三
一
四
頁
。

（
3
4
）
　
前
掲
（
3
2
）
、
三
一
四
、
三
一
七
頁
。

（
3
5
）
　
前
掲
（
3
2
）
、
三
一
四
～
三
一
六
頁
。
な
お
（
　
）
内
の
「
状
況
対
応
の
論
理
」
＝

　
　
義

的
価
値
判
断
の
論
理
」
と
い
う
用
語
は
、
蒲
生
正
男
「
戦
後
日
本
社
会
の
構
造
的
変

　
　
化
の

試
論
」
『
政
経
論
叢
』
三
四
巻
六
号
、
明
治
大
学
政
治
経
済
研
究
所
、
一
九
六
六

　
　
年
（
『
増
訂
・
日
本
人
の
生
活
構
造
序
説
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年
九
月
に
再
録
）

　
　
に

お
け
る
用
法
。

（
3
6
）
　
千
葉
徳
爾
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
＝
月
、
七
五
頁
。

（
3
7
）
　
前
掲
（
1
7
）
、
八
九
頁
。

（
3
8
）
　
前
掲
（
1
7
）
、
八
九
～
九
〇
頁
、
ま
た
長
島
は
「
A
と
い
う
文
化
複
合
の
型
を
示
す
分

　
　
布
が
x
地
域
に
み
ら
れ
y
地
域
に
B
と
い
う
文
化
複
合
が
み
ら
れ
た
場
合
に
x
と
y
と

　
　
が

ほ
ぶ

一
致

し
た
と
し
て
も
A
と
B
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

こ
の
ず
れ
が
日
本
文
化
の
地
域
的
差
異
の
本
質
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、

　
　
文
化
複
合
の

概
念
自
体
の
成
立
が
問
題
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
ま
た
明
確
な
地
域

　
　
区
分
が

不
可
能
な
所
以
で
も
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
同
九
三
頁
）
。

（
3
9
）
　
前
掲
（
2
）
、
二
五
六
頁
。
「
構
造
的
理
解
に
も
と
つ
く
複
合
的
地
域
性
」
と
い
う
表

　
　
現

は
、
泉
ら
の
前
掲
（
6
）
に
拠
っ
て
い
る
が
（
＝
四
頁
）
、
上
野
は
「
こ
の
研
究
が

　
　
当
初
の
目
的
で
あ
る
『
構
造
的
理
解
に
も
と
つ
く
複
合
的
地
域
性
』
を
め
ざ
し
て
い
た

　
　
な
ら
、
こ
の
結
論
は
お
そ
ら
く
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
二
五
六
頁
）
。

（
4
0
）
　
清
水
昭
俊
「
家
・
同
族
と
父
系
出
自
集
団
」
竹
村
卓
二
編
『
日
本
民
俗
社
会
の
形
成

　
　
と
発
展
ー
イ
エ
・
ム
ラ
・
ウ
ジ
の
源
流
を
探
る
ー
』
山
川
出
版
社
、
　
一
九
八
六
年

　
　
五
月
。
清
水
昭
俊
「
家
、
出
自
、
類
型
論
」
『
民
族
学
研
究
』
五
〇
巻
四
号
、
一
九
八

　
　
六
年
三
月
‥
。

（
4
1
）
　
上
野
和
男
「
日
本
民
俗
社
会
の
基
礎
構
造
　
　
日
本
社
会
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
』
に
関
す
る
討
論
に
お
け
る
小
山
修
三
と
千
葉
徳
爾
の
質
問
、
竹
村
卓
二
編
『
日

　
　
本
民
俗
社
会
の
形
成
と
発
展
ー
イ
エ
・
ム
ラ
・
ウ
ジ
の
源
流
を
探
る
ー
』
山
川
出

　
　
版
社
、
一
九
八
六
年
五
月
。

（
4
2
）
　
清
水
昭
俊
「
家
、
出
自
、
類
型
論
」
『
民
族
学
研
究
』
五
〇
巻
四
号
、
一
九
八
六
年
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三
月
、
四
三
四
頁
。

（
4
3
）
　
前
掲
（
1
4
）
、
七
〇
五
頁
。

（
4
4
）
　
前
掲
（
1
4
）
、
七
〇
六
頁
。

（
4
5
）
　
千
葉
徳
爾
「
地
域
の
大
き
さ
に
つ
い
て
」
『
信
州
大
学
教
育
学
部
研
究
論
集
』
一
一

　
　
号
、
一
九
六
一
年
。
同
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
の
問
題
」
『
人
類
科
学
』
第
一
五

　
　
集
、
九
学
会
連
合
、
七
九
～
八
五
頁
。
前
掲
（
3
6
）
、
一
二
一
頁
。

（
4
6
）
　
山
口
麻
太
郎
「
民
間
伝
承
の
地
域
性
に
つ
い
て
」
『
民
間
伝
承
』
一
三
巻
一
〇
号
、

　
　
一
九
四
九
年
一
〇
月
、
一
五
頁
。

（
4
7
）
　
和
歌
森
太
郎
「
民
俗
学
の
方
法
に
つ
い
て
」
『
民
間
伝
承
』
＝
二
巻
四
号
、
　
一
九
四

　
　
九
年
四
月
、
二
～
九
頁
。

（8
4
）
　
｝
別
掲
（
妬
）
、
　
一
六
頁
。

（
4
9
）
　
柳
田
国
男
「
郷
土
研
究
と
郷
土
教
育
」
（
初
出
は
『
郷
土
研
究
』
二
七
号
、
一
九
三

　
　
三
年
一
月
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二
四
巻
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
五
月
、
六
七
頁
。

　
　

こ
の
後
に
「
そ
の
『
或
る
も
の
』
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
日
本
人
の
生
活
、
殊

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ソ
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に

こ
の
民
族
の
一
団
と
し
て
の
過
去
の
経
歴
で
あ
つ
た
」
（
傍
点
筆
者
）
と
続
く
。

（
5
0
）
　
関
敬
吾
に
よ
れ
ば
、
海
村
調
査
の
と
き
大
間
知
篤
三
が
調
査
項
目
に
人
口
動
態
、
静

　
　
態
、
耕
地
面
積
な
ど
を
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
柳
田
が
「
こ
ん
な
も
の
は
必
要
な
い
」

　
　

と
拒
絶
し
た
と
い
う
（
座
談
会
「
民
俗
学
の
方
法
を
問
う
」
で
の
関
の
発
言
、
『
季
刊

　
　
柳

田
国
男
研
究
』
第
六
号
、
白
鯨
社
、
　
一
九
七
四
年
七
月
、
五
〇
頁
）
。

（
5
1
）
　
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
六
〇
号
（
一
九
六
九
年
三
月
）
は
、
「
民
俗
学
の
方
法
論
」
を

　
　
特
集

と
し
て
、
重
出
立
証
法
、
周
圏
論
、
文
献
資
料
と
民
俗
資
料
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
各
一
名
が
学
史
を
要
約
し
、
そ
れ
に
対
し
四
～
五
名
の
論
者
が
コ
メ
ソ
ト
を
加
え
る
と

　
　

い

う
編
集
形
式
を
採
っ
て
い
る
。

（
5
2
）
　
山
口
麻
太
郎
「
民
俗
資
料
と
村
の
性
格
」
『
民
間
伝
承
』
四
巻
九
号
、
一
九
三
九
年

　
　

九
月
、
頁
。

（
5
3
）
　
前
掲
（
4
7
）
、
三
～
四
頁
。
こ
れ
に
対
し
山
口
は
、
特
に
後
者
の
点
に
関
し
「
そ
の
文

　
　
化
は
南
方
か
ら
も
朝
鮮
半
島
か
ら
も
、
流
入
し
影
響
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

地
勢
的
に
み
て
も
海
に
隔
て
ら
れ
川
に
阻
ま
れ
ま
た
山
に
よ
っ
て
断
た
れ
た
文
化
の
交

　
　

流
を

阻
止
す

る
条
件
が
甚
だ
多
く
、
古
く
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
生
活
様
式
は
或
地
域
毎
に

　
　

孤
立
的
に
発
達
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
し
「
日
本
人
一

　
　

般

と
し
て
殆
ん
ど
同
じ
や
う
な
生
き
方
在
り
方
を
し
て
居
る
事
実
は
現
在
以
上
に
は
何

　
　
時
の
時
代
に
も
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
し
た
（
前
掲
（
4
6
）
、
一
七
頁
）
。

（
5
4
）
　
前
掲
（
4
6
）
、
一
六
～
一
八
頁
。
山
口
の
議
論
は
、
こ
の
論
文
で
は
ま
だ
中
間
領
域
ま

　
　
で
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
論
文
で
は
「
地
域
の
住
民
の
意
識
の
中
に
郷
土
は
成
り
た

　
　
つ
」
と
し
、
「
そ
の
意
識
の
範
囲
」
と
「
郷
土
意
識
の
拡
大
」
か
ら
、
中
間
領
域
の
上

　
　
の

地
方
や
国
の
レ
ベ
ル
を
構
想
し
て
い
る
（
山
口
麻
太
郎
「
民
俗
誌
私
論
」
『
日
本
民

　
　
俗
学
』
一
一
三
号
、
一
九
七
七
年
九
月
、
二
三
～
二
六
頁
）
。

（
5
5
）
　
宮
田
登
『
日
本
の
民
俗
学
』
講
談
社
、
一
九
七
八
年
七
月
、
二
二
九
頁
。

（
5
6
）
　
宮
田
登
「
地
域
民
俗
学
へ
の
道
」
和
歌
森
太
郎
編
『
日
本
文
化
史
学
へ
の
提
言
』
弘

　
　
文
堂
、
一
九
七
五
年
、
頁
。

（
5
7
）
　
前
掲
（
5
5
）
、
一
四
八
頁
。

（
5
8
）
　
桜
井
徳
太
郎
「
歴
史
民
俗
学
の
構
想
ー
郷
土
に
お
け
る
民
俗
像
の
史
的
復
元
1

　
　
（
上
・
下
）
」
『
信
濃
』
二
四
巻
八
・
九
号
、
一
九
七
二
年
。

（
5
9
）
　
前
掲
（
5
5
）
、
　
一
三
九
頁
。

（
6
0
）
　
千
葉
徳
爾
「
津
軽
民
俗
の
地
域
性
」
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
七
〇
年
三
月
、
二
〇
頁
。

