
民
家
の
地
理
学
的
研
究
に
恥
け
る
文
化
系
統

佐

甚

良日

次

藤

民家の地理学的研究における文化系統

住
居
形
態
の
地
方
的
定
型
と
文
化
系
統

住
家
・
住
居
の
形
態
は
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
岩
手
県
地
方
に
お
け
る
曲
家
、
奈
良
盆
地
お
よ
び
河
内
平
野
に
お
け
る
大
和

棟
(
高
塀
)
造
、
佐
賀
県
地
方
に
お
け
る
ク
ド
造
、
あ
る
い
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
中
庭
式
家
構
と
か
、
そ
こ
に
地
方
的
な
定
型
が

認
め
ら
れ
る
。

日
本
の
住
居
、
特
に
そ
の
根
幹
を
な
す
農
村
住
家
に
お
い
て
は
、

一
方
に
土
間
部
分
を
も
っ
た
片
高
床
形
式
が
普
遍
的
で
、

一
つ
の
大

き
な
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
形
成
に
は
高
床
形
式
の
主
屋
と
別
棟
炊
事
屋
と
の
結
合
に
よ
っ
て
の
成
立
と
、
土
座
形
式
の
住
家
に
お
け
る

「
上
げ
間
化
」
に
よ
る
場
合
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
高
床
形
式
と
土
座
H
竪
穴
形
式
と
の
二
つ
の
系
統
の
も
の
か
ら
の
移
行
が
認
め
ら

れ
、
そ
れ
が
日
本
に
お
い
て
統
一
的
な
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
ハ
ー
な
ま
た
、
草
屋
根
の
形
態
に
お
い

て
、
そ
れ
が
寄
棟
で
あ
り
入
母
屋
型
で
あ
り
切
妻
型
で
あ
る
に
し
て
も
、
西
日
本
に
お
け
る
短
棟
型
、
東
日
本
に
お
け
る
長
棟
型
と
い
う

97 

相
違
が
み
ら
れ
る

Z
V
短
棟
型
は
正
方
形
平
面
中
柱
構
造
の
も
の
に
由
来
し
ハ
3
u
、
宝
(
方
)
形
型
あ
る
い
は
円
錐
屋
根
が
原
型
で
、
海
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南
島
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
の
円
錐
屋
根
と
連
鎖
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
ハ
4
な
そ
れ
は
住
居
の
建
物
構
成
が
一
棟
一
機
能
方
式
、
す
な
わ

ち
多
棟
分
散
方
式
と
も
関
連
し
ハ
5
V
東
日
本
に
お
け
る
一
一
棟
に
多
機
能
空
聞
を
集
中
さ
せ
て
包
摂
す
る
単
棟
集
中
方
式
と
は
、
異
質
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
主
屋
の
部
屋
割
の
発
生
お
よ
び
発
展
に
は
、
世
界
全
般
の
そ
れ
を
み
た
と
き
、
単
室
住
家
か
ら
の
諸
機
能
空
間
の

分
化
に
よ
る
分
割
と
、
用
途
が
異
な
っ
た
建
物
の
凝
集
と
の
二
つ
の
経
路
の
も
の
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
建
築
材
料
や
構
造
方
式
な
ど
に

も
と
づ
く
異
質
の
も
の
で
、
地
域
的
に
も
技
術
・
文
化
的
に
も
別
個
の
系
統
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
屋
組
に
お
い
て
、
和
小
屋
組
以
前
の
も
の
と
し
て
普
遍
的
な
架
構
法
は
叉
首
(
サ
ス
、
合
掌
)
組
構
造
で
あ
る
が
、
四
本

柱
に
よ
る
角
錐
を
原
基
体
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

ア
イ
ヌ
の
住
家
に
お
け
る
三
脚
式
の
ケ
ズ
ン
ニ
構
造
の
一
二
本
柱
に
よ

る
も
の
を
原
基
体
と
す
る
の
と
は
相
違
す
る
(
6
〉O

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
ア
ジ
ア
お
よ
び
ア
ラ
ス
カ
に
お
け
る
狩
猟
民
族
の
テ
ン
ト
式

住
家
(
チ
ュ
ム
族
・
ヤ
ク

l
ト
族
は
ウ
ラ
ッ
サ
と
称
す
)

の
構
造
、
す
な
わ
ち
丸
太
を
斜
め
に
た
て
掛
け
て
組
合
わ
せ
た
骨
組
に
毛
皮
や

の
樹
皮
を
覆
う
た
円
錐
形
の
住
家
に
お
け
る
架
構
法
と
関
連
す
る
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
四
本
柱
の
も
の
と
三
本
柱
の

も
の
が
あ
り
、
二
つ
の
形
式
が
交
錯
し
て
分
布
は
し
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
二
つ
は
簡
単
に
変
化
し
合
つ
て
は
い
な
い
異
な
っ
た
様
式

で
あ
る
事
実
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
〈
7
V

大
陸
か
ら
の
時
期
を
異
に
し
た
伝
播
と
考
え
る
大
林
太
良
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
(
8
3

サ
ス
組
構
造
と
ケ
ズ
ン
ニ
構
造
と
の
系
譜
的
関
係
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
青
森
県
外
ケ
浜
十
六
カ
村
に
は
寛
文

ご
ろ
四
十
二
戸
の
蝦
夷
が
居
住
し
て
お
り
、
本
州
に
お
け
る
蝦
夷
が
日
本
人
の
戸
籍
に
編
入
さ
れ
た
の
は
文
化
三
年
(
一
八

O
六
)

の
こ

と
で
あ
り
(
9
〉、

ア
イ
ヌ
が
本
州
に
も
居
住
し
て
い
た
の
は
か
な
り
新
し
い
時
代
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
住
家
・
住
居
形
態
に
お
け
る
ア
イ

ヌ
の
技
術
系
統
の
痕
跡
は
不
思
議
な
ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
鷹
部
屋
福
平
は
東
屋
(
ア
ヅ
マ
ヤ
)

の
原
形
に
ア
イ
ヌ
屋
根
を
オ

リ
ジ
ン
と
し
た
屋
根
形
式
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
ハ
リ
、
ま
た
藤
島
亥
治
郎
は
三
脚
式
架
橋
を
二
具
な
ら
べ
て
そ
の
上
に
棟
木
を



