
仁I

珪
問

と

地

域

ー
ー
ヘ
ル
ダ
i
『
言
語
起
源
論
』
ニ

O
O年
紀
念
に
よ
せ
て
|
|
'

水

津

朗

「
言
語
は
地
球
の
円
い
表
面
の
上
で
プ
ロ
テ
ウ
ス
の
ご
と
き
も
の
に
な
る
」

こ
れ
は
近
代
地
理
学
の
夜
明
け
に
、
ゆ
た
か
な
風
土
論
を
と
な
え
た
』
・

0
・
国

2
円
円
四
円
、
が
『
吾
一
口
語
起
源
論
』
ハ
1
)

の
中
で
述
べ
た
言
葉

で
あ
る
。
か
れ
は
、
言
語
と
気
候
・
風
土
と
の
関
係
を
、
こ
の
言
葉
に
要
約
し
た
上
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
oe

「
人
類

全
体
が
一
つ
の
群
居
社
会
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
不
可
能
で
る
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
一
言
語
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
種
々
異
な
っ
た
国
民
語
の
形
成
が
必
然
的
と
な
る
。
:
:
:
気
候
・
空
気
・
水
・
食
物
・
飲
物
は
発
声
器
官
と
、
当
然
、
言
語

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
風
習
と
習
慣
と
い
う
力
強
い
女
神
は
、
身
振
り
と
作
法
に
従
っ
て
ほ
ど
な
く
種
々
の
特
色
と
相

違
点
を
も
ち
こ
む
で
あ
ろ
う
o

こ
れ
が
す
な
わ
ち
方
言
で
あ
る
。
:
:
:
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
基
本
概
念
の
精
神
そ
の
も
の
が
変
化
し

言語と地域

た
。
こ
う
し
て
特
有
の
語
尾
変
化
、
派
生
形
、
変
化
形
、
前
置
お
よ
び
添
加
形
、
意
味
の
全
体
な
い
し
部
分
の
転
換
な
い
し
削
除
が
生

じ
、
新
し
い
特
有
語
法
が
成
立
し
た
」
0

『
一
言
語
起
源
論
』
が
世
に
で
て
す
で
に
二

O
O年
。
い
ま
こ
こ
二

0
0年
間
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
生
活
の
場
と
し
て
の
地
域
と
言
語

5 

と
の
関
係
を
省
察
し
て
み
た
い
。
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言
語
は
、
地
表
に
刻
ま
れ
た
純
粋
な
地
理
学
的
事
象
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
地
表
の
諸
事
物
の
は
た
ら
き
を
な
め
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
や
は
た
ら
き
に
与
え
ら
れ
た
記
号
体
系
で
あ
る
。
言
語
が
、
も
の
や
は
た
ら
き
に
か
か
わ
る
心
像
・
観
念

-
感
情
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
あ
る
集
合
を
描
き
だ
し
、
か
っ
そ
れ
ら
を
地
表
の
諸
機
能
領
域
内
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
、
一
生
活
の
場
と
し
て
の
地
域
と
の
聞
に
は
、
構
造
上
の
深
い
対
応
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

構
造
言
語
学
を
開
拓
し
た
司
・
円
同
巾
・

ω白
5
2
5
は
、
言
語
の
特
質
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
ハ
z
u
o

「
チ
ェ
ス
の
ゲ
l
ム
全
体
が
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
駒
の
組
合
せ
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
言
語
も
全
く
そ
の
具
体
的
単
位
の
対
立
を
基
盤
と
す
る
体
系
で
あ

る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
あ
る
。
単
位
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
に
す
ま
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
な
け

れ
ば
、

一
歩
も
先
へ
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
他
、
言
語
を
単
位
に
分
割
す
る
こ
と
は
非
常
に
微
妙
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
本
当
に

単
位
な
ど
と
い
う
も
の
、
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
疑
い
た
く
な
る
ほ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
一
言
語
の
特
質
く
ら
い
奇
妙

な
驚
く
べ
き
も
の
は
な
い
。

一
見
知
覚
し
う
る
よ
う
な
単
位
と
な
る
実
体
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
い
て
、
し
か
も
や
は
り
そ
れ
が
あ
る
こ

と
、
言
語
を
構
成
す
る
の
は
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
、
疑
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」
0

同
じ
こ
と
が
、
地
理
学
的
地
域
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
い
っ
た
い
、
動
物
学
や
化
学
に
お
い
て
は
、
な
ん
の
苦
労
も
な
く
単
位
が

与
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
言
語
学
や
地
理
学
に
と
っ
て
は
、
こ
の
単
位
の
設
定
が
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
。
そ
の
困
難
を
こ
え
て
、

ω白
5
2
2
以
降
の
言
語
学
は
、
一
言
語
の
単
位
に
つ
い
て
美
事
な
組
織
づ
け
に
成
功
し
た
が
、

そ
れ
と
は
独
立
に
現
代
地
理
学
に
お
い
て

も
、
地
域
の
誇
単
位
が
、

よ
う
や
く
一
つ
の
体
系
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
o

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
両
者
の
単
位
の



田
町
亡
、

f
i
 
っ
、
ぎ
の
よ
う
な
対
応
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

言
語
が
語
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
は
農
地
・
集
落
・
交
通
路
な
ど
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
語
が

音
素
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
結
合
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
域
の
部
分
は
さ
ま
、
ざ
ま
な
巴
ぽ
認
や
。

zs-uの
断
片
か
ら
な
る
。
音
素

白
山
町
曲
。
，
ゃ
。
-88-u
の
断
片
は
、
無

の
結
合
が
、
人
聞
の
口
腔
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ツ
カ
ル
な
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

機
的
・
生
態
学
的
法
則
か
ら
自
由
で
は
な
い
す
)
O

か
っ
、
音
素
も
地
域
構
成
要
素
も
、

そ
れ
自
体
で
は
意
味
も
、
機
能
も
も
つ
も
の
で

は
な
い
。
一
言
語
学
で
、
音
素
の
結
合
か
ら
な
る
「
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
の
語
と
、

「
意
味
さ
れ
た
も
の
」

と
し
て
の
意
味
像
(
キ
、

ト
リ

l
、
ア
ル
プ
ル
H
「
意
味
す
る
も
の
」
樹
H
「
意
味
さ
れ
た
も
の
」
)
と
の
間
の
、

構
造
上
の
関
連
が
研
究
対
象
と
な
る
の
と
同
様
に
、

地

理
学
で
は
、
地
域
構
成
要
素
の
結
合
か
ら
な
る
無
機
的
・
生
態
学
的
単
元
が
「
機
能
す
る
も
の
」
と
し
て
、
農
地
・
集
落
・
交
通
路
・
山

林
な
ど
、
地
域
の
部
分
(
「
機
能
さ
れ
た
も
の
」
)

に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と

2
)
に
つ
い
て
、
詳
し
い
研
究
が
す
す
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
語
が
よ
り
集
っ
て
、
特
定
の
文
法
に
即
し
て
特
定
の
構
成
を
な
す
と
き
、
は
じ
め
て
一
つ
の
文
脈
を
も
っ
た
言
語
機
能
が

生
み
だ
さ
れ
る
o

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
地
域
の
部
分
が
集
っ
て
、
特
定
の
地
理
的
法
式
に
即
し
て
特
定
の
構
成
を
な
す
と
き
、
は
じ
め

て
人
間
の
生
活
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
機
能
が
生
み
だ
さ
れ
る
o

か
つ
て
私
が
、
屋
敷
・
一
筆
農
地
|
字
(
ゲ
ヴ
ァ
ン
)
|
基
礎
地
域

と
い
う
構
成
を
示
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
意
味
を
も
っ
(
5
)
O