（
6
1
）
　
向
山
雅
重
の
一
連
の
論
文
に
対
す
る
前
掲
（
3
6
）
八
頁
の
評
価
。

（
6
2
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
と
地
域
性
」
『
民
間
伝
承
』
七
巻
五
号
、
　
一
九
四
二
年
二
月
、
一

　
　
〇
頁
。
こ
れ
は
倉
田
一
郎
が
千
葉
の
論
考
「
方
言
と
地
域
性
」
（
『
地
理
学
』
九
巻
一
〇

　
　
号
に
掲
載
）
を
紹
介
す
る
際
に
呈
し
た
疑
問
（
『
民
間
伝
承
』
七
巻
二
号
、
一
九
四
一

　
　
年
）
、
そ
れ
に
対
す
る
答
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い

　
　
の

は
、
後
に
千
葉
が
展
開
し
て
い
く
「
風
土
論
」
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
「
風
土
性
」
と

　
　

い

う
言
葉
が
、
既
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
6
3
）
　
前
掲
（
6
2
）
、
一
〇
頁
。

（
6
4
）
　
ア
ン
ド
レ
・
シ
ョ
レ
イ
『
シ
ョ
レ
ー
・
地
理
学
の
方
法
論
的
考
察
』
山
本
正
三
・
正

　
　
＃
＝
泰
夫
・
田
中
真
五
口
訳
、
一
九
六
七
年
（
〉
昌
餌
『
①
O
庁
O
＝
O
子
卜
O
O
“
O
句
、
Q
、
“
合
”
］
°
㊤
口
声
）
°

（
6
5
）
　
前
掲
（
6
0
）
、
一
九
～
二
〇
頁
。

（
6
6
）
　
前
掲
（
1
2
）
、
九
七
頁
。

（
6
7
）
　
こ
の
ほ
か
に
も
、
地
域
性
と
い
う
言
葉
は
、
形
質
人
類
学
系
統
の
研
究
で
は
「
生
体

　
　
計
測
値
か
ら
み
た
日
本
列
島
の
地
域
性
」
「
集
団
構
造
か
ら
み
た
身
体
形
質
の
地
域
性
」

　
　

と
い
っ
た
よ
う
に
、
日
本
全
体
の
地
域
差
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
も
あ
る
。
た

　
　

だ
こ

の

場
合
、
県
別
あ
る
い
は
地
方
別
の
測
定
値
か
ら
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
行
な
っ
て
、

　
　

そ

れ

を
分
析
し
て
い
る
も
の
で
、
前
掲
（
2
8
）
の
蓮
見
音
彦
の
農
業
集
落
の
分
析
と
も
共

　
　

通
す

る
手
続
き
を
経
て
お
り
、
文
化
人
類
学
系
統
の
い
う
地
域
性
と
は
明
ら
か
に
そ
の
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意
味
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
6
8
）
　
千
葉
徳
爾
「
土
地
条
件
と
農
民
文
化
」
『
地
域
と
民
俗
文
化
』
大
明
堂
、
一
九
七
七

　
　
年
一
月
、
六
一
～
九
八
頁
（
「
土
地
条
件
と
慣
行
的
利
用
方
式
」
と
改
題
さ
れ
『
民
俗

　
　
の

地
域
的
展
開
（
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
③
）
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
九
月
に
も

　
　
再
録
さ
れ
て
い
る
）
。

（
6
9
）
　
千
葉
徳
爾
「
地
域
研
究
と
民
俗
学
ー
い
わ
ゆ
る
『
柳
田
民
俗
学
』
を
超
え
る
た
め

　
　
に
　
　
」
和
歌
森
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
講
座
第
五
巻
・
民
俗
学
の
方
法
』
朝
倉
書
店
、

　
　
一
九
七
六
年
一
〇
月
。

（
7
0
）
　
前
掲
（
6
0
）
、
一
九
～
二
九
頁
。
同
題
で
『
民
俗
の
地
域
的
展
開
（
千
葉
徳
爾
著
作
選

　
　
集
③
）
』
東
京
堂
出
版
、
　
一
九
八
八
年
九
月
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
に
関
連

　
　
す

る
論
文
と
し
て
、
地
蔵
信
仰
と
乳
幼
児
死
亡
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
千
葉
徳
爾
・

　
　
大
津
忠
男
「
近
世
末
期
に
お
け
る
津
軽
北
部
地
方
の
地
蔵
信
仰
の
形
成
」
『
東
北
地
理
』

　
　
三
二
巻
一
号
、
一
九
八
〇
年
が
あ
る
。
な
お
ま
た
、
こ
の
論
考
は
共
同
調
査
に
よ
る
も

　
　
の

で
、
津
軽
地
方
と
い
う
「
地
域
」
が
、
所
与
に
確
定
さ
れ
て
い
た
地
域
設
定
で
あ
っ

　
　

て
、
指
標
に
照
し
た
厳
密
な
地
域
設
定
と
は
い
い
難
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

　
　
あ
る
。

（
7
1
）
　
千
葉
徳
爾
『
民
俗
の
地
域
的
展
開
（
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
③
）
』
東
京
堂
出
版
、
一

　
　
九
八
八
年
九
月
、
「
序
言
」
の
二
頁
。
こ
れ
に
続
け
て
「
多
く
の
場
合
は
社
会
的
な
諸

　
　
関
係
が
中
間
項
と
し
て
介
在
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
住
民
が
稲
作
を
選
択
す
る
か
否
か

　
　
が
定

ま
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
中
間
項
と
し
て
の
「
人
間
」
の
選
択
・
意
志
な
ど
の

　
　
重
視
と
い
う
、
千
葉
の
風
土
論
へ
の
移
行
が
認
め
ら
れ
る
。

（
7
2
）
　
千
葉
の
「
風
土
論
」
に
は
、
著
作
と
し
て
、
千
葉
徳
爾
・
籾
山
政
子
『
風
土
論
・
生

　
　
気
候
（
気
候
と
人
間
シ
リ
ー
ズ
三
）
』
朝
倉
書
店
、
一
九
七
九
年
三
月
、
千
葉
徳
爾
編

　
　
『
日
本
民
俗
風
土
論
』
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
九
月
、
『
民
俗
学
と
風
土
論
（
千
葉
徳
爾

　
　
著
作
選
集
②
）
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
九
月
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
「
風
土
論
」

　
　
は
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
簡
単
に
い
っ
て

　
　
し
ま
え
ば
、
自
然
的
環
境
に
対
す
る
そ
れ
を
含
ん
だ
社
会
・
文
化
的
環
境
を
指
し
、

　
　
「
具
体
的
現
象
で
あ
る
民
俗
に
対
し
て
そ
の
広
義
の
形
成
力
と
い
っ
た
意
味
」
で
あ
る

　
　
と
も
し
て
い
る
（
同
「
民
俗
研
究
と
風
土
の
概
念
」
『
名
古
屋
民
俗
』
第
二
六
号
、
名

　
　
古
屋
民
俗
研
究

会
、
一
九
八
二
年
二
月
、
三
頁
）
。

　
　
　
ま
た
千
葉
は
「
民
俗
と
い
う
日
本
語
に
は
現
象
と
し
て
の
各
種
の
行
動
形
態
を
指
す

　
　
場
合

と
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
と
ら
し
め
る
よ
う
な
心
意
あ
る
い
は
思
考
の
型
を
意
味

　
　
す

る
場
合
と
が
区
別
さ
れ
」
る
と
し
、
柳
田
の
目
的
と
し
た
の
は
後
者
で
あ
っ
て
、
前

　
　
者
は
そ
の
手
段
で
あ
る
と
し
た
が
（
同
「
民
俗
学
と
地
理
学
」
『
民
俗
学
評
論
』
八
号
、

　
　
大
塚
民
俗
学
会
、
一
九
七
二
年
六
月
、
　
一
二
頁
）
、
こ
れ
ら
は
個
々
の
現
象
の
背
後
に

　
　
あ
る
隠
れ
た
志
向
性
や
価
値
体
系
で
個
々
の
現
象
を
発
現
さ
せ
る
と
す
る
「
地
域
性
」

　
　
の

概
念

と
も
、
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
7
3
）
　
千
葉
徳
爾
「
常
民
的
労
働
組
織
の
地
域
展
開
」
前
掲
（
7
1
）
、
四
七
～
七
四
頁
（
初
出

　
　
は

原
題
「
近
代
日
本
の
常
民
的
労
働
組
織
と
そ
の
地
域
的
展
開
ー
民
俗
面
か
ら
の
ア

　
　
ン

ケ

ー
ト
調
査
を
通
じ
て
ー
」
『
愛
知
大
学
文
学
会
文
学
論
叢
』
五
一
輯
、
一
九
六

　
　
四
年
）
。

（
7
4
）
　
千
葉
徳
爾
「
地
域
住
民
の
価
値
観
志
向
1
『
郷
土
の
人
物
』
を
指
標
と
し
て
ー
」

　
　
前
掲
（
7
1
）
、
七
五
～
九
九
頁
（
初
出
は
原
題
「
『
郷
土
の
人
物
』
を
指
標
と
し
て
み
た

　
　
地
域
住
民
の

価
値
観
志
向
に
つ
い
て
」
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
士
研
究
所
紀
要
』
一
四
輯
、