渡
す
工
法
が
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
、
長
野
県
東
筑
摩
郡
宗
賀
村
平
出
や
柿
沼
部
落
の
古
い
農
家
に
も
残
っ
て
い
る
こ
と
を
平
出

遺
跡
の
調
査
報
告
書
で
指
摘
し
て
い
る
が
立
〉
、
詳
細
な
記
載
が
な
い
の
で
そ
の
具
体
的
な
構
造
は
明
ら
か
で
な
い
。
も
し
、
サ
ス
組
構

造
が
ケ
ズ
ン
ニ
構
造
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
祖
型
は
や
は
り
シ
ベ
リ
ア
の
円
錐
テ
ン
ト
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
住
居
の
形
態
に
つ
い
て
み
た
と
き
、
そ
れ
を
形
成
し
て
い
る
も
の
に
異
な
っ
た
文
化
系
統
の
も
の
が
存

在
し
、
そ
れ
が
根
抵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
住
居
形
態
は
決
し
て
単
一
の
文
化
系
統
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
分
布
の
様
相
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
関
連
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
に
お

い
て
発
生
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
列
島
以
外
の
地
域
か
ら
の
伝
播
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
起
源
は
日
本
以
外
の
地
域
に
求

民家の地理学的研究における文化系統

め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

日
本
の
住
居
形
態
に
関
し
て
の
み
い
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
世
界
の

各
地
の
住
居
形
態
に
つ
い
て
も
拡
張
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
自
立

し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
化
系
統
の
も
の
が
基
本
的
な
要
素
を
な
し
て
い
る
か
の
解
析
、
そ
し
て
そ
の
分
布
の
実
態
、
そ
れ
ら
の

複
合
関
係
の
究
明
が
、
住
居
の
地
域
的
特
質
を
把
握
し
、
諸
地
域
の
地
方
的
定
型
を
理
解
す
る
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

住
居
の
気
候
制
御
の
機
能
と
構
成
要
素
の
機
能

住
居
は
住
家
お
よ
び
附
属
建
物
や
附
随
施
設
と
か
ら
な
り
、
宅
地
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
配
置
の
屋
敷
構
を
含
め
て
意
味
す
る
。
中
核
を

な
す
の
は
家
族
が
起
居
す
る
住
家
で
、
附
属
屋
に
対
し
て
オ
モ
ヤ
(
主
屋
)
と
一
般
に
よ
ば
れ
て
い
る
。
住
家
は
、
住
居
を
構
成
す
る
不

可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
住
家
が
敷
地
い
っ
ぱ
い
に
建
て
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、
住
家
が
住
居
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な

99 

ぃ
。
住
家
は
家
族
的
結
合
を
単
位
と
し
た
人
た
ち
の
生
活
の
本
拠
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
の
営
み
が
展
開
さ
れ
る
空
間
で
あ
る
が
、
こ
の
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空
間
を
掩
蓋
す
る
構
築
物
H
家
屋
で
も
あ
り
、
生
活
の
容
器
で
も
あ
る
。

構
築
体
は
こ
の
生
活
空
聞
を
外
界
か
ら
遮
断
し
、
そ
の
安
全
性
と
快
適
性
と
を
確
保
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雨
雪
や
風

や
日
射
、
寒
さ
や
暑
さ
、
あ
る
い
は
洪
水
な
ど
、
こ
こ
に
居
住
H

生
活
を
営
む
に
あ
た
っ
て
支
障
と
な
る
こ
の
地
域
の
も
つ
自
然
の
諸
障

宝
口
を
防
御
す
る
遮
蔽
物
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
の
生
存
と
活
動
に
と
っ
て
快
適
の
気
候
状
態
に
近
い
ス
ポ
y
ト
の
気
候
圏
を
そ
の
地
域
の

気
候
か
ら
独
立
し
て
人
工
的
に
形
成
す
る
装
置
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
恒
温
(
温
血
)
動
物
と
し
て
の
人
聞
が
、

そ
の
好
適
気
候
地
域
の
外
に
エ
ク
メ

l
ネ
を
拡
大
す
る
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
手
段
と
し
て
工
夫
さ

れ
、
そ
の
た
め
に
発
達
し
た
文
化
的
造
営
物
と
い
え
る
。
防
風
屋
敷
林
や
塘
塀
な
ど
住
居
の
諸
施
設
は
、
外
郭
に
お
い
て
住
家
を
防
護

し
、
住
家
の
こ
の
機
能
を
援
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

住
家
は
屋
根
、
壁
体
、
窓
、
床
(
ユ
カ
)
、
あ
る
い
は
室
空
間
区
画
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
屋
根
は
雨
や
、
雪
や
、
風
、
日
射
な
ど

天
空
か
ら
の
も
の
を
防
ぐ
役
割
を
も
つ
な
ど
、
住
家
を
組
成
す
る
各
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
役
割
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
お
の
お
の
は

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。

屋
根
な
ら
ば
、
排
水
の
た
め
に
必
要
な
傾
斜
を
も
ち
、
ほ
と
ん
ど
降
雨
の
な
い
乾
燥
地
域
の
エ
ジ
プ
ト
の
一
部
や
ア
デ
ン
で
は
屋
蓋
の

な
い
住
家
も
あ
り
、
地
中
海
沿
岸
地
方
の
水
の
乏
し
い
地
域
に
は
天
水
を
溜
め
る
た
め
に
陸
(
平
)
屋
根
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
、

横
降
り
の
雨
が
強
け
れ
ば
庇
を
延
ば
す
と
か
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
欧
の
住
家
で
は
屋
上
積
雪
の
荷
重
が
か
か
る
の
を
防
ぐ
た
ぬ

に
自
然
滑
落
を
は
か
つ
て
六

O
度
以
上
も
の
急
傾
斜
に
な
っ
て
い
る
が
、
雪
の
性
質
を
利
用
し
て
防
寒
の
た
め
に
積
雪
で
被
覆
す
る
ア
ル