語
尾
変
化
や
動
詞
活
用
な
ど
の
文
法

言
語
に
お
い
て
、

言語と地域

的
形
態
に
誤
り
を
含
み
、
結
語
に
乱
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
完
全
な
言
語
機
能
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
地
域
の
諸
部
分
が
あ

る
べ
き
法
式
に
即
さ
ず
、
所
定
の
相
互
結
合
に
失
敗
す
る
と
き
に
は
、
地
域
機
能
は
支
障
を
き
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。

一
点
世
界
を
対
象
と
す
る
他
の
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
軽
く
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
言
語

こ
う
し
た
単
位
の
問
題
は
、

7 

の
構
造
主
義
的
原
理
を
社
会
現
象
に
も
ち
こ
も
う
と
し
た
の
は
、

Q
-
z
i
'
g
E
C
m切
で
あ
っ
た
。
し
か
し
か
れ
は
、
民
族
誌
的
事
実
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の
中
か
ら
、
言
語
学
や
地
理
学
の
単
位
に
対
応
す
る
よ
う
な
各
レ
ベ
ル
の
単
位
を
と
り
だ
す
こ
と
に
は
、

か
な
ら
ず
し
も
成
功
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
神
話
の
言
語
、
儀
礼
を
構
成
す
る
種
々
の
象
徴
、
婚
姻
規
制
、
親
族
体
系
、

一
部
の
経
済
的
交
換
の
様
式
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
を
統
合
す
る
コ

l
ド
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
構
造
人
類
学
の
方
法
論
に
は
、

「
自
然
科
学
に
お
け
る
説
明
と
人
文
科
学
に
お
け
る
説

明
と
の
聞
に
導
入
さ
れ
た
誤
っ
た
対
立
か
ら
、
人
類
学
を
解
放
し
よ
う
」
と
す
る
野
心
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
人
類
学
に
期
待
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
う
し
た
人
類
学
的
コ

l
ド
そ
の
も
の
が
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
各
単
位
の
生
活
空
間
の
奥
に
ひ
そ
む
コ

l
ド
、
す
な

わ
ち
地
理
的
方
式
に
ま
で
深
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
、

い
つ
の
日
に
か
証
明
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
び
と
は
郷
土
の
方
言
を
話
す
と
き
、
そ
の
文
法
や
結
語
法
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
す
る
ま
で
も
な
く
、
即
座
に
そ
れ
に
即
し
た
自
由

な
言
語
活
動
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
郷
土
で
の
生
活
に
お
い
て
、

ひ
と
び
と
が
地
理
を
意
識
す
る
ま
で
も
な
く
、
地
理
に
即
し
て
安

定
し
た
生
活
を
い
と
な
み
う
る
と
い
う
事
実
と
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か

L
言
語
学
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
自
明
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
言
語
の
修
得
に
つ
い
て
は
、

「
生
成
統
辞
論
」
の

Z

・。
zs許
可
の
見
解
が
注
目
を
ひ
く
(
6
u
o

か
れ
は
、

一
早
苗
間
に
は
先
天
的
図
式
が
あ
っ
て
、

ひ
と
は
そ
れ
を
生
得

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
言
表
を
自
由
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
み
る
。

「
自
然
に
存
在
す
る
諸
言
語
の
文
法

は
:
:
:
、
こ
の
言
葉
の
ま
と
も
な
意
味
に
お
け
る
文
化
の
産
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
o

ひ
と
つ
の
国
語
の
文
法
が

要
素
や
つ
な
が
り
や
連
鎖
や
新
た
な
組
み
合
せ
な
ど
の
漸
次
的
習
得
に
よ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
生
得
的
な
固
定
的
図
式
の
分
化
に
よ
っ
て

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
。
:
:
:
そ
し
て
、
言
語
一
般
の
構
造
に
か
ん
し
て
わ
た
し
た
ち
が
も
っ
て
い
る
わ
ず
か
の
知



識
か
ら
す
れ
ば
、
実
り
多
く
ま
た
本
筋
に
お
い
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
理
性
論
的
仮
説
の
側
に
よ
り
多
く
あ
る
も
の
と
信

じ
ら
れ
る
」
0

こ
う
し
た
生
得
世
を
も
ち
だ
す
か
ぎ
り
、
言
語
と
地
理
を
結
ぶ
環
の
一
部
は
、
た
ち
ま
ち
た
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
言
語
の

修
得
に
あ
た
っ
て
、
内
的
均
衡
あ
る
い
は
自
己
調
整
の
過
程
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
し
『

-
E
a
z
の
考
え
方
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
ハ

7
1
「
経
験
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
観
点
に
立
っ
と
き
、

言
語
が
比
較
的
お
そ
く
発
育
の
第
二
年
目
の
途
中
で
あ
ら
わ
れ
る
と
い

う
事
実
か
ら
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
構
成
主
義
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
:
:
:
言
語
の
修
得
に

は
感
覚
運
動
的
知
能
が
前
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
理
性
的
な
も
の
に
結
び
つ
い
た
基
体
が
必
要
だ
と
い
う

。
r。自由
Hq
の
考
え
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
知
能
そ
れ
自
体
は
最
初
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
決

し
て
な
く
、
そ
れ
が
い
く
つ
か
の
同
化
の
シ
ェ
マ
の
漸
次
的
な
共
応
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
結
果
す
る
か
は
一
歩
一
歩
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
国
・
サ
ン
ク
レ
ー
ル
は
、
。
rogmWM刊
の
《

8
0ロ
。
丘
町
》
起
源
を
、
こ
の
感
覚
運
動
的
シ
旦
マ
の
共
応
に
固
有
な
反
復
、

順
序
づ
け
、
結
合
的
関
係
づ
け
(
論
理
的
意
味
で
の
)

の
過
程
の
う
ち
に
求
め
る
べ
き
と
考
え
た
」
。

こ
の
こ
と
と
と
関
連
し
て
、

「
多
様
な
音
を
奏
で
る
神
的
な
自
然
全
体
が
言
語
の
女
教
師
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ズ
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ

た
民
自
己

2
の
見
解
を
想
起
す
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
地
域
調
査
の
成
果
に
か
え
り
み
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
き
口

言語と地域

語
が
生
得
的
な
も
の
で
な
い
以
上
、
そ
れ
が
修
得
さ
れ
る
場
と
し
て
は
、
本
来
、
郷
土
の
基
礎
地
域
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
家

族
、
さ
ら
に
近
隣
集
団
と
の
共
同
生
活
の
中
で
、

し
だ
い
に
語
句
を
学
び
、

ゎ
r
o
B許
可
の
あ
の
固
定
的
図
式
を
も
身
に
つ
け
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
郷
土
の
共
同
生
活
と
は
、
そ
の
基
礎
地
域
の
構
成
部
分
た
る
集
落
・
農
地
・
交
通
路
・
山
林
な
ど
に
即
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

9 

い
と
な
み
で
あ
る
か
ら
、
幼
児
た
ち
は
、
ま
ず
屋
内
や
屋
敷
ま
わ
り
に
お
け
る
感
覚
運
動
の
く
り
か
え
し
ゃ
、
そ
の
後
の
人
間
形
成
期
に
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お
け
る
大
人
た
ち
の
野
外
で
の
い
と
な
み
の
見
聞
や
そ
の
模
倣
や
手
伝
い
の
中
で
、
数
々
の
試
行
錯
誤
の
あ
げ
く
に
、
名
詞
や
形
容
詞
に