　
　
一
九
六
九
年
）
。

（
7
5
）
　
小
野
重
朗
「
民
俗
地
図
に
よ
る
地
域
研
究
」
『
日
本
民
俗
学
』
　
一
二
一
号
、
一
九
七

　
　
九
年
二
月
、
三
七
～
四
四
頁
。

（
7
6
）
　
千
葉
徳
爾
「
地
理
学
と
民
俗
学
」
『
民
俗
学
評
論
』
八
号
、
大
塚
民
俗
学
会
、
一
九

　
　
七

二
年
六
月
、
一
二
頁
。
な
お
千
葉
は
、
同
誌
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
に
お
い
て
「
地
域
構
造

　
　
論

は
、
地
表
空
間
を
要
素
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
特
定
機
能
を
も
つ
『
地
域
』
を
考
え
、

　
　

こ
の
構
造
特
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
特
性
が
地
域
性
と
呼
ば
れ
る
も

　
　
の

で
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の
地
理
学
で
は
『
特
性
』
そ
の
も
の
に
は
関
心
が
う
す
く
、

　
　
主

と
し
て
『
構
造
』
を
取
り
扱
い
ま
す
。
何
と
な
れ
ぽ
、
地
域
の
特
性
は
構
造
の
特
性

　
　
と
も
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
か
ら
、
現
象
的
な
地
域
性
の
如
何
を
論
ず
る
よ
り
も
、
そ
れ

　
　
を
表
現
さ
せ
る
機
構
と
し
て
の
地
域
構
造
と
、
そ
の
変
動
そ
の
も
の
を
解
明
し
よ
う
と

　
　
試
み

る
方
向
に
向
う
の
で
す
」
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
（
一
一
頁
）
。

（
7
7
）
　
前
掲
（
2
8
）
の
蓮
見
音
彦
の
農
業
集
落
の
分
析
で
も
、
過
疎
現
象
の
地
域
差
を
形
成
す

　
　
る
要
因
と
し
て
工
業
化
・
都
市
化
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
、
「
こ
う
な
る
と
従
来
い
わ

　
　
れ
て

き
た
東
日
本
と
西
日
本
と
の
差
異
と
い
う
よ
り
は
工
業
化
・
都
市
化
の
進
ん
だ
地

　
　
域
と
農
業
的
色
彩
の
濃
い
地
域
と
い
う
側
面
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
と
み
ら
れ
る
」
と

　
　
す

る
。
「
今
日
の
農
村
に
見
出
さ
れ
る
地
域
区
分
に
は
、
農
業
的
な
内
在
的
な
要
因
に

　
　
も
と
つ
く
多
分
に
基
層
的
な
区
分
と
、
む
し
ろ
工
業
発
展
要
因
に
も
と
つ
く
区
分
と
が

　
　
重
層
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
「
む
し
ろ
後
者
の
工
業
発
展
要
因
に

　
　
も
と
つ
く
地
域
区
分
が
多
く
の
規
定
力
を
も
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て

41



国立歴史民俗博物館研究報告　第52集　（1993）

　
　
い
る
（
三
九
～
四
一
頁
）
。

（
7
8
）
　
K
・
R
・
ポ
パ
ー
『
歴
史
主
義
の
貧
困
ー
社
会
科
学
の
方
法
と
実
践
1
』
（
久

　
　
野
収
・
市
井
三
郎
訳
）
中
央
公
論
社
、
　
九
六
一
年
、
一
九
六
～
二
〇
五
頁
（
民
旦
戸

　
　
勺
o
田
①
ご
S
ぎ
、
、
g
、
O
o
S
辻
（
込
o
、
ざ
匂
き
お
8
）
。

（
7
9
）
　
拙
稿
「
柳
田
国
男
の
『
方
法
』
に
つ
い
て
1
綜
観
・
内
省
・
了
解
ー
」
『
国
立

　
　
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
七
集
、
一
九
九
〇
年
三
月
、
一
一
三
～
一
三
五
頁
。

（
8
0
）
　
柳
田
為
正
・
千
葉
徳
爾
・
藤
井
隆
至
編
『
柳
田
国
男
談
話
稿
』
法
政
大
学
出
版
局
、

　
　
一
九
八
七
年
四
月
、
二
〇
五
頁
。

（8
1
）
　
｝
別
…
掲
（
6
8
）
、
　
六
二
百
’
。

（
8
2
）
　
千
葉
徳
爾
「
山
の
住
民
の
特
性
」
『
民
俗
学
と
風
土
論
（
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
②
）
』

　
　
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
九
月
、
二
六
九
～
二
九
三
頁
。

（
8
3
）
　
一
応
、
地
域
差
も
念
の
た
め
定
義
し
て
お
け
ば
、
二
つ
以
上
の
地
域
の
間
に
み
ら
れ

　
　
る
（
民
俗
）
事
象
の
差
異
を
指
す
。
た
だ
し
地
域
間
に
み
ら
れ
る
地
域
的
性
格
の
差
異

　
　
を

呼
ぶ
場
合
も
あ
る
し
、
経
済
上
あ
る
い
は
生
活
福
祉
上
の
地
域
間
の
差
異
、
す
な
わ

　
　
ち

地
域
格
差
に
用
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
最
初
の
定
義
に
限
定
し
て
も
民
俗
学
・
文
化

　
　
人
類
学
の
場
合
、
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
8
4
）
　
福
田
ア
ジ
オ
に
よ
れ
ば
「
こ
の
方
法
（
重
出
立
証
法
と
周
圏
論
‥
筆
者
註
）
に
基
づ

　
　
い
て

研
究
す

る
の
が
民
俗
学
で
あ
る
と
し
て
、
民
俗
学
の
存
立
基
盤
の
よ
う
に
し
て
い

　
　

る
」
と
い
う
（
同
「
民
俗
学
に
と
っ
て
何
が
明
晰
か
」
『
季
刊
柳
田
国
男
研
究
』
五
号
、

　
　
白
鯨
社
、
一
九
七
四
年
四
月
、
一
〇
五
頁
）
。

（
8
5
）
　
前
掲
（
8
4
）
、
一
〇
五
頁
。

（
8
6
）
　
前
掲
（
8
4
）
、
一
〇
七
～
一
〇
九
頁
。

（
8
7
）
　
前
掲
（
8
4
）
。
　
一
〇
七
頁
。

（
8
8
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
歴
史
学
と
民
俗
学
」
『
民
俗
学
評
論
』
八
号
、
大
塚
民
俗
学
会
、
一

　
　

九
七
二
年
六
月
、
三
頁
。

（
8
9
）
　
前
掲
（
8
8
）
、
四
頁
。

（
9
0
）
　
〈
個
別
分
析
法
〉
は
充
分
な
そ
の
方
法
の
提
示
の
な
い
ま
ま
、
名
称
だ
け
が
先
行
し

　
　

て

い
っ

た
嫌
い
が
あ
り
、
い
つ
か
ら
唱
え
は
じ
め
ら
れ
た
か
、
こ
こ
で
明
確
に
は
証
し

　
　

得
な
い
が
、
前
掲
（
8
8
）
六
頁
に
「
民
俗
学
は
柳
田
氏
の
認
識
（
1
）
を
継
承
し
て
別
の
新

　
　

し
い
方
法
を
開
拓
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
私
は
個
別
分
析
法
だ
と
考
え
て
お

　
　

り
ま
す
」
と
出
て
く
る
。
こ
の
柳
田
の
認
識
と
は
『
国
史
と
民
俗
学
』
の
「
古
く
伝
へ

　
　

た

記
録
が
無
け
れ
ば
、
現
に
残
っ
て
居
る
事
実
の
中
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
1
）
。

　

そ

う
し
て
沢
山
の
痕
跡
を
比
較
し
て
変
遷
の
道
筋
を
辿
る
や
う
な
方
法
（
2
）
を
設
定
す

　

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
福
田
は
（
2
）
の
〈
重
出
立
証
法
〉
を

　

否
定

し
、
（
1
）
の
部
分
を
継
承
し
な
が
ら
「
民
俗
事
象
を
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地

　

域
の

歴
史
的
展
開
の
中
へ
位
置
づ
け
る
」
方
法
と
し
て
、
　
〈
個
別
分
析
法
〉
を
提
唱
し

　

た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
方
法
に
よ
る
具
体
的
論
文
が
現
わ
れ
な
い
う
ち
に
、
例
え

　

ば
色
川
大
吉
の
「
歴
史
家
側
か
ら
見
れ
ば
、
地
方
史
研
究
の
ご
く
当
た
り
ま
え
の
方
法

　

で
」
（
「
私
の
柳
田
国
男
」
『
季
刊
柳
田
国
男
研
究
』
八
号
、
白
鯨
社
、
一
九
七
五
年
四

　

月
、
八
九
頁
）
と
か
い
っ
た
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
　

〈
個
別
分
析
法
〉
は
名
称
も
〈
重
出
立
証
法
〉
に
対
比
し
た
命
名
ら
し
く
、
そ
の
後

　

の

福

田
ア
ジ
ォ
・
宮
田
登
編
『
日
本
民
俗
学
概
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
一

　
　
一
月
）
で
福
田
の
執
筆
す
る
「
民
俗
学
研
究
法
」
で
は
、
〈
地
域
研
究
法
〉
と
さ
れ
、

　

〈
比
較
研
究

法
〉
と
と
も
に
二
つ
の
方
法
に
位
置
付
け
ら
れ
、
「
民
俗
を
伝
承
さ
れ
て

　
　
い
る
地
域
に
お
い
て
分
析
し
、
そ
の
地
に
そ
の
特
定
の
民
俗
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

の

意
味
を
歴
史
的
に
明
ら
か
に
す
る
方
法
」
で
、
そ
の
第
二
の
方
法
は
「
民
俗
を
そ
の

　