プ
ス
山
地
の
住
家
で
は
、
屋
根
の
勾
配
が
き
わ
め
て
緩
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
S
V
北
陸
地
方
や
中
央
高
地
の
深
雪
地
に
お
け
る
木
片
葺

-
石
置
屋
根
の
勾
配
も
、
屋
根
材
が
ず
り
落
ち
な
い
よ
う
に
緩
く
と
ら
れ
て
い
る
。



つ
ま
り
、
自
然
条
件
は
土
地
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
支
障
性
を
防
御
し
よ
う
と
す
る
住
家
の
各
構
成
要
素
は
、
地

域
に
よ
っ
て
各
様
の
意
義
と
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

住
家
・
住
居
の
「
形
態
」
の
意
味

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
住
家
・
住
居
の
各
構
成
要
素
の
《
形
態
》
は
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
住
の
営
み
に
対
し
障
害
と
し
て
意
識
さ

れ
る
自
然
条
件
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
の
対
応
の
工
夫
、
ま
た
自
然
条
件
を
う
ま
く
利
用
し
よ
う
と
す
る
居
住
者
た
ち
の
適
応
の
努
力
の

具
体
的
な
表
現
で
あ
る
自
〉
O

つ
ま
り
、
そ
の
《
形
態
》
は
、
そ
の
地
域
の
自
然
条
件
に
対
す
る
人
間
の
対
応
・
適
応
の
努
力
の
存
在
形

民家の地理学的研究における文化系統

態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
住
家
お
よ
び
住
居
の
形
態
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
《
形
態
》
は
居
住
者
た

ち
の
地
域
の
自
然
特
性
の
了
解
の
仕
方
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
が
有
す
る
文
化
・
技
術
、
あ
る
い
は
経
済
力
を
も
っ
て
具
現
し
て
い
る

も
の
で
、
土
地
の
性
格
を
顕
著
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
住
居
の
地
理
学
的
研
究
に
お
い
て
《
住
居
形
態
》
を
対
象
と
す

る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
対
応
・
適
応
の
方
法
は
そ
の
主
体
H

住
居
建
設
者
・
居
住
者
の
お
か
れ
て
い
る
文
化
水
準
と
と
も
に
進
歩
L
、
あ
る
い
は
異

な
っ
た
文
化
に
お
い
て
は
そ
の
仕
方
も
相
違
す
る
。
こ
の
表
現
と
し
て
住
家
・
住
居
形
態
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
過
去
か
ら
の
諸
段
階
に

お
け
る
対
応
・
適
応
の
累
積
で
、
ま
た
異
質
の
も
の
の
並
存
の
総
体
で
あ
る
だ
け
に
、
時
点
を
現
在
に
固
定
し
て
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

101 

四

文
化
系
統
の
重
層
性
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住
家
の
各
構
成
要
素
は
、
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
機
能
を
も
つ
が
、
ま
た
工
作
・
工
法
の
技
術
お
よ
び
様
式
も
お
の
お
の
が

異
な
り
、
住
家
の
形
態
は
多
様
の
文
化
系
統
の
複
合
で
あ
る
場
合
が
一
般
で
あ
る
o

間
取
り
は
そ
の
ま
ま
で
屋
根
だ
け
が
新
し
い
材
料
と
様
式
を
採
用
し
て
替
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
逆
に
屋
根
型
は
同
じ
で
も
内
部
の
間
取

型
や
設
備
が
ま
っ
た
く
新
し
い
様
式
で
改
造
さ
れ
る
な
ど
の
例
が
普
通
に
み
ら
れ
る
。
大
工
、

屋
根
屋
(
葺
師
)
、

左
官
職
な
ど
の
技
術

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
、
独
自
の
技
術
・
系
統
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
各
構
成
要
素
は
技
術
・
文
化
系
統
を
異
に
し
、
各
要
素

聞
の
そ
れ
は
直
接
的
な
関
連
の
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
和
風
の
住
家
に
洋
風
の
応
援
聞
や
リ
ビ
ン
グ
ル

l
ム
な
ど
が
設
け
ら
れ
た

り
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
住
家
の
な
か
に
床
ノ
問
・
書
院
窓
を
も
ち
畳
を
入
れ
た
日
本
座
敷
が
と
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
は
特
殊
の

例
で
あ
る
に
し
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
に
異
質
の
様
式
の
も
の
が
結
合
さ
れ
て
一
つ
の
住
家
の
形
態
が
組
成
さ
れ
て
い
る
の

が
一
般
で
あ
る
。
改
造
は
時
間
的
ず
れ
を
も
っ
て
、

し
か
も
部
分
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
し
、
増
築
は
過
去
に
建
て
ら
れ
た
も
の
に
新
し
い

部
分
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
改
造
や
増
築
自
体
は
新
し
い
様
式
・
手
法
の
導
入
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
の
構
成
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
様
式
・
手
法
と
し
て
、
異
な
っ
た
時
期
に
、
違
っ
た
系
統
の
も
の
が
受

け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
複
合
さ
れ
て
現
実
の
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
の
住
家
形
態
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
家
形
態
に

は
異
な
っ
た
時
期
・
系
統
に
よ
る
も
の
が
累
積
し
、
そ
れ
は
文
化
の
重
層
し
て
い
る
複
合
体
で
あ
る
o

以
上
の
こ
と
は
住
居
形
態
に
関
し
て
も
同
様
に
い
え
る
と
と
も
に
、

一
集
落
、
さ
ら
に
は
一
地
域
の
住
居
群
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
あ
る
。
か
つ
て
は
社
会
階
層
に
よ
っ
て
文
化
系
統
が
相
違
す
る
場
合
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
に
お
け
る
集
落
景
観
を
特
色
づ
け
て
い

る
例
が
少
な
く
な
い
。
中
門
造
は
か
つ
て
特
定
階
層
を
表
徴
す
る
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
、
や
が
て
普
遍
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代

の
日
本
に
お
い
て
支
配
者
層
の
住
家
は
高
床
形
式
、
被
支
配
者
層
の
も
の
は
竪
穴
形
式
が
主
で
あ
っ
た
し
、
中
世
に
宮
大
工
の
技
術
が
支