つ
い
で
動
調
を
修
得
し
、

つ
い
に
核
文
の
コ

l
ド
を
も
修
得
す
る
わ
け
で
あ
る
o

同
時
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、
基

礎
地
域
を
構
成
す
る
各
部
分
の
独
特
の
は
た
ら
き
や
配
置
、
相
互
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
、
先
祖
伝
来
の
う
け
と
め
方
が
修
得
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
地
域
の
各
レ
ベ
ル
の
単
元
に
は
、

そ
れ
を
指
示
す
る
地
名
が
付
着
し
〈
8
V

独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
か
も
し
だ
す
こ

と
も
珍
し
く
な
い
。

言
語
と
地
理
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
同
時
に
、
同
じ
地
域
の
中
で
、
そ
の
地
域
に
適
応
し
た
諸
体
験
の
再
組
織
さ
れ
た
も
の
と
し
て
身

に
つ
け
ら
れ
、
る
。
年
を
へ
て
、

い
よ
い
よ
言
葉
の
ひ
だ
は
微
妙
に
、
土
地
勘
は
鋭
く
と
、
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

ぃ
。
こ
の
こ
と
を
倍
る
と
き
、

一
つ
の
言
語
を
話
す
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
世
界
、

一
つ
の
文
化
を
ひ
き
う
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

実
感
が
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
。

言
語
も
地
理
も
、

い
ず
れ
も
長
い
世
代
を
へ
て
、
が
っ
し
り
し
た
一
つ
の
枠
組
み
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o

文
法
や
結
語
法

カミ

一l
l
二
世
代
の
中
に
急
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
な
い
よ
う
に
、
地
域
部
分
の
配
列
や
相
互
関
係
な
ど
の
地
理
的
方
式
も
、
世
代

か
ら
世
代
へ
と
特
定
の
地
域
の
中
で
自
己
調
整
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
う
け
つ
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
o

言
語
史
の
成
果
が
示
す
よ
う

に
、
語
や
文
法
も
、
結
語
法
も
、
時
代
と
と
も
に
部
分
的
に
は
変
化
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
様
に
歴
史
地
理
学
的
研
究
か
ら

し
て
、
地
域
構
成
部
分
の
配
列
や
相
互
関
係
に
も
、
徐
々
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
語
の
意
味
内
容
に
変
化
が

あ
っ
た
よ
う
に
、
地
域
部
分
の
意
味
な
い
し
機
能
に
も
、
ま
た
そ
の
範
囲
や
地
名
に
も
変
化
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
言
語
上
の
変
化
は
、
こ
と
や
も
の
の
変
化
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
外
部
か
ら
の
伝
播
に
と
も
な
っ
て
お
こ

っ
た
ば
あ
い
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
こ
と
や
も
の
で
み
た
さ
れ
た
地
域
の
動
き
に
即
し
て
、
言
語
の
変
化
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
柴
田
武
が
、

「
言
語
の
変
化
は
、
:
:
:
地
域
社
会
の
人
聞
を
介
在
し
て
の
変
化
で
あ
る
」
ハ
旦
、

と
い
っ
た
こ
と

を
言
語
と
地
理
と
の
深
い
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
掘
り
さ
げ
る
べ
き
必
要
の
あ
る
こ
と
が
、

い
ま
こ
そ
は
っ
き
り
と
予
想
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

「
地
域
社
会
の
人
間
」
の
、
そ
の
よ
っ
て
た
つ
基
底
に
あ
る
地
域
の
深
層
に
お
い
て
、
言
語
と
の
対
応
を
よ
み
と

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
対
応
に
も
、
な
お
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
言
語
に
お
い
て
は
、
文
法
や
結
語
法
に
誤
り

が
な
い
か
、
ぎ
り
、
自
由
に
語
を
お
き
か
え
て
、

か
ぎ
り
な
く
多
様
な
意
味
を
創
造
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
山
に
は
木

が
あ
る
」
↓
「
山
に
は
烏
が
い
る
」

「
海
に
は
漁
場
が
あ
る
」

ー「

水

(
A
群
)

0

「
山
に
は
魚
が
す
む
」

「
平
地
に
は
水
田
、
が
ひ
ろ
が
る
」

田
に
は
馬
が
す
む
」

い
ず
れ
も
言
語
と
し
て
の
誤
り
を
も
た
な
い
。

(
B
群
)

0

以
上
は
、

と
こ
ろ
が
地
理
的
現
象
に
お
い
て
は
、
地
理
的
法
式
や
構
成
上
の
誤
り
を
犯
さ
、
ず
に
、
自
由
に
地
域
部
分
を
い
れ
か
え
る
こ
と
は
む
つ

か
し
い
。
徴
高
地
に
あ
る
集
落
と
低
地
の
水
田
と
は
、

い
れ
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
双
方
と
も
立
地
上
の
不
利
が
生
じ
や
す
い
し
、
用
水

言語と地域

の
取
入
口
と
排
水
口
と
を
と
り
か
え
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
に
近
い
。
地
理
的
現
象
に
お
い
て
自
由
な
変
換
が
困
難
な
の
は
、
ま
ず
第
一

に
、
地
域
の
諸
部
分
に
特
定
の
機
能
を
あ
た
え
る
生
態
学
的
条
件
が
、
原
則
と
し
て
特
定
の
場
所
に
固
定
し
て
い
て
、
た
や
す
く
動
か
す

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
態
学
的
要
素
が
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
地
域
部
分
が
成
立
す
る
こ
と
は

珍
ら
し
く
は
な
い
。
隠
顕
泥
地
に
外
部
か
ら
土
砂
を
運
搬
し
て
埋
立
て
、
そ
こ
に
新
田
を
つ
く
っ
た
り
、
最
近
で
は
広
大
な
臨
海
工
業
地

11 

帯
が
形
成
さ
れ
た
事
例
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
新
し
い
埋
立
地
の
出
現
に
よ
っ
て
、
背
後
の
農
地
や
住
宅
地
の
排
水
調
整
が
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支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、
埋
立
地
の
工
場
の
煤
煙
や
汚
水
、
騒
音
な
ど
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
さ
え
お
び
や
か
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
し
て
、
地
理
的
現
象
は
、
言
語
と
比
較
し
て
、
は
な
は
だ
自
由
に
乏
し
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
語
活
動
に
は
か
ぎ
り
な
い
自
由
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、

し
か
し
あ
る
特
定
場
所
に
お
け
る
言
語
に
視
点

を
か
ぎ
る
と
、
こ
う
し
た
自
由
も
、
現
実
に
は
い
ち
じ
る
し
い
制
限
を
う
け
る
。
い
ま
海
岸
に
あ
る
水
田
農
村
に
つ
い
て
み
る
と
、

A
群

は
十
分
に
成
立
す
る
。
山
に
は
燃
料
や
建
築
用
材
の
供
給
源
と
し
て
の
山
林
が
あ
り
、
ま
た
の
一
部
は
水
田
に
注
ぐ
用
水
の
酒
養
林
で
も

あ
ろ
う
o

平
地
に
は
水
田
が
あ
り
、
海
に
漁
場
、
が
あ
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

B
群
は
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
山

に
す
む
魚
も
非
現
実
的
だ
し
、
水
田
で
は
刈
跡
放
牧
す
ら
一
般
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
言
語
活
動
の
白
白
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は

そ
の
活
動
の
お
こ
な
わ
れ
る
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
き
び
し
く
制
約
さ
れ
る
。
地
域
の
状
況
に
そ
ぐ
わ
な
い
表
現
は
、
そ
の
場
所
の
意
味