地
の

特
有
の
条
件
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
一
方
の
〈
比
較
研
究
法
〉
は
、

　

指
標
の

組
合
せ
に
よ
る
類
型
論
的
な
相
関
比
較
の
例
が
示
さ
れ
る
ほ
か
、
民
俗
地
図
も

　

〈
比
較
研
究

法
〉
の
資
料
操
作
の
一
つ
の
有
力
な
方
法
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た

　
　
だ
民
俗
地
図
は
「
分
布
の
地
域
差
は
民
俗
の
変
遷
の
順
序
に
置
き
換
え
る
た
め
の
手
段

　
　
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
定
の
型
の
民
俗
が

　

特
定
の
地
方
や
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
地
域
の
特

　

質
を
形
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
地
図
に
加
味
し
た
上
で
、
民
俗
の
分
布
を
描
く
こ

　
　
と
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
（
二
六
五
～
二
六
九
頁
）
。

　
　

最
後
の
部
分
が
具
体
的
に
ど
う
実
行
さ
れ
る
の
か
、
か
な
り
疑
問
で
は
あ
る
が
、
民

　
　
俗
地
図
も
変
遷
の
順
序
で
な
く
、
機
能
的
意
味
付
け
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
ぼ

　
　
か
り
か
、
こ
の
〈
比
較
研
究
法
〉
に
は
全
く
＜
重
出
立
証
法
〉
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と

　
　
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
〈
周
圏
論
〉
も
民
俗
地
図
の
な
か
で
、
柳
田
の
方
言
周
圏
説
が

　
　
紹
介
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
9
1
）
　
上
野
和
男
・
高
桑
守
史
・
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
田
登
編
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

　
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
一
一
月
。

（
9
2
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
学
と
重
出
立
証
法
に
つ
い
て
」
『
季
刊
柳
田
国
男
研
究
』
六
号
、

　
　
白
鯨
社
、
一
九
七
四
年
七
月
、
七
五
頁
。

（
9
3
）
　
こ
の
「
単
線
的
な
配
列
」
と
は
、
「
『
沢
山
の
痕
跡
を
比
較
し
て
変
遷
の
道
筋
を
辿
る
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や
う
な
方
法
』
は
十
九
世
紀
的
な
単
純
な
進
化
論
的
な
考
え
で
す
」
（
前
掲
（
8
8
）
、
六

　
　
頁
）
と
か
、
そ
の
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
討
議
で
、
福
田
が
人
類
系
統
樹
を
例
に
し

　
　
て

い

る
こ
と
（
同
三
一
頁
）
、
ま
た
座
談
会
「
民
俗
学
の
方
法
を
問
う
」
で
、
「
柳
田
さ

　
　
ん

の

理
論

と
い
う
の
は
進
化
論
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
私
な
ん
か
だ
と
、
や
は
り
十

　
　
九
世
紀
的

な
進
化
主
義
的
な
影
響
が
濃
厚
だ
」
前
掲
（
5
0
）
、
四
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る

　
　

こ
と
か
ら
、
そ
の
批
判
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
よ
う
や
く
わ
か
る
。
確
か
に
柳

　
　

田
の
思
想
に
は
進
歩
思
想
が
大
き
な
位
置
を
占
め
、
広
い
意
味
で
進
化
主
義
的
だ
と
見

　
　
倣
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
福
田
の
批
判
は
今
日
の
新
進
化
主
義
的
考
え
で
い
え
ば
、
＝

　
　
般
進
化
」
と
「
特
殊
進
化
」
を
混
乱
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
個
別
分
析
法
の
方

　
　
が
進
化
主
義
的
な

見
方
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
柳
田
が
伝
播
主
義
だ
と
い

　
　
う
批
判
な
ら
理
解
で
き
る
が
、
同
じ
習
俗
の
分
布
に
対
し
て
も
、
個
別
分
析
法
は
そ
の

　
　
地
の

歴
史
的
展
開
で
捉
え
る
と
い
う
極
め
て
独
立
発
生
論
的
な
見
方
を
し
て
お
り
、
伝

　
　
播
論
的

な
柳
田
の
考
え
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

（
9
4
）
　
前
掲
（
8
4
）
、
　
一
〇
七
頁
。

（
9
5
）
　
柳
田
国
男
『
蝸
牛
考
』
（
刀
江
書
院
、
一
九
三
〇
年
七
月
、
初
出
は
『
人
類
学
雑
誌
』

　
　
四

二
巻
四
～
七
号
、
　
九
二
七
年
四
～
七
月
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
　
一
入
巻
、
筑
摩

　
　
書
房
。

（
9
6
）
　
柴
田
武
「
言
語
地
理
学
の
寄
与
」
『
日
本
語
の
歴
史
別
巻
（
言
語
史
研
究
入
門
）
』
平

　
　
凡
社
、
一
九
六
六
年
六
月
、
二
五
三
頁
。

（
9
7
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
。

（
9
8
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
四
頁
。

（
9
9
）
　
柳
田
国
男
「
セ
ビ
オ
の
方
法
」
（
初
出
は
『
民
間
伝
承
』
三
巻
八
号
、
一
九
三
八
年

　
　
四
月
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
五
月
、
二
九
三
頁
。

（
0
0
1
）
　
前
掲
（
3
6
）
、
八
頁
。

（
皿
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
周
圏
論
の
展
開
」
（
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
九
号
、
一
九
五
九
年
一

　
　
〇
月
）
、
『
民
俗
学
方
法
論
の
諸
問
題
（
千
葉
徳
爾
著
作
集
①
）
』
東
京
堂
出
版
、
一
九

　
　
八
八
年
九
月
、
二
九
六
頁
。

（
2
0
1
）
　
柳
田
国
男
『
後
狩
詞
記
』
（
自
家
出
版
、
　
一
九
〇
九
年
三
月
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』

　
　
二
七
巻
、
筑
摩
書
房
。

（
3
0
1
）
　
福
田
ア
ジ
オ
は
柳
田
の
民
俗
周
圏
論
的
な
見
解
を
示
す
文
章
を
、
ほ
か
に
も
多
数
紹

　
　
介

し
て
い
る
（
同
「
民
俗
学
の
資
料
操
作
法
ー
重
出
立
証
法
と
周
圏
論
1
」
野
口

　
　
武
徳
・
宮
田
登
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
現
代
日
本
民
俗
学
皿
概
念
と
方
法
』
三
一
書
房
、

　　　　　　　 　　　
123　　122　　121　　120　　119　　118

）　）　）　） ）　）

前　前前前前
　　掲掲掲
　　鱒垂
　　、　　、　　、

　
　
一
九
七
五
年
五
月
、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
）

（
4
0
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
六
三
頁
、
柴
田
武
・
加
藤
正
信
・
徳
川
宗
賢
編
『
日
本
の
言
語
学
6

　
　
方
言
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
。

（
5
0
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
六
頁
。

（
……
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
八
頁
。

（
7
0
1
）
　
柳
田
の
民
俗
語
彙
重
視
の
そ
の
意
味
と
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
現
代
民
俗
学

　
　
へ
の
方
法
論
的
転
回
」
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
民
俗
風
土
論
』
弘
文
堂
、
「
九
八
〇
年
九

　
　

月
、
六
五
～
六
九
頁
、
及
び
拙
稿
「
族
制
研
究
の
民
俗
的
視
角
－
民
俗
語
彙
重
視
の

　
　
見
直
し
ー
」
『
日
本
民
俗
学
』
｝
六
六
号
、
一
九
八
六
年
七
月
、
三
～
四
頁
。

（
8
0
工
）
　
村
武
精
一
「
重
出
立
証
法
批
判
者
の
批
判
性
」
『
季
刊
柳
田
国
男
研
究
』
六
号
、
白

　
　
鯨
社
、
一
九
七
四
年
七
月
、
七
七
頁
。

（
9
0
1
）
　
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
、
一
九
五
一
年
一
月
、
四
八
六
頁
。

（
O
1
1
）
　
前
掲
（
珊
）
、
四
八
六
頁
。

（
山
）
　
井
之
口
章
次
『
民
俗
学
の
方
法
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
〇
年
四
月
、
一
一
六
頁
。

（
2
1
1
）
　
O
°
↑
°
O
o
日
日
o
°
、
o
寒
ミ
恥
e
o
包
（
江
ミ
へ
e
S
印
（
§
3
戸
O
O
。
。
°

（
3
1
1
）
　
関
敬
吾
に
よ
れ
ば
「
横
断
面
の
事
実
を
的
確
に
す
る
た
め
に
は
0
2
8
0
Q
8
勺
ξ
の

　
　
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
民
俗
地
図
は
こ
れ
に
ょ
っ
て
多
く
の
効
果
を
あ
げ
て

　
　
い

る
が
、
柳
田
は
0
2
8
σ
q
冨
℃
ξ
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
疑
問
を
示
し
て
い
る
」
と

　
　
い

う
。
柳
田
の
疑
問
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
地
理
的
手
法
を
放
棄
し
た
の
は
柳
田

　
　
自
身
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
（
関
「
日
本
民
俗
学
の
歴
史
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』

　
　
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
八
年
＝
一
月
、
一
四
一
～
一
四
二
頁
）
。

（
4
1
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
八
二
～
二
八
五
頁
。

（
5
1
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
二
八
五
頁
。

（
6
1
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
二
八
三
頁
。

（
7
1
1
）
　
加
藤
正
信
「
あ
る
方
言
地
図
の
解
釈
ー
佐
渡
に
お
け
る
『
ね
こ
や
な
ぎ
』
の
言
語
地

　
　
理
学
的
考
察
ー
」
『
言
語
研
究
』
四
二
号
、
一
九
六
二
年
。

　
　
　
　
掲
（
9
6
）
、
二
八
四
頁
。

二
八
八
頁
。

二
八
八
頁
。

一
一
九
頁
。

徳
川
宗
賢
．
編
『
日
本
の
方
言
地
図
』
中
央
公
論
社
、

　
掲
（
2
2
1
）
、
　
一
九
頁
。

一
九
七
九
年
三
月
、
一
七
頁
。
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（
4
2
1
）
　
前
掲
（
期
）
、
七
七
頁
。