配
者
層
の
住
家
に
お
よ
ん
だ
が
、

一
般
民
衆
の
住
家
は
こ
の
坪
外
に
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
朝
鮮
半
島
で
は
両
斑
の
住
家
の
屋
根
は
棟
端
が

上
に
反
っ
た
瓦
屋
根
で
、
下
層
民
の
も
の
は
反
対
に
鰻
頭
型
に
垂
れ
さ
が
っ
た
草
屋
根
で
あ
っ
た
。

一
集
落
、
あ
る
い
は
一
地
域
に
お
い

て
異
質
の
様
式
が
混
在
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
質
の
も
の
の
共
在
は
、
二
つ
の
系
統
の
接
触
地
域
な
い
し
は
両
者

の
漸
移
地
域
に
お
い
て
は
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
住
居
形
態
に
関
し
て
は
一
般
的
な
こ
と
で
、
住
居
形
態
の
一
特
性
で
あ
る
。

五

住
居
形
態
に
お
り
る
構
成
諸
要
素
(
部
分
)
と
総
体

各
構
成
要
素
は
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
が
、
住
家
・
住
居
は
全
一
体
と
し
て
総
体
で
機
能
し
て
い
る
も

民家の地理学的研究における文化系統

の
で
あ
る
。
住
家
は
屋
根
や
壁
体
や
床
な
ど
の
部
分
的
素
材
的
要
素
の
単
な
る
合
成
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
関
連
し
あ
い
、
絡
み
あ
っ
た

複
合
体
で
、

し
か
も
そ
れ
自
体
が
独
自
の
機
能
お
よ
び
構
造
を
も
ち
、
発
展
す
る
「
個
体
」
で
あ
る
o

住
居
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
各
構
成
要
素
の
個
々
に
つ
い
て
分
析
的
に
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
単
に
寄
せ
集
め
て
も
、
住
・
家
住
居
そ
れ
自
体
の
特
質
は
か
な
ら
ず

し
も
把
握
し
得
な
い
。

個
々
の
構
成
要
素
が
独
自
の
文
化
技
術
系
統
を
も
つ
だ
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
つ
い
て
の
分
布
、
た
と
え
ば
間
取
型
の
諸
形
式
に

関
す
る
も
の
と
屋
根
型
の
諸
形
式
に
関
す
る
も
の
と
の
分
布
の
必
然
的
な
合
致
性
と
い
う
も
の
は
な
く
、
分
布
範
囲
や
境
界
は
特
別
の
場

合
以
外
は
一
般
的
に
一
致
し
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
の
十
分
な
吟
味
を
経
る
こ
と
な
く
、
無
造
作
に
、
こ
れ
ら
の
分
布
図
を
重

ね
合
わ
せ
て
住
家
・
住
居
型
を
画
定
す
る
操
作
は
無
意
味
と
い
え
よ
う
o

ま
た
、
屋
根
型
、
間
取
、
附
属
屋
な
ど
と
羅
列
的
に
考
察
す
る
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態
度
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
が
問
い
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白
〉
O

で
は
、

「
住
居
形
態
」
把
握
の
視
座
を
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
く
と
き
、
何
故
に
、
各
構
成
要
素
を
分
析
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
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か
で
あ
る
。
住
家
・
住
居
は
以
上
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
域
的
特
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を

組
成
し
て
い
る
文
化
系
統
を
解
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
各
構
成
要
素
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
住
居
の
地
理
学
的
研
究
に
お
い
て
、
何
故
に
文
化
系
統
を
問
題
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
住
居
の
地
域
的
(
地
方

的
)
誇
定
型

u
r
o
g
m
q宮
を
類
別
し
、
そ
の
成
立
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
前
提
と
し
て
で
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
の
基
本

を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

..L. 
J、
諸
段
階
の
も
の
の
累
積
性

住
家
・
住
居
が
家
族
的
結
合
を
単
位
と
し
た
人
た
ち
の
日
常
生
活
の
営
み
の
場
で
あ
り
、
そ
の
容
器
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
に
住
む
家

族
の
構
成
や
家
族
意
識
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
性
格
づ
け
る
社
会
構
造
や
社
会
制
度
と
密
接
に
関
連
し
て
住
家
・
住
居
形
態
は
特
徴
づ
け
ら

れ
、
そ
の
変
質
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
ま
た
、
昼
の
着
物
を
か
け
て
敷
藁
に
寝
る
生
活
形
式
が
寝
部
屋
の
形
成
を
必
然
的
に
し
、
蒲
団
が

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
収
納
の
押
入
が
造
成
さ
れ
た
よ
う
に
、
生
活
様
式
の
変
化
も
住
居
形
態
を
変
貌
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
住
む
人

た
ち
の
生
活
を
支
え
る
生
業
、
す
な
わ
ち
生
産
活
動
と
も
関
連
し
、
生
産
の
場
で
あ
り
、
用
具
で
も
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
の
発
達

-
変
化
に
と
も
な
っ
て
変
貌
す
る
。
農
家
に
お
け
る
養
蚕
の
採
用
、
養
蚕
の
衰
退
と
酪
農
の
導
入
と
い
う
よ
う
な
営
農
形
態
や
経
営
規
模

の
変
化
、
ま
た
そ
の
生
産
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
住
家
・
住
居
形
態
は
変
化
さ
せ
ら
れ
る
o

地
域
の
自
然
に
対
す
る
適
応
や
対
応
の
仕

方
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ち
ど
構
築
さ
れ
た
住
家
住
居
の
耐
用
年
数
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
人
間
の
寿
命
に
比
べ
て
長
い
。
こ
こ
二
十
年
間
に
お
け
る
改
築
は

き
わ
め
て
多
い
が
、

一
九
二
九
年
に
内
務
省
社
会
局
が
調
査
し
た
農
村
住
居
七
、
七
一
一
二
戸
の
主
屋
に
つ
い
て
の
建
築
経
過
年
数
で
は
、



五
十
年
以
上
の
も
の
が
約
三
分
の
一
を
占
め
て
い
た
。
宮
城
県
志
田
郡
敷
玉
村
に
お
け
る
一
九
五
一
年
の
固
定
資
産
評
価
台
帳
に
よ
る
佐