を
伝
え
る
記
号
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

nroHHg-q 
の
「
生
成
統
辞
論
」
に
お
い
て
も
、
文
の
変
形
の
有
効
性
は
、
直
観
的
な
意
味
論
の
規
準
で
た
し
か
め
ら
れ
る
の
を
否
定

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
今
日
、
一
言
語
学
に
お
け
る
意
味
論
で
は
、

「言

よ
ば
れ
る
考
え
方
が
一
部
で
有
力
で
あ
る
白
〉
O

「
言
語
場
」

に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
概
念
場
」
が
あ
る
が
、

「
概
念

場
」
こ
そ
は
地
域
の
状
況
に
も
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

古
く
か
ら
言
語
と
風
土
に
つ
い
て
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
つ
ぎ
の
事
例
を
あ
ら
た
め
て
想
起
し
て
い
た
だ
き
た

L 、
O 

「
わ
れ
わ
れ
は
わ
ゲ
同

5
2ロ
(
牡
ラ
ク
ダ
)
(
u
r
2出
町
口
町
(
牝
ラ
ク
ダ
)
、
そ
し
て
時
に
は
の
「
但
自
己
oロ
(
子
ラ
ク
ダ
)
と
い
う
言
葉

し
か
も
た
な
い
の
に
、

ア
ラ
ビ
ア
語
の
辞
書
に
は
ラ
ク
ダ
を
区
別
す
る
数
百
の
言
葉
が
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
驚
き
か
っ
理
解
に
苦
し
む

の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
ラ
ク
ダ
が
ア
ラ
ビ
ア
文
明
の
社
会
慣
習
の
中
心
に
あ
り
、
か
つ
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
・
宮
c
c
Eロ



は
書
い
て
い
る
臼
)
が
、
遊
牧
と
隊
商
を
生
活
様
式
と
す
る
ア
ラ
ビ
ア
の
乾
燥
地
域
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、

ラ
ク
ダ
を
三
種
に
わ

け
る
だ
け
で
は
、
非
現
実
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
独
特
の
季
節
に
め
ぐ
ま
れ
た
日
本
に
お
い
て
、

シ
グ
レ
・
サ
ミ
ダ
レ
・
ユ
ウ
ダ

チ
・
ミ
ゾ
レ
・
花
曇
・
コ
チ
・
ノ
ヲ
キ
・
コ
ガ
ラ
シ
・
ハ
シ
リ
・
シ
ュ
ン
・
タ
ベ
ゴ
ロ
・
イ
ザ
ヨ
イ
な
ど
、

ユ
ニ
ー
ク
な
情
感
を
こ
め
た

語
が
発
達
し
た
の
も
、
島
国
の
地
理
的
諸
条
件
と
無
関
係
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
語
と
地
域
と
の
関
係
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
、
さ
ら
に
深
く
問
い
つ
め
る
べ
き
こ
と
は
、
つ
ぎ
の

こ
と
で
あ
る
。
同
じ
地
域
で
長
年
月
か
け
て
発
達
し
た
言
語
の
文
法
や
結
語
法
自
体
に
も
、
そ
の
地
域
の
地
理
的
法
式
や
全
体
の
構
成
の

あ
り
方
と
微
妙
に
対
応
し
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
主
語
と
い
う
も
の
の
影

が
ひ
じ
よ
う
に
薄
い
と
い
わ
れ
る
。
主
格
が
述
語
の
中
に
と
り
こ
め
ら
れ
る
表
現
法
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

「
早
く
実
が
な
れ
、
柿
の
種
」

「
富
士
が
み
え
る
」
な
ど
の
主
語
は
、
三
上
章
に
よ
る

2
uと、

実
は
主
格
補
語
で
、
目
的
格
補
語
や
、

そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
格
助
詞
が

つ
い
た
名
詞
と
対
等
に
並
ぶ
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
地
域
や
そ
の
部
分
相
互
を
、
あ
る
い

は
そ
れ
ら
と
人
間
と
を
対
立
的
に
み
る
考
え
方
に
乏
し
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
o

自
他
合
一
の
感
情
、
地
域
へ
の
順
応
の
態
度
な
ど
に

は
、
日
本
独
自
の
古
い
地
理
的
法
式
が
う
か
が
わ
れ
る
。

言語と地域

言
語
と
地
域
と
の
聞
に
深
い
構
造
上
の
関
連
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
疑
問
の
余
地
が
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
構
造
言
語
学
に
お
け
る
言
語
の
構
造
が
、

実
は
語
線

(
口
「
白
山
口
巾

13 

-UR-b自
)
と
い
う
場
の
上
で
く
み
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
語
糠
は
、
言
語
の
本
質
を
示
唆
す
る
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
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一
つ
に
は
、
話
さ
れ
た
言
葉
が
、
時
間
的
に
線
状
の
性
質
を
も
っ
て
い
て
、
空
間
的
な
拡
が
り
を
も
っ
他
の
諸
記
号
と
は
異
な
る
と
い
う

こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
あ
た
か
も
鎖
の
環
の
よ
う
な
不
連
続
な
言
語
単
位
が
連
続
し
て
統
一
を
も
っ
た
総
体
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。
た
し

か
に
語
線
は
一
点
世
界
を
こ
え
て
は
い
る
が
、

し
か
し
面
的
な
拡
が
り
を
も
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
言
語
と
地
域
の
上
記

の
よ
う
な
関
連
は
、
と
う
て
い
十
分
に
は
解
明
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
構
造
言
語
学
の
成
果
を
引
用
し
な
が
ら
、
す
で
に
語
線

の
抽
象
性
を
こ
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
語
線
概
念
を
線
か
ら
面
へ
と
ひ
ろ
げ
、
語
線
に
か
わ
る
言
語
空
間
の
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
構
造
言
語
学
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
意
識
的
に
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
れ
い
な
体
系
を
う
ち
た
て

て
き
た
点
、
が
強
い
白
)
O

語
線
か
ら
言
語
空
間
の
上
に
言
語
現
象
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
そ
の
活
動
は
、

た
ん
な
る
記
号
交

信
の
域
を
で
て
、

「
地
域
の
円
い
表
面
の
上
で
プ
ロ
テ
ウ
ス
の
ご
と
き
も
の
に
な
る
」
。

と
こ
ろ
が
、
構
造
言
語
学
と
は
種
々
の
点
で
対
照
的
な
立
場
に
あ
る
地
理
的
言
語
学
に
は
、
す
で
に
方
言
領
域
の
概
念
が
あ
り
、
言
語

の
空
間
的
把
握
が
み
ら
れ
る
。
方
言
領
域
と
地
理
学
的
地
域
と
の
聞
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
世
紀
の
史
的
比
較
言
語
学
に
お
い
て
は
、
音
韻
対
応
の
規
則
性
と
い
う
こ
と
が
、
有
力
な
仮
説
と
さ
れ
た
。
音
韻
は
、

一
定
条
件

の
も
と
で
は
、
す
べ
て
が
同
じ
変
遷
を
と
げ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
し
「
音
韻
法
則
に
例
外
な
し
」
と
い
う
こ
と
が

正
し
い
な
ら
ば
、
変
遷
を
反
映
す
る
方
言
の
分
布
も
組
織
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
等
語
線
は
重
な
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
線

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

。
・
巧
g
r
R
で
あ
っ
た

av
し
か
し
か
れ
の
調
査
に
よ
る
と
、

期

待
に
反
し
て
実
際
の
等
語
線
は
語
ご
と
に
こ
と
な
り
、

一
本
と
し
て
重
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

地
理
的
言
語
学
は
、
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
事
情
の
も
と
で
成
立
し
た
。
し
か
し
、
語
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
変
化
を
と
げ
て
、