（
5
2
1
）
　
久
武
哲
也
「
文
化
地
理
学
学
説
史
1
と
く
に
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
ー
」

　
　
大
島
裏
二
・
浮
田
典
良
・
佐
々
木
高
明
編
『
文
化
地
理
学
』
古
今
書
院
、
一
九
八
九
年

　
　
一
一
月
、
三
一
頁
。

（
6
2
1
）
　
前
掲
（
随
）
、
三
四
頁
。

（
7
2
1
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
学
資
料
の
数
学
的
取
扱
い
に
つ
い
て
」
『
民
間
伝
承
』
一
六
巻
七

　
　
号
、
一
九
五
二
年
七
月
、
同
「
民
俗
資
料
の
量
に
関
す
る
一
問
題
」
『
日
本
民
俗
学
』

　
　
三
巻
一
号
、
一
九
五
五
年
、
同
「
山
の
神
信
仰
の
一
考
察
ー
ヲ
コ
ゼ
資
料
と
重
出
立

　
　
証
法
1
」
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
六
五
号
、
一
九
六
九
年
。

（
8
2
1
）
　
前
掲
（
珊
）
、
四
六
九
頁
。

（
9
2
1
）
　
鈴
木
茂
『
偶
然
と
必
然
－
弁
証
法
と
は
な
に
か
ー
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、

　
　
＝
一
九
頁
。

（
0
3
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
四
頁
。

（
1
3
1
）
　
和
歌
森
太
郎
『
日
本
民
俗
学
概
説
』
東
海
書
房
、
一
九
四
八
年
八
月
、
四
〇
～
四
六

　
　
頁
。

（
2
3
1
）
　
拙
稿
「
現
代
民
俗
学
へ
の
方
法
論
的
転
回
」
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
民
俗
風
土
論
』
弘

　
　
文
堂
、
一
九
八
〇
年
九
月
、
七
〇
頁
。

（
3
3
1
）
　
も
ち
ろ
ん
福
田
の
「
個
別
分
析
法
」
は
目
的
・
調
査
法
・
資
料
操
作
法
も
整
合
的
で
、

　
　
民
俗
学
に
新
し
い
一
面
を
も
た
ら
し
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
歴
史
学
的

　
　
方
法
と
い
う
よ
り
も
社
会
人
類
学
的
な
機
能
主
義
の
導
入
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し

　
　
従
来
の
民
俗
学
と
の
区
別
を
明
確
に
意
識
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
般
に
方
法
論
的
な
矛

　
　
盾
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
柳
田
の
民
俗
学
の
方
法
の
正
し
い
発
展
の
可
能
性
を
阻

　
　
ん

だ

と
い
う
と
い
う
意
味
で
批
判
さ
れ
る
。
か
つ
て
色
川
大
吉
が
批
判
し
た
よ
う
に

　
　
「
む
し
ろ
、
柳
田
学
の
創
造
の
秘
密
を
解
き
あ
か
し
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
理
論
こ
そ

　
　
ま
ず
立
て
ら
れ
る
べ
き
」
（
前
掲
（
9
0
）
、
八
九
頁
）
で
あ
っ
た
し
、
筆
者
ら
の
世
代
以

　
　
降
は
少
な
く
と
も
そ
ち
ら
の
方
向
で
の
再
構
築
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
福
田

　
　
の
柳

田
批
判
の
一
つ
の
眼
目
で
あ
っ
た
「
地
方
の
民
俗
学
研
究
者
を
単
な
る
採
集
報
告

　
　
者
と
」
し
「
民
俗
学
研
究
老
と
民
俗
調
査
員
に
分
離
し
た
」
（
前
掲
（
9
2
）
七
五
～
七
六

　
　
頁
）
と
い
う
点
は
、
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
と
そ
れ
と
連
動
す
る
『
市
町
村
史

　
　
民
俗
編
』
編
纂
事
業
を
通
じ
て
、
福
田
も
ま
た
同
じ
過
ち
を
犯
し
た
と
い
っ
て
過
言
で

　
　
は

な
い
。
こ
の
点
は
最
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
、
改
め
て
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ぽ
な

　
　
ら
な
い
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
宮
田
の
「
地
域
民
俗
学
」
な
ど
の
主
張
は
、
目
的
・

　
　
調
査
法
・
資
料
操
作
法
も
全
く
不
整
合
、
検
討
に
も
値
し
な
い
。

（
4
3
1
）
　
竹
内
利
美
「
『
民
俗
』
資
料
の
性
格
と
そ
の
収
集
法
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
一
三
巻
、

　
　
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
八
月
、
二
六
頁
。

（
5
3
1
）
　
関
敬
吾
「
日
本
民
俗
の
社
会
的
性
格
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
二
巻
、
平
凡
社
、
一

　
　
九
五
八
年
一
二
月
、
四
三
頁
。

（
6
3
1
）
　
W
・
H
・
グ
ッ
ド
イ
ナ
フ
『
文
化
人
類
学
の
記
述
と
比
較
』
弘
文
堂
、
寺
岡
裏
・

　
　
古
橋
政
次
訳
、
一
九
七
七
年
一
一
月
、
一
四
ニ
ー
三
頁
（
≦
餌
a
＝
．
O
o
o
匹
⑳
ロ
8
σ
Q
ダ

　
　
b
塁
ミ
心
ひ
§
○
。
ミ
〉
ミ
含
§
ざ
○
ミ
ミ
、
匙
』
ミ
ミ
§
、
R
隻
“
冨
ば
）
。

（
7
3
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
五
九
頁
。

（
8
3
1
）
　
工
則
掲
（
9
1
）
、
　
二
六
頁
。

（
9
3
工
）
　
宮
本
常
一
「
民
俗
の
地
域
性
」
　
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
八

　
　
年
一
二
月
、
六
七
～
八
〇
頁
。

（
0
4
1
）
　
岡
正
雄
『
異
人
そ
の
他
』
言
叢
社
、
一
九
七
九
年
。

（
1
4
1
）
　
前
掲
（
抽
）
、
八
〇
頁
。

（
2
4
1
）
宮
本
に
は
前
掲
（
㎜
）
の
ほ
か
、
「
民
俗
か
ら
見
た
日
本
の
東
と
西
」
『
風
土
と
文
化

　
　
（
宮
本
常
一
著
作
集
3
）
』
一
九
六
七
年
、
未
来
社
、
「
常
民
の
生
活
」
大
野
晋
・
宮
本

　
　
常
一
他
『
東
日
本
と
西
日
本
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
二
年
一

　
　
二
月
な
ど
が
あ
る
が
、
触
れ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
同
じ
で
も
、
次
第
に
地
域
差
の
条
件

　
　
の

考
察
か
ら
、
単
純
と
も
い
え
る
東
西
比
較
論
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
3
4
1
）
　
前
掲
（
8
）
、
六
八
頁
。
こ
の
疑
問
を
「
な
ぜ
東
北
で
は
受
容
し
な
か
っ
た
の
か
」
と

　
　
置
き
換
え
追
究
し
て
い
く
の
が
、
筆
者
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
4
4
1
）
　
例
え
ば
、
千
葉
徳
爾
「
日
本
の
民
俗
と
自
然
条
件
」
『
風
土
と
文
化
ー
日
本
列
島

　
　
の

位
相1
（
日
本
民
俗
文
化
大
系
1
）
』
小
学
館
、
　
一
九
八
六
年
五
月
、
一
〇
九
～

　
　
一
七
六
頁
。

（
5
4
1
）
　
前
掲
（
皿
）
、
二
九
五
～
三
〇
二
頁
。

（
6
4
1
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
の
周
圏
的
構
造
」
（
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
二
七
号
、
一
九
六
三
年
）

　
　
『
民
俗
学
方
法
論
の
諸
問
題
（
千
葉
徳
爾
著
作
集
①
）
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
九

　
　
月
、
三
〇
五
頁
。

（
7
4
］
）
　
晶
削
掲
（
胤
）
、
　
三
〇
三
～
一
二
〇
六
頁
。

（
8
4
1
）
　
千
葉
徳
爾
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
一
一
月
、
三
二
～
三
九

　
　
頁
。

（
9
4
1
）
　
野
口
武
徳
「
重
出
立
証
法
に
対
す
る
問
題
提
起
」
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
六
〇
号
、

44



地域性論としての文化の受容構造論

　
　
一
九
六
九
年
）
野
口
武
徳
・
宮
田
登
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
現
代
日
本
民
俗
学
皿
概
念
と

　
　
方

法
』
三
一
書
房
、
一
九
七
五
年
五
月
、
一
一
一
頁
。

（
0
5
1
）
　
大
林
太
良
「
日
本
文
化
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
文
化
領
域
設
定
の
た
め
の
予
備

　
　

的
考
察
1
」
『
列
島
の
文
化
史
』
一
号
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一

　
　
九
八
四
年
三
月
、
二
〇
三
頁
。

（
1
5
1
）
　
例
え
ば
東
北
地
方
の
族
制
に
関
し
て
、
宮
本
の
場
合
は
中
央
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
い

　
　
っ

た

人
々
が
上
流
階
級
を
形
成
し
た
た
め
、
故
郷
の
神
を
一
族
の
神
と
し
、
そ
れ
が
村

　
　
の
氏

神
に
な
っ
た
例
が
多
い
と
し
、
ま
た
同
族
の
形
成
に
関
し
て
も
似
た
よ
う
な
理
解

　
　
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
岡
流
の
種
族
文
化
複
合
の
解
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
。
岡
の