々
木
嘉
彦
の
調
査
で
も
同
様
で
あ
っ
た

a
v
ま
た
一
九
五
三
年
に
関
野
克
が
福
島
県
中
村
町
(
現
相
馬
市
)

に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
都
市
住
家
は
農
村
の
場
合
に
く
ら
べ
て
新
・
改
築
率
が
大
き
く
、
特
に
戦
時
中
の
建
物
疎
開
や
戦
災
を
蒙
つ
て
の
戦
後
の
新
築

が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
以
前
の
建
築
(
二
七
年
以
上
経
過
)
が
三
六
%
を
占
め
て
い
る

2
V
木
造
家
屋
の
耐
用
年
数
は

大
体
に
お
い
て
五

O
I
一
O
O年
と
み
ら
れ
、
二

O
O年
以
上
の
も
の
も
稀
れ
で
は
な
く
、
家
屋
年
令
は
人
間
の
寿
命
に
く
ら
べ
る
と
長

く
、
住
家
は
現
住
者
の
代
の
以
前
に
建
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
な
か
に
暮
す
人
は
替
り
、
生
活
の
内
容
は
変
化
し
、
そ
の
仕
方
は
進
歩
し
て
い
る
o

す
な
わ
ち
、
住
家
・
住
居
は

民家の地理学的研究における文化系統

新
築
の
時
点
に
お
い
て
は
住
い
手
の
生
活
形
態
な
り
生
活
様
式
な
ど
に
密
着
し
て
つ
く
ら
れ
た
に
し
て
も
ハ
阜
、
現
住
者
の
生
活
と
の
間

に
「
ズ
レ
」
が
存
在
し
、
ま
た
現
住
者
が
建
て
た
場
合
で
さ
え
も
、
両
者
は
現
時
点
に
お
い
て
必
ず
し
も
密
接
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
住
家
は
現
住
者
の
生
活
に
機
能
的
に
完
全
に
は
密
着
す
る
も
の
で
は
な
く
、
住
家
と
生
活
と
の
間
に
は
つ
ね
に
時
間
的
ズ
レ

が
存
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
基
本
的
な
関
係
事
実
で
あ
る
。
住
家
の
存
在
は
住
い
手
の
生
活
に
先
行
し
、

か
つ
生
活
は
つ
ね
に
進
歩
し
変

化
す
る
が
、
既
存
の
住
家
建
築
に
対
し
て
如
何
に
調
和
さ
せ
る
か
の
努
力
が
《
住
い
方
》
の
工
夫
と
し
て
続
け
ら
れ
る
一
面
、
生
活
に
便

利
な
よ
う
に
改
造
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

ま
た
一
面
、
生
活
の
習
慣
性
は
力
強
く
、
住
家
住
居
形
態
は
過
去
の
生
活
に
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
、

ア
フ
リ
カ

の
遊
牧
民
が
定
住
化
し
た
場
合
で
も
、

ノ
マ
ド
の
と
き
と
同
様
の
テ
ン
ト
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
湖
北
地
方
の
土
座
住
家
が
上
げ
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間
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
新
築
さ
れ
た
と
き
、
や
は
り
座
敷
部
分
か
ら
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
げ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
習
慣
に
も
と
づ
く
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
群
馬
県
地
方
の
農
村
住
居
に
お
い
て
は
、
江
戸
末
期
の
養
蚕
の
盛
賑
に
よ
っ
て
主
屋
の
屋
根
裏
を
養
蚕
に
使
用
す
る
た
め
に

切
落
屋
根
(
い
わ
ゆ
る
赤
城
型
)
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
土
間
部
分
が
板
張
り
化
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
前
庭
に
二
階
建

の
蚕
室
が
建
設
さ
れ
、
養
蚕
が
衰
退
し
、
農
業
か
ら
さ
え
も
転
業
し
た
現
在
で
も
、
こ
れ
ら
が
構
成
の
基
本
を
な
し
て
い
る
o

養
蚕
の
導

入
、
そ
の
技
術
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
並
存
し
て
、
現
実
の
住
居
の
形
態
を
構
成
し
て
い
る
。
つ

ま
り
諸
段
階
の
も
の
が
追
加
さ
れ
な
が
ら
部
分
と
し
て
並
存
し
、
そ
れ
ら
の
累
積
さ
れ
た
も
の
が
全
一
体
と
し
て
住
居
形
態
を
構
成
し
、

機
能
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
現
実
の
住
家
・
住
居
形
態
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
家
・
住
居
形
態
は
、
居
住
者
の
世
代
を
超
え
た
「
家
」
の
経
て
き
た
生
活
の
歴
史
、
発
展
の
過
程
の
形
像
が
投
影
さ

れ
、
時
代
の
異
な
る
、
ま
た
文
化
系
統
の
相
違
す
る
も
の
が
累
積
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
全
一
体
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
家
・
住

居
形
態
は
、
現
時
点
に
お
け
る
実
用
的
役
割
や
現
在
的
な
生
活
と
の
繋
が
り
の
み
で
は
正
し
く
把
握
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

部
分
が
成
立
し
た
過
去
、
そ
の
経
て
き
た
過
程
に
関
す
る
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
関
連
の
考
察
が
不
可
欠
な
わ
け
で
あ
る
。

七

伝
播
と
地
域
的
変
容

文
化
的
造
営
物
で
あ
る
住
家
・
住
居
お
よ
び
そ
の
各
構
成
要
素
の
形
態
な
ら
び
に
技
術
は
伝
播
す
る
。
文
化
の
伝
播
は
歴
史
学
、
社
会
学

人
類
学
、
民
族
学
、
民
俗
学
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
主
要
な
課
題
と
し
て
取
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
文
化
変
容
(
田
口
2
-
Z
E己
。
ロ
)

ト

C
・
O-
叶
阻
止
叩
)

に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
o

伝
播
形
式
に
関
し
て
は
、
古
く
は
継
次
的
に
伝
達
さ
れ
同
心
円
的
拡
散
と
い
う
考
え
方
!
l
l
そ
れ
は
タ
ル