一
っ
と



し
て
変
化
の
仕
方
に
は
共
通
性
が
な
い
と
い
う
見
解
は
、
音
韻
対
応
の
規
則
性
と
い
う
学
説
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
で
、
や
や
極
端
な

表
現
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
そ
の
後
、
実
証
研
究
が
つ
み
重
な
る
に
つ
れ
て
、
等
語
線
相
互
に
は
細
部
に
わ
た
る
一
致
は
え
ら
れ

な
い
に
し
て
も
、
傾
向
は
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
こ
そ
、
地
理
学
的
地
域
に
ひ
き
写
し
の
現
象
で
は
あ
る
ま
い

か
。
柴
田
説
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
言
語
の
形
式
的
・
表
面
的
な
部
分
で
も
、

ひ
と
り
で
に
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
の
で
あ
る
o
た
と
え
、

u
が
i
に
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
微
細
な
変
化
で
も
、
そ
の
変
化
に
は
人
間
の
意
志
が
加
わ
っ
て
い
る
と
み

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
地
域
社
会
内
で
語
原
解
釈
と
い
う
形
を
と
る
場
合
も
あ
り
、
他
の
言
語

l
l方
言
で
あ
れ
標
準
語
で
あ
れ

i
!と
の

接
触
に
よ
っ
て
混
交
と
か
回
帰
と
か
い
う
形
を
と
る
場
合
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
民
衆
が
み
ず
か
ら
納
得
で
き
る
方
法
で
納
得

で
き
る
言
語
形
式
に
変
え
る
の
で
あ
る
」
。
「
民
衆
が
み
ず
か
ら
納
得
で
き
る
方
法
」
こ
そ
は
、
そ
の
生
活
空
間
の
状
況
に
即
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
れ
は
、
糸
魚
川
地
方
の
方
言
研
究
の
結
果
、
方
言
伝
播
の
方
向
と
そ
の
分
布
に
つ
い
て
、
一
二
種
の
型
を
と
り
だ
し
て
い
る
。
①
信
州

か
ら
日
本
海
へ
向
け
て
北
上
す
る
も
の
o
@
ま
た
、
そ
の
動
き
が
と
ま
っ
て
南
へ
押
し
返
さ
れ
る
も
の
。
@
西
の
富
山
県
か
ら
海
岸
沿
い

に
は
い
り
こ
む
も
の
。
糸
魚
川
の
町
部
か
ら
周
囲
へ
伝
捨
す
る
も
の
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
糸
魚
川
地
方
で
は
、
各
言
語
現
象
の
分
布
線

言語と地域

は
、
伝
播
の
ル

l
ト
に
沿
っ
て
か
な
り
よ
く
似
た
絵
模
様
を
え
が
き
だ
し
、

一
ま
と
ま
り
の
河
谷
や
海
岸
低
地
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
場

合
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
と
く
に
子
供
た
ち
の
創
作
に
な
り
易
い
も
の
は
、
数
集
落
を
含
む
学
区
と
そ
の
分
布
が
重
な
る

場
合
も
あ
る
o
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
範
囲
を
も
と
に
し
て
方
言
領
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
言
語
は
、
既
述
の
よ
う
に
た
ん
に
言
葉
と
し
て
伝
わ
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
も
の

15 

と
と
も
に
伝
播
す
る
こ
と
が
多
い
。

「
こ
う
し
て
み
る
と
、
ど
こ
ま
で
が
言
葉
で
、
ど
こ
か
ら
が
言
葉
で
な
い
と
は
っ
き
り
境
界
を
設
け
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る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
純
粋
に
言
語
形
式
と
い
う
段
階
は
あ
る
。

「
ふ
つ
う
の
モ
ン
ペ
』
の
里
言
の
分
布
、

「
あ
い
の
子
モ
ン
ペ
』
の
里
言
の
分
布
、
両
者
の
里
言
が
つ
く
る
体
系
の
分
布
、
こ
こ
ま
で
は
純
粋
に
言
語
形
式
の
世
界
と
い
え
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
地
理
的
分
布
と
い
う
も
の
が
す
で
に
、
一
一
言
葉
以
外
の
世
界
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
o

そ
の
意
味
で
は

純
粋
に
言
語
形
式
だ
け
の
世
界
で
は
な
い
」
o

以
上
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
柴
田
は
、
地
理
的
言
語
学
に
と
っ
て
「
絶
対
に
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
地
域
の
条
件
で
あ

る
」
と
い
う
o

こ
こ
で
い
わ
れ
る
地
域
は
、
す
で
に
地
域
社
会
と
し
て
の
意
味
あ
い
を
こ
え
て
、
具
体
的
に
言
語
が
も
の
と
と
も
に
動
く

道
路
や
峠
や
、
言
葉
の
と
り
か
わ
さ
れ
る
商
庖
や
学
校
、
農
地
な
ど
が
、
そ
れ
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
べ
き
所
に
あ
る
地
理
学
的
地
域
の
意
味
に

近
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
o

出・

0
4
2
σ
2
r
は
、
言
語
学
の

〉

-
F凶

nr
に
賛
意
を
表
し
て
、
方
言
領
域
と
地
域
と
を
結
ぶ
も
の
と
し
て

交
通
集
団
(
〈

2
E
E晶
2
5吉
田
島
阻
止
)

の
存
在
を
説
い
た
が
(
自
、

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
集
団
を
支
え
る
も
の
と
し

て
の
地
域
を
前
提
と
し
、
そ
の
地
域
の
機
能
を
あ
ら
わ
す
媒
体
と
し
て
交
通
集
団
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
言
語
学
者
の
関
心
が
、
こ
の
よ
う
な
地
域
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
い
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
地
域
は
、
一
言
語
研

究
の
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
地
域
に
よ
る
言
語
の
ち
が
い
を
と
お
し
て
、
言
語
史
を
構
成
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
地
理
的
言
語
学
の
課
題
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
は
各
語
ご
と
の
等
語
線
の
設
定
に
と
ど
ま
り
、
等
語
線
相
互
の
重
複
か
ら
な
る
方
一
言
領
域
を
通
し
て
、
地
域
の

構
造
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

a
y
だ
が
今
日
で
は
方
言
研
究
の
中
に
構
造
言
語
学
の
体
系
を
導
入
し
て
、

地
理
的
構
造

言
語
学
を
樹
立
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
関
心
を
ひ
く
。



国

2
仏
日
以
後
、
の
・
削
2
2
2
を
へ
て
地
表
の
学
と
し
て
近
代
化
し
た
地
理
学
に
と
っ
て
、

言
語
の
と
り
あ
っ
か
い
に
は
種
々
の
異
説

が
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
を
不
問
に
し
て
、
言
語
分
布
に
注
目
し
た
研
究
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
方
言
領
域
と
自
然
的
境
界
と
の

聞
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
円
昌
司
丘
町
田
の
論
考
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
百
万
司
・
国
各
H
5
8ロ
と
。
・

Z
E
-
編
集
の

E
Eロ
'E曲目口町田口「
2
k
g
-
g
a〉
に
お
い
て
も
、

方
言
領
域
に
地
理
的
な
ま
と
ま
り
の
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

れ

ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
開
・
。
r
2
r
E
H
H
5
2
が

C
o
o
m
H
a
r
m
cロ円四

ω匂
E
n
v
mロ
HEHH門目。

の
中
で
、
た
く
み
に
整
理
し
て
い
る
し
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
〉
-
U自
g
g
m
mロ
の
概
論
ハ
ぎ
が
あ
る
。
な
お