　
　
場
合
、
東
北
は
同
族
制
村
落
／
年
齢
階
梯
制
村
落
の
う
ち
前
者
に
相
当
す
る
わ
け
だ
が
、

　
　
一
方
の
日
本
民
族
文
化
起
源
論
で
バ
ラ
・
ウ
ジ
氏
族
系
統
の
父
権
的
社
会
・
支
配
者
文

　
　
化
の
文
化
複
合
を
予
想
し
よ
う
。
し
か
し
そ
の
分
布
を
考
え
た
場
合
、
支
配
者
文
化
が

　
　
濃
厚

と
予
想
さ
れ
る
近
畿
地
方
に
そ
れ
が
見
ら
れ
ず
、
な
ぜ
東
北
日
本
に
同
族
型
が
顕

　
　
著
な
の
か
。
東
北
に
北
か
ら
支
配
者
文
化
が
移
動
し
て
き
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う

　
　

か
。
こ
こ
に
は
理
念
的
類
型
論
の
弱
点
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
点
で
同
じ
社
会
人
類
学

　
　
者

で

も
、
同
族
を
近
世
末
か
ら
近
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
佐
々
不
明
の
｝
連
の

　
　
議
論
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

（
2
5
1
）
　
J
・
H
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
『
文
化
変
化
の
理
論
ー
多
系
進
化
の
方
法
論
ー
』

　
　
弘
文
堂
、
米
山
俊
直
・
石
田
紅
子
訳
、
　
一
九
七
九
年
五
月
（
智
一
品
ロ
出
゜
ω
穗
宅
胃
臼

　
　
吋
ミ
o
蔓
ミ
O
ミ
音
ミ
○
“
§
句
恥
㌔
『
ぎ
ミ
災
ぎ
合
、
R
∨
。
S
ミ
ミ
s
ミ
さ
§
、

　
　
㎏
§
ミ
ぱ
§
“
お
9
）
。

（
3
5
1
）
　
和
歌
森
太
郎
「
民
俗
学
発
達
と
現
状
3
日
本
」
同
編
『
日
本
民
俗
学
講
座
』
五
巻
、

　
　
朝
倉
書
店
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
、
八
三
頁
。

（
4
5
1
）
　
筆
者
の
受
容
構
造
論
と
個
別
分
析
法
の
根
底
で
の
発
想
の
違
い
は
、
お
そ
ら
く
文
化

　
　
伝
播
説
と
個
別
発
生
説
の
関
係
に
相
似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
両
者
の
「
歴
史
」
観
の
相

　
　
違
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
福
田
は
歴
史
は
「
構
造
」
を
有
し
、
伝
承
母
体
の
発

　
　
展
過
程
か

ら
、
民
俗
の
生
成
過
程
を
扱
お
う
と
し
、
換
言
す
れ
ば
、
ム
ラ
人
の
自
己
革

　
　
新
の
結
果
、
民
俗
は
自
生
的
に
発
明
・
発
見
さ
れ
る
と
思
考
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
る
。
筆
老
は
民
俗
に
限
ら
ず
、
思
想
や
価
値
観
・
雰
囲
気
な
ど
も
含
め
、
あ
る
地
域
に

　
　
見
ら
れ
る
、
あ
る
地
域
を
構
成
す
る
文
化
の
ほ
と
ん
ど
全
て
は
借
用
で
、
伝
播
の
結
果

　
　
（
ク
ロ
ー
バ
ー
の
い
う
。
・
亘
日
巳
ロ
。
。
合
陸
5
ざ
ロ
刺
激
伝
播
も
含
め
）
受
容
さ
れ
た
も
の
と

　
　
考
え
て
い
る
。
そ
の
地
で
独
自
に
発
生
し
た
文
化
な
ど
、
皆
無
に
等
し
い
ぐ
ら
い
な
も

　
　

の

と
予
想
し
て
お
り
、
単
に
移
入
さ
れ
る
文
化
を
受
容
・
変
形
す
る
構
造
が
、
自
然

　
　

的
・
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
（
環
境
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ

　
　

れ
ゆ

え
に
、
民
俗
を
一
種
の
「
情
報
」
と
見
倣
し
、
そ
の
選
択
的
な
受
容
・
変
形
・
適

　
　

応
・
収
敷
、
そ
し
て
文
化
全
体
の
再
統
合
と
い
っ
た
過
程
を
注
視
し
た
い
。
ま
た
受
容

　
　

構
造
論
は
、
民
俗
の
独
立
発
生
説
に
対
す
る
民
俗
の
借
用
変
形
説
と
も
い
え
よ
う
。

（
5
5
1
）
　
千
葉
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ぽ
、
摂
取
さ
れ
る
文
化
は
好
ま
れ
る
民
俗
で
あ
り
、
住
民

　
　

の

選
択
的
な

意
思
（
人
間
に
と
っ
て
の
民
俗
の
意
味
）
が
働
い
て
い
る
。
ま
た
消
滅
し

　
　
て

い
く
民
俗
も
選
択
的
な
排
除
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
掲
（
2
3
1
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
5
1
）
　
須
江
ひ
ろ
子
「
人
類
学
に
お
け
る
文
化
変
化
の
微
視
的
研
究
」
『
思
想
』
四
八
八
号
、

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
二
月
、
一
六
六
～
一
七
三
頁
。

（
7
5
1
）
　
筆
者
が
現
在
行
な
っ
て
い
る
韓
国
に
お
け
る
親
子
心
中
の
研
究
も
、
同
じ
視
角
の
な

　
　

か
に

あ
る
と
い
え
る
。
韓
国
で
は
以
前
は
親
子
心
中
の
よ
う
な
現
象
は
な
く
、
日
本
の

　
　
影
響
が

あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
を
単
に
影
響
が
あ
る
と
す
る
の
で
は
な

　
　
く
、
地
理
的
近
接
に
よ
る
、
こ
う
し
た
思
考
・
価
値
観
等
の
伝
播
波
及
と
い
っ
た
問
題

　
　
も
考
慮
し
て
い
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
モ
デ
ル
は
、
例
え
ば
外
国
人
労
働
者
や

　
　
海
外
帰
国
子
女
と
い
っ
た
、
異
文
化
間
の
諸
問
題
な
ど
も
視
野
に
含
め
た
、
現
実
的
で

　
　
汎
用
な
モ
デ
ル
が
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
8
5
1
）
　
K
・
ク
ー
ロ
ン
『
民
俗
学
方
法
論
』
岩
波
文
庫
、
関
敬
吾
訳
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
、

　
　
＝
一
六
～
一
二
七
頁
（
民
恥
曽
】
o
×
『
o
庁
見
b
合
∀
～
ミ
o
、
昌
嵩
ξ
ぎ
』
、
せ
へ
ぴ
§
ミ
言
心
ぶ

　
　
H
O
路
）
。
た
だ
し
伝
播
の
方
向
は
必
ず
し
も
前
以
て
知
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
反
対

　
　
の

移
動
も
想
像
さ
れ
る
と
い
う
。

（
9
5
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
八
九
頁
。

（
0
6
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
八
九
～
二
九
二
頁
。

（
1
6
1
）
　
前
掲
（
9
6
）
、
二
九
二
頁
。

（
2
6
1
）
　
前
掲
（
辺
）
、
七
頁
。

（
……
）
　
小
野
重
朗
「
民
俗
地
図
の
構
造
」
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
－
南
九
州
に
お
け
る
発
生

　
　
と
展
開
1
』
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
年
、
小
野
は
圏
構
造
の
類
型
を
原
則
と
し
て
そ
の

　
　
他
の
民
俗
分
布
に
も
解
釈
を
加
え
る
。
例
え
ば
同
「
河
童
の
系
譜
と
山
の
神
」
『
日
本

　
　
民
俗
学
』
九
三
号
、
一
九
七
四
年
な
ど
。

（
4
6
1
）
　
そ
の
研
究
史
に
関
し
て
は
、
前
掲
（
ぽ
）
を
は
じ
め
久
武
哲
也
の
諸
論
考
、
及
び
石
川

　
　
栄

吉
「
民
族
地
理
学
の
源
流
ー
F
・
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
く
移
動
論
V
と
そ
の
影
響
1
」

　
　
（
今
西
錦
司
ほ
か
編
『
民
族
地
理
』
上
巻
、
朝
倉
書
店
、
一
九
六
五
年
、
＝
～
一
八
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頁
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
5
6
1
）
　
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
の
「
原
質
思
念
」
と
は
、
形
態
の
類
似
性
に
対
し
、
人
間
精
神
の
最

　
　
奥
に
あ
る
性
質
は
そ
の
素
質
と
欲
求
に
お
い
て
本
質
的
に
人
類
共
通
で
あ
る
と
い
う
も

　
　
の
で
、
民
族
に
よ
っ
て
の
違
い
は
、
「
民
族
思
念
」
と
呼
ぶ
民
族
ご
と
の
風
土
的
・
地

　
　
理
的
・
そ
の
他
の
外
的
事
情
に
よ
る
と
い
う
も
の
（
端
信
行
「
文
化
地
理
学
と
文
化
人

　
　
類
学
」
大
島
裏
二
・
浮
田
典
良
・
佐
々
木
高
明
編
『
文
化
地
理
学
』
古
今
書
院
、
一
九

　
　
八
九
年
一
一
月
、
七
〇
～
七
一
頁
）
。

（
6
6
1
）
　
前
掲
（
随
）
、
二
五
～
二
六
頁
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
タ
イ
ン
メ
ッ
ラ
ー
『
ラ
ッ
ツ
ェ
ル