の
《
模
倣
の
原
則
》
が
基
礎
を
な
し
た
ー
ー
が
と
ら
れ
た
。
一
言
語
波
動
論
(
巧
己

-
S
F
g丘
町
)

や
方
言
周
圏
論

な
ど
は
こ
の
考
え
方
に
立
脚
し
、
《
文
化
圏
》
と
い
う
言
葉
も
こ
れ
が
根
抵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
既
に
批
判
さ
れ
て
い
る



こ
と
で
あ
る
が
、
批
判
済
み
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

1
学
派
の
用
い
た
文
化
圏
の
概
念
は
別
と
し
て
、

一
つ
の
文
化
系
統
の
拡
が
っ
て
い
る
範

囲
、
そ
の
系
統
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
分
布
地
域
と
し
て
こ
れ
を
使
用
す
る
に
し
て
も
、
《
圏
》
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
一
定
の
構
造
を
も

っ
た
も
の
を
意
味
し
、
核
の
存
在
を
前
提
と
し
、
文
化
に
関
す
る
等
質
的
な
地
域
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
住
居
形
態
に
限
定
し
て

み
た
と
き
、
文
化
の
系
統
は
複
雑
に
複
合
し
て
お
り
、

し
か
も
重
層
し
て
お
る
の
が
現
実
で
あ
っ
て
、
文
化
圏
の
言
葉
の
不
用
意
な
使
用

は
混
乱
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
。

文
化
人
類
学
者
た
ち
の
文
化
圏
や
文
化
領
域
の
設
定
の
意
図
は
、
文
化
の
空
間
的
分
布
か
ら
そ
れ
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
時
間
的
前

後
関
係
か
ら
設
定
し
た
幾
つ
か
の
文
化
層
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
歴
史
的
編
年
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

民家の地理学的研究における文化系統

そ
れ
は
歴
史
を
再
構
成
し
、
文
化
の
歴
史
的
過
程
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
住
居
の
地
理
学
的
研
究
に
お
い
て
は

歴
史
過
程
を
通
じ
て
累
積
さ
れ
て
い
る
文
化
層
(
個
々
の
層
は
様
式
と
し
て
も
把
握
さ
れ
る
)
の
層
序
関
係
や
堆
積
状
態
を
解
明
し
、
文

化
系
統
を
判
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
居
形
態
や
住
居
型
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
の
基
本
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
学
問
領
域
に
お
¥
い
て
は
、
具
体
的
な
事
実
を
基
本
的
な
も
の
に
還
元
し
、
そ
の
類
型
の
拡
が
り
方
、
そ
の
範
囲
、
複
合
関
係
を
追

究
し
、
異
質
の
も
の
と
の
出
会
い
に
よ
る
文
化
変
容
に
注
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
性
質
・
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
地
理
学
研
究
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
の
事
実
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
基
本
的
な
も
の
(
様
式
お
よ
び
形
式
)
が
伝
播
拡
大
の
過
程
に
お
い
て
、

経
由
す
る
土
地
の
性
格
に
よ
っ
て
変
容

(仏丘
OHB)

し
て
い
る
事
実
の
究
明
が
課
題
で
あ
ろ
う
o

1~7 

中
庭
を
囲
ん
で
諸
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
中
庭
式
閉
鎖
型
の
屋
敷
構
タ
イ
プ
は
、
広
範
に
分
布
し
、
世
界
に
お
け
る
屋
敷
構
あ
る
い

は
住
居
型
の
主
要
な
一
形
式
を
な
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ド
マ
ン
ツ
ョ
ン
(
〉
・
ロ
。

ggm刷

gロ
)
が
口
O
Z
H
F
H
5
2
と
よ
ん
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だ
形
式
、
ド
イ
ツ
や
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
出
止
を
中
核
と
す
る
家
様
、
イ
タ
リ

ー
の

gH仲
間
を
囲
む
家
構
、
イ
ペ
リ
ア
半
島
の
同
嵐
広
O

を
中
心
に
し
た
住
居
、
あ

る
い
は
中
国
本
土
の
院
子
・
四
合
院
形
式
や
台
湾
に
お
け
る
埋
・
護
竜
形
式
な
ど

世界における中庭式閉鎖型屋敷構の分布とその伝播系統

は
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
紀
元
前
二
九

O
O年
ご
ろ
の
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
端
緒
が
認
め
ら
れ
、
紀
元
前
二

0
0
0年
代
に
は
こ
の
地
方

で
定
型
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
根
抵
を
な
し
た
の
は
こ
の
地
域
の
気
候
特
性
で
あ

る
。
こ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
伝
播
し
て
メ
ガ
ロ
ン
(
自
由
宮
町
O
ロ
)
型
住
家
と
結

合
し
て
独
特
の
発
達
を
遂
げ
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
住
居
形
式
と
し
て
拡
大

し
た
。
古
代
ロ

l
マ
に
お
い
て
は
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
ぺ
リ
ス
テ
ィ
リ
ウ
ム
形
式

を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
世
界
の
各
地
に
伝
播
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て

土
地
の
性
格
(
自
然
的
、
社
会
・
文
化
的
)
に
応
じ
て
そ
れ
に
調
和
す
る
よ
う
に

変
容
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
カ
ル
な
定
型
を
成
立
さ
せ
て
い
る

av

ま
た
、
建
物
の
外
側
を
土
で
塗
込
め
た
塗
屋
造
や
土
蔵
造
は
、
平
安
時
代
の
末

ご
ろ
に
京
都
で
発
達
し
た
が
、
こ
の
技
法
が
し
ば
し
ば
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
江
戸

に
伝
わ
り
、
江
戸
城
の
造
築
の
た
め
開
発
さ
れ
た
石
灰
生
産
の
余
剰
と
い
う
こ
と

も
相
倹
ち
、
享
保
以
降
に
は
防
火
建
築
と
し
て
江
戸
の
町
屋
に
流
行
し
、
そ
し
て

江
戸
独
自
の
蔵
造
(
居
蔵
)
が
完
成
さ
れ
た
。
棟
木
の
上
に
箱
型
の
枠
を
組
み
、



さ
ら
に
瓦
を
高
く
積
み
重
ね
て
漆
喰
で
固
め
た
豪
壮
な
箱
棟
を
も
っ
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
江
戸
様
式
の
蔵
造
は
、
東
京
で
は
消
滅
し
て