宮
田
己
は

Hlo--昨日
白

n
r
o
c
m
o
m
H印

刷
》
}
岡
山

ou
回
目
一
己
目
ロ

]
F
m
w
N印

の
中
に

章
を
設
け
て
、
地
理
的
現
象
と
し
て
の
国
家
と
言
語
集
団
と
の
聞
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
後
、

出・

0
4由
同

r'

2
r
と
の
・
巧
・

ω
S
Z
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ザ
l
ル
工
業
地
帯
で
は
、
旧
封
建
領
域
(
ト
リ
ア
と
パ
ル
ツ
)

の
境
界
が
、
ト
リ
ア
・
モ

ー
ゼ
ル
方
言
領
域
と
パ
ル
ツ
・
ラ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
方
言
領
域
と
の
境
界
に
も
う
け
つ
が
れ
て
お
り
、
他
方
、
文
章
語
の
拡
散
に
は
現

在
の
経
済
中
心
か
ら
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
判
明
し
た

az

め
ら
れ
る
。
有
名
な
子
音
移
動
の
切
g
E
F
と

d
E
Z
m
線
も
、
歴
史
地
理
的
諸
条
件
と
関
係
が
深
い
自
)
O

よ
く
似
た
こ
と
は
、

ラ
イ
ン
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
旧
州
境
地
方
で
も
認

こ
の
よ
う
に
、
方
言
領
域
は
地
理
学
上
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
領
域
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
に
は
、
方
言
領
域
こ

そ
は
、

い
か
な
る
個
々
の
機
能
領
域
に
も
ま
し
て
、

「
全
体
と
し
て
の
地
域
」
の
ひ
ろ
が
り
を
、

は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
す
ば
あ
い
が
多
い

言語と地域

と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

日
本
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
地
理
的
言
語
学
の
研
究
成
果
を
利
用
し
て
十
分
に
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
ク
ニ
レ

ベ
ル
の
事
例
と
し
て
、
信
州
と
飛
騨
を
わ
か
っ
信
飛
国
境
を
と
り
だ
し
て
み
よ
う
。
こ
の
東
西
で
、
例
え
ば
(
目
を
)
洗
う
が
、

東

で

17 

S
H
N町
民
西
で
円
宮
口
仏
N
-
E
と
き
れ
い
に
対
立
し
て
い
る

az
ク
ニ
境
に
よ
っ
て
言
葉
の
ち
が
う
事
例
は
、
そ
の
他
に
も
き
わ
め
て
多
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ぃ
。
た
く
み
に
自
然
的
単
元
を
活
用
し
た
古
代
以
来
の
ク
ニ
が
、
久
し
く
地
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
、
独
特
の
機
能
を
は
た
し
て

き
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ク
ニ
と
ク
ニ
と
の
隣
接
地
帯
で
は
、
交
通
路
を
介
し
て
、
部
分
的
に
共
通
し
た
特
徴
を
も
っ
小
領
域
が
芽
生
え
る
こ
と
も
一
あ

る
。
信
飛
国
境
の
両
側
に
あ
る
奈
川
と
高
根
と
は
野
麦
峠
を
通
じ
る
曲
り
く
ね
っ
た
山
道
で
結
ぼ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
道
は
、
明
治
末
年

ま
で
は
、
信
濃
と
飛
騨
と
を
結
ぶ
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
。
奈
川
と
高
根
は
、
こ
の
道
に
よ
っ
て
交
流
し
、
婚
姻
関
係
も
か
な
り
強
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ニ
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
の
言
葉
も
少
な
く
な
い

av

複
数
の
ク
ニ
を
含
ん
だ
封
建
領
域
レ
ベ
ル
の
事
例
も
豊
富
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
ク
ニ
の
内
部
に
、
小
濯
の
分
立
し
た
事
例
と

し
て
、
松
本
藩
(
六
万
石
)
と
松
代
藩
(
一

O
万
石
)
を
あ
げ
て
お
く

a〉

O

推
量
表
現
の
・

2
5
と

-
E
E
E
の
境
界
は
、
両
藩
の
境

界
と
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
境
界
付
近
の
ひ
と
び
と
が
、

'
N
ロ
E
を
六
万
石
こ
と
ば
、

-
E
E
Nロ
を
十
万
石
こ
と
ば
と
称
し
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
十
返
舎
一
九
『
道
中
続
膝
栗
毛
』

を
み
る
と
、

木
品
目
か
ら
松
本
平
に
か
け
て
、
「
土
地
の
者
が
盛
ん
に
使
っ
た

-
E
B

ヵ:

善
光
寺
街
道
沿
い
に
松
代
領
に
は
い
る
と
同
時
に

-
E
E
N
Z
に
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、

-
N
ロ
E
と
ふ
民
自
ロ
の
境

界
は
、
旧
幕
時
代
か
ら
の
こ
の
地
方
の
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

現
代
地
理
学
は
、
地
域
の
体
系
的
把
握
に
つ
い
て
、
最
初
に
の
ベ
た
単
位
の
問
題
以
外
に
も
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
地
域
と
は
、

地
表
に
お
け
る
各
レ
ベ
ル
の
機
能
の
ひ
ろ
が
り
と
も
い
う
べ
き
機
能
領
域
群
の
複
合
体
で
あ
る
、
が
、
政
治
的
な
枠
づ
け
が
な
い
か
ぎ
り
、

各
領
域
群
が
ぴ
っ
た
り
重
な
り
あ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
不
一
致
に
は
不
一
致
の
地
理
学
的
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
地
域
の
諸
機
能
を
結

節
す
る
中
心
施
設
は
、
集
積
の
利
益
を
求
め
て
中
心
集
落
を
形
成
し
や
す
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
中
心
機
能
に
方
向
を
与
え
る
も
の
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
交
通
網
で
あ
り
、
そ
の
領
域
は
中
心
集
落
か
ら
ほ
ぼ
一
定
の
行
程
に
限
ら
れ
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
は
巴
ぽ
m
m

ゃ
。
r
o
S℃
の
構



造
と
関
係
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
相
互
干
渉
と
依
存
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
動
的
な
地
域
は
、
中
心
集
落
の
中
心
度
に
応
じ
て
、
階
層
的

に
つ
み
か
さ
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
、
体
系
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
生
活
の
場
と
し
て
の
地
域
は
、
た
ん
な
る
知
的
概
念
と
し
て
扱
い
う
る
ほ
ど
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
地
理
学

的
に
は
、
社
会
文
化
の
諸
現
象
こ
そ
、
地
域
に
根
ざ
し
、
そ
の
構
造
に
支
え
ら
れ
て
生
起
し
、
均
衡
す
る
と
こ
ろ
に
、
研
究
の
原
点
が
す

え
ら
れ
る
。
最
近
の
計
量
地
理
学
や
社
会
地
理
学
の
諸
研
究
に
よ
る
と
、
前
述
の
諸
事
例
以
外
に
、
文
化
技
術
の
伝
播
の
方
向
や
そ
の
範

聞
も
、

か
な
り
の
程
度
に
こ
う
し
た
地
理
的
枠
ぐ
み
に
対
応
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
。

言
語
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
、
が
柳
田
国
男
の
方
言
周
圏
説
の
補
正
の
形
で
適
用
で
き
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
注
目
を
ひ
く
。

た
と
え
ば
、
長
野
周
辺
部
に
お
け
る
ア
ワ
ガ
(
泡
)

の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
み
る
と
、
ア
ワ
ガ
が
、
長
野
市
の
中
心
部
か
ら
市
街
の
周

辺
部
に
向
か
っ
て
放
射
状
に
ひ
ろ
が
る
と
と
も
に
、
南
の
上
田
市
に
も
そ
の
分
布
が
小
さ
い
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
長
野
市
か