　
　
の
人
類
地
理
学
ー
そ
の
課
題
と
思
想
ー
』
山
野
正
彦
・
松
本
博
之
訳
、
地
人
書
房
、

　
　
一
九
八
三
年
。

（
7
6
1
）
　
石
川
栄
吉
「
文
化
圏
序
説
ー
文
化
史
的
民
族
学
の
弁
明
と
そ
の
批
判
を
通
し
て

　
　ー
」
『
人
文
地
理
』
三
巻
三
号
、
一
九
五
一
年
、
五
〇
～
六
二
頁
。
大
林
太
良
「
フ

　
　
ロ
ベ
ニ
ウ
ス
の
理
論
」
蒲
生
正
男
編
『
現
代
文
化
人
類
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』
ぺ
り
か
ん

　
　
社
、
一
九
七
入
年
七
月
、
＝
九
～
一
三
七
頁
。

（
……
）
　
前
掲
（
随
）
、
　
二
五
～
二
六
頁
。
石
川
栄
吉
「
ブ
リ
ッ
ツ
・
ク
レ
プ
ナ
ー
1
そ
の

　
　
『
方
法
論
』
覚
書
　
　
」
『
人
文
地
理
』
三
巻
一
号
、
一
九
五
〇
年
、
七
六
～
八
四
頁
。

（
9
6
1
）
　
前
掲
（
晒
）
、
三
二
頁
。
ζ
゜
↓
°
＝
o
エ
σ
Q
o
員
Ω
o
o
σ
Q
冨
廿
宮
8
一
〇
宗
已
。
。
日
ロ
〉
。
。
0

　
　
9
一
g
巳
8
0
｛
〉
σ
q
p
』
§
6
さ
へ
§
』
ミ
ミ
こ
ミ
。
恩
叉
8
一
込
古
H
路
“
署
゜
ω
《
早

　
　
ω
O
。
。
、
o
力
｛
邑
一
2
三
。
°
・
①
a
O
葺
。
匹
9
°
。
亘
げ
巳
〔
§
°
』
§
ミ
民
§
』
ミ
亨
§
せ
恩
鼻

　
　
く
o
ピ
日
、
H
O
切
P
8
°
ぱ
㍗
ま
。
。
“

（
0
7
1
）
　
久
武
哲
也
「
バ
ー
ク
レ
ー
学
派
の
転
回
期
と
潮
流
ー
サ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
『
景
観

　
　
の
形
態
学
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』
三
五
号
、
一
九
八
〇
年
、

　
　
三
六
～
七
六
頁
。

（
1
7
1
）
　
バ
ー
ク
レ
ー
学
派
と
は
一
九
三
一
年
刊
行
を
は
じ
め
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

　
　

ク
レ
ー
校
の
『
イ
ベ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
』
誌
を
め
ぐ
る
人
類
学
・
地
理
学
・
歴
史
学

　
　
の

グ
ル
ー
プ
で
、
ク
ロ
ー
バ
ー
と
サ
ウ
ア
ー
の
避
遁
で
独
自
な
傾
向
を
生
ん
だ
。

（
2
7
1
）
　
久
武
哲
也
「
ア
メ
リ
カ
文
化
地
理
学
の
成
立
と
発
展
ー
C
・
O
・
サ
ウ
ア
ー
と
バ

　
　

ー
ク
レ
ー
学
派
の
役
割
」
『
人
文
地
理
』
三
九
巻
四
号
、
一
九
八
七
年
。

（……

）
　
前
掲
（
撚
）
、
四
七
～
四
九
頁
。

（
4
7
1
）
　
大
林
太
良
「
伝
播
」
『
人
間
の
文
化
（
現
代
文
化
人
類
学
第
二
巻
）
』
中
山
書
店
、
一

　
　
九
五
九
年
一
二
月
、
二
〇
六
～
二
二
〇
頁
。

（
5
7
1
）
　
ボ
ア
ツ
の
こ
の
視
角
の
変
化
は
宮
本
や
千
葉
の
地
域
性
論
と
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ

　
　
ろ
う
。

（
6
7
1
）
　
A
・
L
・
ク
ロ
ー
バ
ー
『
文
明
の
歴
史
像
－
人
類
学
者
の
視
点
ー
』
社
会
思

　
　
想
社
、
松
園
万
亀
夫
訳
、
一
九
七
一
年
（
》
°
い
゜
ス
吋
。
。
ひ
。
さ
』
さ
』
ミ
評
さ
、
。
せ
恩
江

　
　
↑
8
奪
ミ
辻
㌻
き
、
S
冶
O
ω
）
。

（
7
7
1
）
　
前
掲
（
湿
）
、
三
頁
。

（
8
7
1
）
　
前
掲
（
蹴
）
、
三
～
四
頁
、
九
五
～
九
六
頁
。

（
9
7
1
）
　
前
掲
（
蹴
）
、
八
八
～
八
九
頁
。

（
0
8
1
）
　
前
掲
（
脱
）
、
二
頁
。

（
1
8
1
）
　
文
化
は
そ
の
環
境
に
適
応
す
る
過
程
で
特
殊
化
す
る
と
い
う
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
サ
ー
リ

　
　
ン
ズ
の
新
進
化
主
義
の
考
え
で
は
、
伝
播
に
関
し
て
も
、
あ
る
文
化
が
異
な
る
環
境
に

　
　
拡
大
分
散

し
て
い
け
ば
、
文
化
は
適
応
変
化
を
通
し
て
多
様
性
を
生
み
出
し
な
が
ら
特

　
　
殊
進
化

し
て
い
く
と
見
倣
す
（
E
・
R
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
『
文
化
進
化
論
　
　
理
論
と
応

　
　
用1
』
社
会
思
想
社
、
松
園
万
亀
夫
・
小
川
正
恭
訳
、
一
九
七
七
年
）
。
こ
れ
は
日

　
　
本
に

お

い
て

も
当
然
適
用
さ
れ
る
が
、
周
圏
論
等
も
全
面
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
も

　
　
う
一
度
、
議
論
の
姐
上
に
載
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
2
8
1
）
　
前
掲
（
脱
）
、
四
五
頁
。

（
3
8
1
）
　
上
野
の
前
掲
（
2
）
や
松
崎
の
前
掲
（
1
4
）
も
、
米
山
の
小
盆
地
宇
宙
論
を
一
つ
の
地
域

　
　
性
論

と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
米
山
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
の
社
会
文
化
的
統
合
の
レ
ベ
ル
と

　
　
い

う
概
念
を
、
地
理
的
広
が
り
の
分
析
概
念
で
も
あ
る
と
し
て
、
日
本
文
化
に
一
〇
の

　
　
統
合
の
レ
ベ
ル
を
想
定
し
、
小
盆
地
宇
宙
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
解
は
地
理

　
　
的
広
が

り
と
い
う
点
に
重
点
が
移
さ
れ
、
静
態
的
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
本
来
の
意
味
と

　
　
は
だ

い
ぶ
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
米
山
俊
直
「
文
化
の
場
と
し
て
の
小
盆
地

　
　
宇
宙
」
日
本
生
活
学
会
編
『
生
活
学
』
第
四
冊
、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
七
八
年
＝
一
月
、

　
　
一
七
～
一
九
頁
）
。
ま
た
一
〇
に
分
け
た
統
合
レ
ベ
ル
も
、
　
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
と
は
か
な

　
　

り
意
味
あ
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
米
山
に
は
ほ
か
に
、
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て

　
　
『
小
盆
地
宇
宙
と
日
本
文
化
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
が
あ
る
。

（
4
8
1
）
　
前
掲
（
5
4
）
参
照
、
郷
土
と
い
う
「
意
識
」
か
ら
領
域
を
設
定
し
て
い
く
と
い
う
方
法

　
　
に

は
疑

問
が
残
る
が
、
山
口
に
は
ほ
か
に
、
関
連
す
る
論
文
と
し
て
、
山
口
麻
太
郎

　
　
「
郷
土
学
の
必
要
性
と
可
能
性
を
考
え
る
」
『
日
本
民
俗
学
』
九
五
号
、
同
「
民
間
伝
承

　
　
学
と
重
出
立
証
法
」
『
季
刊
柳
田
国
男
研
究
』
八
号
、
一
九
七
五
年
四
月
な
ど
が
あ
る
。

（
5
8
1
）
　
関
は
ド
イ
ッ
の
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
法
を
紹
介
し
、
そ
の
導
入
の
際
、
伝
統
圏
（
伝

　
　
統
文
化
領
域
）
と
共
同
体
圏
（
共
同
生
活
領
域
）
の
空
間
関
係
を
、
留
意
点
と
し
て
あ
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げ
て
い
る
。
伝
統
圏
と
は
同
一
の
行
動
様
式
を
と
る
人
々
の
一
定
範
囲
で
、
共
同
体
圏

　
　
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
法
を
適
用
す
る
目
的
は
、
各
伝
統
圏

　
　
の

文
化
パ
タ
ー
ン
の
設
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
明
確
な
紹
介
で
は
な
く
、

　
　

そ
の
真
意
を
汲
み
取
れ
な
い
部
分
も
多
い
が
、
あ
る
種
の
中
間
領
域
的
な
文
化
的
統
合

　
　
の

レ

ベ

ル
を

問

題
と
し
て
い
よ
う
（
関
敬
吾
「
民
俗
学
研
究
に
お
け
る
民
俗
地
図
の
問

　
　
題
」
『
民
俗
学
評
論
』
一
三
号
、
大
塚
民
俗
学
会
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
）

（
6
8
1
）
　
こ
の
考
え
は
マ
ー
ド
ッ
ク
や
リ
ン
ト
ン
ら
の
い
う
文
化
変
化
（
文
化
変
動
）
の
六
つ

　
　
の

過
程
、
す
な
わ
ち
①
発
明
・
発
見
な
ど
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
②
そ
の
様
式
の
伝