し
ま
っ
て
い
る
が
、
川
越
、
栃
木
な
ど
の
地
方
都
市
に
は
明
治
前
・
中
期
に
建
て
ら
れ
た
庖
蔵
の
商
家
が
残
存
し
て
都
市
景
観
を
特
色
づ

け
て
い
る

ay
瓦
屋
根
で
は
棟
瓦
が
最
初
に
痛
む
の
で
、
降
水
量
が
多
く
、
し
か
も
横
降
り
の
は
げ
し
い
関
東
で
は
、
こ
う
し
な
い
と

雨
が
透
り
、
棟
木
が
腐
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
屋
根
瓦
は
平
瓦
で
、
こ
れ
を
並
べ
た
竪
白
に
棒
漆
喰
と
よ
ん
で
漆
喰
で
固
め
る

手
法
も
京
阪
に
は
な
く
、
雨
風
の
強
い
江
戸
に
お
い
て
発
展
し
た
独
特
の
工
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
東
の
気
候
特
性
に
対
応
し
て
変
容

さ
れ
た
も
の
が
江
戸
様
式
の
蔵
造
で
あ
る
。
上
方
(
カ
ミ
ガ
タ
)

の
土
蔵
造
は
基
底
の
石
垣
ま
で
塗
込
め
る
こ
と
は
稀
れ
で
あ
る
が
、
江

戸
様
式
で
は
腰
巻
と
称
し
石
垣
ま
で
漆
喰
い
で
塗
込
め
、
ま
た
壁
面
に
釘
を
つ
け
下
見
板
を
掛
け
て
い
る
点
も
、
外
壁
面
の
水
排
け
、
ぁ

民家の地理学的研究における文化系統

る
い
は
雨
し
ぶ
き
を
強
く
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
東
地
方
の
気
候
特
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
壁
体
と
屋
根
の
境
の
ハ
チ
マ

キ
と
よ
ぶ
部
分
は
、
上
方
の
も
の
は
狭
い
が
、
江
戸
様
式
は
広
く
な
っ
て
い
る

a
y
こ
の
こ
と
も
両
地
域
に
お
け
る
湿
度
の
差
異
に
よ

る
相
違
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
相
違
は
、
、
主
と
し
て
上
方
と
関
東
と
の
気
候
特
性
の
違
い
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の

地
域
的
変
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

A
地
域
で
発
生
し
た
も
の
が

B
地
域
に
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に

C
地
域
に
伝
播
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、

B
、
C
さ
ら
に

の
土
地
に
適
合
し
た
よ
う
に
変
容
さ
せ
ら
れ
、
本
質
的
な
も
の
を
存
続
し
な
が
ら
も
ロ
ー
カ
ル
な
特
色
を
も
つ
よ
う
に
な
る
o

つ
ま
り
、

一
つ
の
文
化
系
統
の
も
の
が
伝
播
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
が
普
遍
化
(
世
界
化
)

へ
の
進
行
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
受
容
さ
れ
た
地

域
の
特
性
に
よ
っ
て
特
殊
化
(
地
方
化
)
H
地
域
的
変
容
日
さ
れ
、
こ
の
相
反
す
る
動
向
の
相
乗
が
現
実
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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方
言
周
圏
論
な
ど
は
、
こ
の
地
域
に
よ
る
変
容
の
事
実
を
捨
象
し
、
本
源
的
な
も
の
、
主
体
的
同
一
性
の
み
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
立
論
さ
れ
た
が
、
地
理
学
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
、
如
何
に
変
容
さ
れ
た
か
、
変
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容
さ
れ
た
現
実
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
系
統
を
解
析
し
、
そ

の
系
統
の
分
布
と
系
譜
の
理
解
が
こ
の
た
め
に
は
是
非
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
域
的
変
容
を
追
求
す
る
前
提
と
し
て
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
こ
と
が
如
何
に
地
方
的
定
型
を
成
立
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
か
の
点
の
闇
明
に
地
理
学
的
研
究
の
課
題
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
住

居
形
態
の
地
域
的
特
質
を
把
握
す
る
重
要
な
手
続
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
が
な
く
、
微
視
的
な
局
地
的
な
地
域
特
性
と
の
み
関
連
づ
け

て
そ
れ
を
考
察
す
る
と
き
は
、
と
き
と
し
て
環
境
決
定
論
的
な
葦
強
附
会
の
解
釈
に
陥
る
危
険
性
を
は
ら
む
の
で
あ
る
。

七

分
布
の
考
察
と
量
的
少
数
例
の
問
題

住
居
形
態
の
発
達
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
建
築
史
学
や
民
俗
学
な
ど
の
目
ざ
す
点
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
以
上
の
よ
う

に
研
究
の
手
続
き
上
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
が
、
様
式
の
系
譜
関
係
と
分
布
お
よ
び
そ
の
地
域
的
変
容
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

き
、
諸
類
型
の
分
布
を
も
と
に
す
る
考
察
は
、
文
献
史
学
や
遺
構
複
原
あ
る
い
は
編
年
的
研
究
に
よ
る
発
達
過
程
の
研
究
方
法
の
も
つ
限

界
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
研
究
方
法
に
お
い
て
は
、
残
さ
れ
た
資
料
を
繋
ぐ
こ
と
の
み
に
お
い
て
辿
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
資
料
の
性
質
か
ら
時
間
的
湖
及
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
る
。
事
実
と
し
て
は

A
↓

B
↓
C
↓
D
の
過
程
を
経
由

し
た
と
し
て
も
、

B
、

c、
E
段
階
の
史
料
し
か
存
在
し
な
い
と
き
は
、

B
以
前
は
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

B
↓
C
↓
E
と
変
化

し
た
と
見
倣
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
o

し
か
し
、
諸
類
型
の
分
布
の
様
相
を
も
と
に
す
る
考
察
、

つ
ま
り
歴
史
的
な
発
達
の
関
係
を
空
間
の

関
係
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
を
補
い
得
て
、
発
展
系
列
を
よ
り
明
瞭
に
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