ら
の
拡
散
を
、
中
間
の
ア
ワ
ガ
地
帯
を
と
び
こ
え
て
上
田
市
が
い
ち
早
く
と
ら
え
、

そ
の
周
辺
に
ひ
ろ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る

az
ま

た
、
二
つ
の
方
言
領
域
の
接
触
地
帯
に
つ
い
て
も
興
味
あ
る
現
象
が
み
ら
れ
る
。
蝶
を
意
味
す
る
岡
山
県
側
の
チ
ョ
チ
ョ
マ
と
兵
庫
県
側

の
チ
ョ
コ
が
、
中
間
地
帯
で
接
触
し
て
チ
ョ
コ
マ
と
い
う
語
形
が
で
き
た

av

も
の
言
う
人
間
の
心
に
踏
み
込
む
方
言
研
究
が
、
生
活
空
間
と
し
て
の
地
域
の
構
造
と
の
で
あ
い
を
も
っ
た
こ
と
が
意
味
深
い
。

言語と地域

か
つ
て
は
基
礎
地
域
ご
と
に
微
妙
に
ち
が
う
言
葉
の
な
ま
り
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
住
民
と
住
地
と
の
一
体
性
を
強
め
る
も
の
で
あ

19 

っ
た
。
さ
ら
に
基
礎
地
域
の
外
方
に
は
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
よ
う
に
、
数
次
元
の
地
域
が
上
記
の
よ
う
な
方
言
の
ち
が
い
を
含
ん
で
、

し
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く
重
に
も
ひ
ろ
が
っ
て
き
た
。

東
条
操
な
ど
の
方
言
研
究
自
)
に
よ
る
と
、
日
本
の
方
言
は
、
東
部
方
言

(
北
海
道
方
言
・
東
北
方
き

7
関
東
方
言
・
東
海
東
山
方
言

-
八
丈
島
方
言
)
、
西
部
方
言
(
北
陸
方
言
・
近
畿
方
言
・
中
国
方
言
・
雲
伯
方
言
・
四
国
方
言
)
、
九
州
方
言
(
豊
日
方
言
・
肥
筑
方
言

-
薩
隅
方
言
)
な
ど
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
内
部
が
こ
ま
か
に
区
分
さ
れ
る
。
し
か
し
東
条
の
方
言
領
域
設
定
に
は
、
主
と
し

て
音
韻
や
文
法
が
基
準
と
な
っ
て
お
り
、

か
つ
大
方
言
領
域
か
ら
小
方
言
領
域
へ
と
順
次
細
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
地
理
的
言

語
学
か
ら
み
て
も
か
な
ら
ず
し
も
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
柴
田
が
日
本
方
言
の
重
要
な
特
徴
を
示
す
と
す
る
八
個
の
語
(
駅
と
息
と
の
同
音
、
咳
を
シ
ェ
キ
と
発
音
、

い
う
た
、
空
と

窓
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
区
別
、
橋
・
箸
・
花
・
鼻
の
同
ア
ク
セ
ン
ト
、
お
た
げ
や
、
家
事
と
火
事
の
区
別
、

何
じ
ゃ
何
じ
ゃ
)

の
等
語
線

au

を
東
条
の
方
言
領
域
に
重
ね
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
二
ー
l
三
本
の
等
語
線
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ら
わ
れ
る
o

利
根
川
沿
い
、
新
潟

県
東
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
の
関
東
と
の
境
、
親
不
知
、
北
陸
と
飛
騨
・
美
濃
を
わ
か
っ
部
分
、
名
古
屋
、
出
雲
、
本
州
と
九
州
の
聞
の

ほ
か
、
佐
渡
・
隠
岐
・
八
丈
島
な
ど
に
、
そ
れ
ら
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
飛
騨
・
美
濃
や
岡
山
・
広
島
地
方
に
は
、
語
等
線
の
重
複
で
は

な
く
て
集
中
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
線
を
も
参
照
し
て
、
上
記
の
方
言
領
域
を
部
分
的
に
再
区
分
し
て
み
る
と
、
各
区
画
は
、
民
家
型

な
ど
の
分
布
と
も
あ
る
程
度
重
な
り
、
内
部
に
は
一
、
二
の
古
い
大
中
心
集
落
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
画
は
、
守
護
領
国
や
藩
領
を
介
し

て
、
長
い
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
プ
ロ
グ
イ
ン
シ
ャ
ル
な
文
化
の
場
と
も
い
う
べ
き
高
次
元
の
地
域
の
限
界
を
、
大
ま
か
に
は
反

映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

8〉

O

た
だ
し
近
世
の
城
下
町
な
ど
を
中
心
と
し
た
物
貨
の
流
通
園
は
、
政
治
的
な
藩
領
に
拘
束
さ
れ
が
ち
で
、
高
次
元
の
地
域
の
限
界
ま
で

は
の
び
な
や
ん
だ
場
合
も
多
い
。
明
治
の
府
県
は
、
当
時
な
お
未
熟
だ
っ
た
こ
れ
ら
の
地
域
と
、
幕
藩
体
制
と
か
ら
む
政
治
的
・
経
済
的



な
諸
領
域
と
の
妥
協
点
に
形
成
さ
れ
た
。

今
日
、
以
上
の
よ
う
な
各
レ
ベ
ル
の
地
域
に
対
応
す
る
方
一
一
一
口
の
構
造
論
的
研
究
が
進
ん
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
構
造
は
、
各

地
域
の
地
理
的
方
式
と
ど
こ
ま
で
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
以
来
、
近
代
的
な
機
能
領
域
の
網
が
複
雑
に
か
ら
み
、
最
近
で
は
そ
れ
ら
を
鷲
づ
か
み
す
る
よ
う
に
大
都
市
圏
や
広
域
都
市
圏
な

ど
の
鼎
立
も
い
ち
じ
る
し
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的
現
象
の
裏
側
で
、
旧
来
の
地
域
や
そ
の
地
理
的
方
式
が
、
変

化
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
し
ば
し
ば
解
体
の
危
機
に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
言
語
活
動
に
も
、
ま
た
古
い
方
言

領
域
に
も
、

は
げ
し
い
動
揺
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
文
法
や
結
語
法
に
も
、

一
部
に
乱
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
い
ま
や
未
曾
有
の

混
乱
を
、
地
域
と
言
語
と
が
共
有
し
て
い
る
。

言
語
へ
の
問
い
か
け
は
、
そ
の
ま
ま
地
域
へ
の
問
い
か
け
に
通
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
当
面
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、
地
理
的
言

語
学
の
諸
成
果
を
、
各
時
代
と
各
次
元
の
地
域
の
奥
深
く
に
ひ
そ
む
構
造
の
解
明
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
形
に
あ
み
か
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
地
域
地
理
学
と
言
語
学
と
の
相
互
提
携
が
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
発
生
学
に
終

始
し
が
ち
な
歴
史
地
理
学
に
も
新
生
面
が
ひ
ら
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
生
す
べ
き
歴
史
地
理
学
が
、
地
域
の
青
写
真
や
文

化
の
行
先
に
た
い
し
て
独
自
の
発
言
権
を
確
保
す
る
一
方
途
で
も
あ
る
。

言語と地域

言
語
と
地
域
と
の
一
関
連
は
、
以
上
の
こ
と
が
ら
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
近
代
国
家
の
母
胎
と
な
っ
た
民
族
領
域
は
、
同
一
言
語