　
　
播

（
異

な
っ
た
文
化
的
集
団
間
の
伝
達
）
③
借
用
と
し
て
の
社
会
的
受
容
④
そ
の
結
果

　
　
生

じ
る
文
化
様
式
全
体
の
再
編
成
（
統
合
）
⑤
前
か
ら
あ
っ
た
文
化
要
素
の
消
失
・
脱

　
　
落
・
機
能
転
化
、
新
し
い
要
素
と
の
代
替
（
選
択
的
排
除
）
⑥
新
し
い
様
式
の
世
代
を

　
　
超
え
た
継
承
、
と
い
う
議
論
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
7
8
1
）
　
前
掲
（
7
7
）
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
段
階
に
お
け
る
地
域
差
の
分
析
か
ら
は

　
　
都
市
化
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
代
に
限
ら
ず
過
去
に
お
い
て
も
、

　
　
文
化
の
歴
史
的
な
流
動
性
を
認
め
て
い
た
の
が
柳
田
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し

　
　
た

歴
史
的
流
動
性
を
無
視
し
て
作
成
さ
れ
る
領
域
は
、
過
去
の
あ
る
段
階
（
高
度
経
済

　
　
成
長
以
前
）
の
領
域
区
分
を
目
的
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
極
め
て
静
態
的
な
も

　
　
の

と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
……
）
　
前
掲
（
9
5
）
、
『
蝸
牛
考
』
序
文

（
9
8
1
）
　
小
島
美
子
「
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
』
研
究
の
課
題
と
研
究
経
過
」
『
国
立
歴
史

　
　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
三
集
、
一
九
九
二
年
三
月
。

（
0
9
1
）
　
坪
井
洋
文
「
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
』
研
究
の
計
画
と
課
題
」
国
立
歴
史
民
俗

　
　
博
物
館
研
究
報
告
特
別
研
究
『
日
本
歴
史
に
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
』
「
民
俗
の

　
　
地
域
差

と
地
域
性
」
研
究
班
編
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
－
中
間
報
告
l
l
』

　
　
一
九
八
七
年
三
月
、
一
頁
。

（
1
9
1
）
　
前
掲
（
蜘
）
、
　
一
～
二
頁
。

（
2
9
1
）
　
こ
の
長
期
の
定
点
調
査
と
い
う
言
葉
も
、
誤
解
を
招
き
や
す
く
混
乱
を
き
た
す
原
因

　
　
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
坪
井
か
ら
途
中
参
加
し
た
筆
者
は
、
歴
博
と
し
て
長
期

　
　
的
に
行
な
う
調
査
地
で
、
五
〇
年
も
六
〇
年
も
続
け
て
い
く
と
聴
か
さ
れ
て
、
定
点
と

　
　
は
長
期
的
な
定
点
観
測
の
意
味
だ
と
理
解
し
た
が
、
別
な
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
言
葉

　
　
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
3
9
1
）
　
前
掲
（
珊
）
、
四
頁
。

（……

）
　

こ
の
坪
井
の
〈
餅
な
し
正
月
〉
を
軸
に
し
た
稲
作
民
文
化
と
畑
作
民
文
化
の
対
立
、

　
　

ま
た
そ
れ
に
漁
携
民
文
化
と
都
市
民
文
化
を
加
え
た
、
多
元
的
な
「
民
俗
文
化
類
型
論
」

　
　
に
対

し
、
民
俗
事
象
の
分
布
論
的
検
討
か
ら
、
検
証
を
加
え
、
鋭
い
根
底
的
な
批
判
を

　
　
展
開
し
た
も
の
に
、
安
室
知
の
論
考
が
あ
る
。
安
室
は
長
野
県
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域

　
　
で
は
あ
る
が
、
複
数
の
「
民
俗
地
図
」
を
読
み
込
み
、
坪
井
の
主
張
す
る
よ
う
に
餅
な

　
　

し
正
月
が
畑
作
民
的
農
耕
文
化
を
母
体
と
し
た
儀
礼
で
、
稲
作
民
文
化
と
接
触
し
た
際

　
　
の

軋
礫
か

ら
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
布
は
稲
作
中
心
部
の
周
辺
部
に
色
濃

　
　
く
残
存
し
て
も
よ
い
は
ず
な
の
に
、
結
果
は
稲
作
優
越
地
に
多
く
分
布
し
、
畑
作
優
越

　
　
の

山
間
部
に
は
少
な
い
と
い
う
事
実
を
得
る
。
こ
の
検
証
か
ら
、
餅
な
し
正
月
は
む
し

　
　

ろ
餅
正
月
を
基
盤
に
し
て
成
立
し
た
そ
の
一
類
型
で
あ
り
、
庶
民
の
生
活
の
実
態
に
即

　
　

し
た
状
況
（
生
業
複
合
）
を
儀
礼
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
日
本
の
場
合
文
化
的
基

　
　
盤
を

稲
作
民
や
畑
作
民
な
ど
と
い
う
よ
う
な
形
で
分
け
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
生
業

　
　
技
術

を
基
に
し
た
文
化
類
型
の
枠
組
み
で
、
ど
れ
ほ
ど
日
本
の
民
俗
文
化
の
実
態
を
理

　
　
論
化
で
き
る
か
と
、
そ
の
方
法
自
体
に
も
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。
全
く
の
正
論
で

　
　
あ
り
、
ま
た
「
民
俗
地
図
」
の
有
効
性
や
利
用
の
仕
方
が
、
こ
こ
に
は
充
分
に
示
さ
れ

　
　
て

い

る
が
、
今
後
こ
う
し
た
帰
納
的
な
活
用
や
研
究
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

　
　
れ

る
（
安
室
知
「
餅
な
し
正
月
・
再
考
　
　
複
合
生
業
論
の
試
み
ー
」
『
日
本
民
俗

　
　
学
』
一
八
八
号
、
一
九
九
一
年
＝
月
、
四
九
～
八
七
頁
）
。

（
5
9
1
）
　
坪
井
洋
文
「
ハ
レ
と
ケ
の
民
俗
学
」
『
季
刊
誉
宮
汀
』
二
号
、
一
九
八
七
年
一
月
、

　
　
六
〇
頁
。

（6
9
1
）
　
｝
朋
掲
（
…
…
…
）
、
　
六
五
頁
。

（
7
9
1
）
　
前
掲
（
描
）
、
六
二
～
六
五
頁
。

（
8
9
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
四
頁
。

（
9
9
1
）
　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
関
心
は
、
都
市
の
研
究
も
含

　
　

め
、
全
て
が
こ
こ
に
収
敏
し
て
い
く
が
、
「
文
明
は
要
す
る
に
模
倣
で
あ
り
ま
す
」
（
柳

　
　
田
国
男
「
文
明
の
批
評
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
四
八
三
頁
）

　
　
と
明
言
す
る
、
柳
田
の
文
明
観
を
含
め
た
都
市
論
は
、
本
稿
の
続
き
と
し
て
、
改
め
て

　
　
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
東
海
大
学
文
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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　　　　Structural　Theory　on　the　Acceptance　of　Culture

　　　　　　　　　　from　the　Viewpoint　of　Regionality

　　　　　　　　　　　　　　　AMethodological　Study　on

“Regional　Variation　and　Regionality”of　Folk　Customs

IwAMoTo　Michiya

　　This　paper　is　a　methodological　study　on“regional　variation　and　regionality　of　folk

customs”，　in　which　the　author　aims　to　construct　a　new　interpretative　model　from　the

viewpoint　of　the　structure　of　the　acceptance　of　culture．　To　present　this　subject，　the

author　considered　it　necessary　to　put　in　order　the　several　lines　of　research（anthropo－

logical　regionality，　geographical　regionality，　and　historical　regionality），　state　clearly　that

this　confusion　in　the　concept　of‘‘regionality”has　hindered　research，　and　to　start　with

the　study　of“regional　variation”，　which　has　no　margin　for　confused　interpretation．

Concerning　the　proposition　as　to　what　regional　variation　is，　and　what　causes　regional

variation，　the　author　makes　it　clear　that　functional　research　has　developed　since　the

1970s（individual　analysis　method　and　regional　ethnology），　as　a　reaction　to　and　total

denial　of　YANAGITA　Kunio’s　ethnology　which　insists　that‘‘regional　variation　shows　a

difference　in　era”，　but　that　this　does　not　correspond　to　a　total　denial；　and　he　presents

the　theory　of　a　structure　for　the　acceptance　of　culture　as　a　new　interpretative　mode1，

incorporating　the　results　of　the　theory　of　dissemination　of　the　YANAGITA　school　of

ethnology．　In　this　process，　in　order　to　rearrange　the　dissemination　theory　as　the　regio．

11ality　theory，　the　author　re．examines　various　discussions　on　historical－geographical

ethnology　and　the　cultural　area　theory　of　the　past，　and　refers　to　the　trends　and

methods　in　research（Methods　for　handling　materials）in　linguistic　geography，　cultural

geography，　etc．．　As　a　result，　he　has　necessarily　come　to　support　the　tendency　towards

the　theory　of　multi・system　evolution（special　evolution），　which　means　the　adaption　to

the　natura1，　social　and　cultural　environments．　In　other　wOrds，　the　introduction　of　a

culture　should　be　recognized　as　a　process　of　reception，　adaption，　transformation，　con－

version，　and　total　reuni6cation　of　the　regional　society，　and　the　structural　model　for　the

acceptance　of　culture　as　the　theory　of　regionality，　should　analyze　the』structure　of　the

process　and　its　function．　Furthermore，　through　the　use　of　the　operating　concept　of

the　levels　of　socio－cultural　integration，　the　model　also　becomes　a　kind　of　interpretative

model　of　cultural　changes，　including　within　its丘eld　of　vision　the　process　of　moderni－

zation　and　urbanization．
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