の
分
布
範
囲
と
ほ
ぼ
重
な
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
国
土
と
、
国
語
の
ひ
ろ
が
り
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
不
整
合
に
端
を
発
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
民
族
問
題
が
地
表
に
暗
い
か
げ
り
を
投
じ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、

み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

21 
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i主
(
1
)
 

(
2
)
 

phoneme(音素)

同
・
。
・
国

R
ι
o
f
〉

r
Z
E
]ロロ
m
c
r
m
H
《同
g
d
H田司
H
E
m
p円
ω官
但
円
げ

0・
見
詰
・
木
村
直
司
訳
言
語
起
源
論
大
修
館

。
・
玄
DE巳
ロ

H
r
S
E
R
E
-巾
ω
H
H
E
n
H
E
E
-
-
2
0
2
5
r
r
g
F
E
g・
福
井
芳
男
・
伊
藤
晃
・
丸
山
圭
三
郎
訳
ソ
シ
ュ

l
ル
|
|

構
造
主
義
の
原
点
大
修
館

』・

ω円
r
s
x
r己話口日間吋口開目。口問内山町民間
σ
ι
2
戸
mgιω
円
rmwh同ロロ円山

o
r
c
s
?
ぐ
R
2
2肝仲間
σ
N
E
H
r
o向
江

B
F
7
2
0
H円
四
ロ
ロ
ロ
関
口
ロ
仏

NE円
Z
O
B
E

O口
r-SEH-ロ円
Hm門戸曲目円四叩円『阻止問『
O吋
mnFロロ
m-
回。片山

n
y
Z
N
E円仏巾
FHZnroロ
円
曲
口
品
。

mrロ
ロ
品
。
印
・
同
也
品
∞
・

和

一

一

り

一

E
Z
2
3
は
無
機
的
な
地
表
単
元
(
』
・

ω
o
r
r
の

E
E
o
e
n
F
O
B
-そ
こ
に
生
物
社
会
の
立
地
す
る
場
と
し
て

2
2
0

月
一
)
剛
一
一
U
一

(50)
が
形
成
さ
れ
る

0

2
ぽ
回
目
の
あ
つ
ま
り

(
2
5
8口
問
。
言
問
刊
)
の
上
に
生
物
社
会
が
立
地
し
て
。
r
o
g唱
が
で

A

一
五
口
れ

L

l

一

同
一
は
い
十
一
間
一
き
る
。
以
上
は
の
・
↓
8
ニ
が
地
域
要
素
(
戸
田
口
品
目
与
え
Z
F
S
E
c
hえ
な
ロ
が
地
域
細
胞

(
E
E∞
n
Z『ENo--巾
)
と

一
一
一
同
町
一
山
一
よ
ぶ
も
の
、
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
と
し
て
の
農
地
・
集
落
・
交
通
路
な
ど
の
形
に
再
編
さ
れ
る
一
。

山
一
代
・
山
一
町
一

即、一

w
」

s
一

(
4
)

そ
れ
は
主
と
し
て
、
生
態
地
理
学
と
社
会
地
理
学
と
の
接
触
部
門
の
研
究
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
機
能
さ
れ

一
品
目
一
;
一
た
も
の
」
と
そ
の
機
能
の
お
よ
ぶ
ひ
ろ
が
り
(
機
能
領
域
)
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
、
商
業
機
能

「
伽
一
叫
一
を
も
た
さ
れ
た
商
居
街
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
そ
の
商
圏
は
ひ
ろ
く
ま
わ
り
に
の
び
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の

お
皇
制
一
個
々
の
機
能
領
域
を
、
「
全
体
と
し
て
の
」
地
域
の
生
理
(
機
能
)
の
部
分
的
な
顕
在
化
と
み
る
(
拙
稿
地
域
の
形
態

一
副
主
凶
一
・
機
能
・
構
造
、
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
人
文
地
理
学
論
叢
、
柳
原
書
庖
)
。

切
高
批
一
の
一

(
5
)

拙
著
社
会
集
団
の
生
活
空
間
!
ー
そ
の
社
会
地
理
学
的
研
究
大
明
堂

仙
一
M
M一
尉
一

(
6
)
Z
2
0自
由

}
Q
H
3
2
9
2
-
n
2
2
2
3田・

5
勾
・
勇
康
雄
訳
文
法
の
構
造
研
究
社
。

Z
2
g
o
ご
Z
3
0
3

ー
一
一

ohω
可口同州
W
M
・]戸田町一山・

同
・
豆
諸

Z
H
C
g
2
2日
と
5
0・
滝
沢
武
久
・
佐
々
木
明
訳
構
造
主
義
白
水
社

山
口
富
山
一
郎
地
域
名
称
の
意
義

1
|地
域
形
成
の
歴
史
地
理
|
|
歴
史
地
理
学
紀
要
7
0
地
名
研
究
に
つ
い
て
は
、
内
外
の
地
理
学
者
に

よ
る
す
ぐ
れ
た
成
果
が
少
な
く
な
い
。

柴
田
武
言
語
地
理
学
の
方
法
筑
摩
書
一
房

(
3
)
 

Physiotop 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 



言語と地域23 

(
叩
)

可

-
P
E
E
H
F
ぽ
5
2
5
E
0
・
佐
藤
信
夫
訳
意
味
払
珊

1
|こ
と
ば
の
意
味
|
|
白
水
社
。
も
ち
ろ
ん
「
一
言
語
場
」
が
、
つ
ね
に
そ

の
言
語
活
動
の
行
わ
れ
る
実
際
の
地
域
の
姿
を
反
映
す
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
意
味
の
世
界
は
、
飛
躍
に
み
ち
た
観
念
連
合
の
は
た
ら
き

に
よ
っ
て
、
独
自
の
多
様
さ
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
「
言
語
場
」
と
か
「
意
味
場
」
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
た
が
い
に
重
『
な
一
り
あ

い
、
渉
透
し
あ
っ
て
い
て
、
た
が
い
に
排
除
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
性
格
は
、
地
域
相
互
の
聞
に
も
み

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
相
互
間
の
交
錯
と
競
合
、
重
層
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
解
明
す
べ
き
こ
と
が
多
い
。

。
・
ロ
向
。
戸
口
一
口
H
Q
o
r
H
5
5
F
口
出
向
Z
F
m
H
H
A
g
-
z
g
・
福
井
芳
男
・
伊
藤
晃
・
丸
山
圭
三
郎
訳
言
語
学
と
は
何
か
大
修
館

三
上
章
現
代
語
法
序
説
金
田
一
春
日
彦
日
本
語
岩
波
書
庖

ω
E
E
R
H
O
は
、
「
言
語
学
の
唯
一
の
固
有
の
研
究
対
象
は
、
言
語
以
外
の
な
に
も
の
か
ら
も
導
き
だ
さ
れ
な
い
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独
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追
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
。
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馬
瀬
良
雄
方
言
意
識
と
方
言
区
画
|
|
信
飛
国
境
的
帯
を
例
に
|
|
1
日
本
の
方
言
区
画
東
京
堂

前
掲
論
文

馬
瀬
良
雄
言
語
地
理
学
|
|
歴
史
・
学
説
・
調
査
法
|
|
解
釈
と
鑑
賞
三
四
の
八

馬
瀬
良
雄
・
穂
苅
喜
代
子
川
中
島
平
及
び
そ
の
周
辺
地
方
の
ア
ク
セ
ン
ト
分
布
と
そ
の
推
移
|
|
2
モ
l
ラ
名
詞
を
中
心
に
|
|

大
紀
要
一
九
。
中
心
集
落
と
周
辺
地
方
と
の
関
係
は
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
地
理
的
言
語
学
で
も
、
く
わ
し
い
調
査
が
進
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い
る
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