発
展
系
列
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
過
去
の
も
の
(
段
階
)

の
残
存

(
m
C
H
4
2
1叩
)

が
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
と
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
地
域
や
一
集
落
に
お
け
る
全
数
に
対
し
て
少
数
例
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
あ
る
地
域
を
代
表
さ
せ
る
も
の



は
、
数
日
一
一
旦
的
優
位
多
数
の
も
の
を
も
っ
て
支
配
的
な
も
の
と
見
倣
し
て
少
数
例
を
捨
象
す
る
操
作
の
方
法
が
一
般
的
に
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
こ
の
操
作
で
は
重
要
な
手
掛
り
が
失
な
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
量
的
少
数
例
が
注
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
取
扱
い
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、

一
地
域
に
お
け
る
住
居
形
態
の
特
色
、
集
落
景
観
を
特
徴
づ
け
る
印
象
は
、
か
な
ら
ず
し
も
相
対
的
な
多
数
を
占
め
る
も
の
で

は
な
い
。
奈
良
盆
地
の
住
居
形
態
を
代
表
し
集
落
景
観
を
特
徴
づ
け
る
大
和
棟
(
高
塀
)
遣
は
、
そ
れ
が
一
集
落
に
お
い
て
占
め
る
数
の

割
合
は
決
し
て
多
く
な
い
事
実
は
ホ

1
ル
(
戸
出
同

-cau
や
村
松
繁
樹

8
〉
に
よ
っ
て
も
指
適
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
飛
騨
白
川
郷
の
造

合
掌
も
、
新
改
築
が
急
速
に
進
行
す
る
以
前
の
一
九
五
六
年
で
二
八
が
を
占
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
新
潟
県
や
山
形
・
秋
田
県
地
方
に
お
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け
る
中
門
造
、
佐
賀
県
地
方
に
お
け
る
ク
ド
造
の
場
合
も
、
そ
の
占
め
る
割
合
は
小
で
あ
っ
て
、
量
一
的
多
数
例
が
そ
の
地
方
の
代
表
的
形

式
で
あ
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

八

わ

お

り

住
居
は
地
理
学
の
研
究
対
象
と
し
て
い
ろ
い
ろ
の
立
場
か
ら
取
挙
げ
ら
れ
て
い
る

az
本
稿
は
『
文
化
圏
の
歴
史
地
理
』
を
共
同
課
題

と
し
た
歴
史
地
理
学
会
第
十
五
回
大
会
(
昭
和
四
十
七
年
三
月
三
十
一
日
)
で
述
べ
た
も
の
で
、
筆
者
が
す
す
め
て
き
た
住
居
の
地
理
学

的
研
究
の
視
点
と
そ
の
視
点
か
ら
の
テ

l
マ
に
対
す
る
管
見
の
概
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
や
関
連
す
る
点
に
つ
い
て
は
意
を
つ
く

せ
ず
、
と
く
に
《
地
域
的
変
容
》
や
伝
播
形
式
に
つ
い
て
は
突
込
ん
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機

111 

会
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譲
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す
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j主(
1
)

佐
藤
甚
次
郎
、
日
本
農
家
の
関
取
型
と
そ
の
分
布
お
よ
び
系
譜
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
・
文
学
部
』
二
八
号
(
一
九
六
七
年
)

(
2
)

佐
藤
甚
次
郎
、
日
本
の
屋
根
型
の
分
布
に
関
す
る
一
考
察
|
|
長
棟
刻
一
と
短
棟
型
の
分
布
と
系
譜
に
つ
い
て
『
人
文
地
理
学
会
一
九
六
二
年

度
大
会
研
究
報
告
要
旨
』
一
九
|
一
一
一
頁

(
3
)

野
村
孝
文
『
南
西
諸
島
の
民
家
』
二
三
三
頁
(
一
九
六
一
年
)

(
4
)

村
田
治
郎
、
東
洋
建
築
系
統
史
論
其
一
『
建
築
雑
誌
』
四
五
輯
五
四
四
号
(
一
九
三
一
年
)

(
5
)

佐
藤
甚
次
郎
、
日
本
農
家
の
建
物
構
成
と
配
置
方
式
『
人
文
地
理
』
一
四
巻
六
号
(
一
九
六
二
年
)

(
6
)

鷹
部
屋
福
平
、
ア
イ
ヌ
屋
根
の
研
究
と
其
構
造
原
基
体
に
就
て
『
北
海
道
帝
国
大
学
北
方
文
化
研
究
報
告
』
一
輯
(
一
九
三
九
年
)

(
7
)

大
林
太
良
、
ア
イ
ヌ
家
屋
の
系
統
に
関
す
る
一
試
論

i
l同
2
5・5
に
つ
い
て
『
民
族
学
研
究
』
一
一
一
巻
四
号
(
一
九
五
七
年
)

(
8
)

『
現
代
文
化
人
類
学
』
二
巻
(
人
間
の
文
化
)
一

O
九
|
一
一

O
頁
(
大
林
太
良
執
筆
の
項
)
(
一
九
五
九
年
)

(
9
)

喜
田
貞
吉
、
本
州
に
於
け
る
蝦
夷
の
末
路
『
東
北
文
化
研
究
』
一
巻
四
号
(
一
九
二
九
年
)

(
叩
)
鷹
部
屋
福
平
、
ア
イ
ヌ
住
居
の
研
究
『
北
海
道
帝
国
大
学
北
方
文
化
研
究
報
告
』
二
輯
六
一
頁
(
一
九
コ
一
九
年
)

(
日
)
平
出
遺
跡
調
査
会
編
『
平
出
』
ゴ
一
八

O
頁
(
第
六
篇
、
藤
島
亥
治
郎
執
筆
の
項
)
(
一
九
五
五
年
)

(
ロ
)
佐
藤
甚
次
郎
、
世
界
に
お
け
る
中
庭
式
閉
鎖
型
屋
敷
構
の
分
布
と
そ
の
系
譜
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
・
文
学
部
』
二

O
号
(
一
九
七
一

年
)

(
日
)
』
・
甲
g
r
o
r
h
a
c
h
q
h‘、

eE.間
同
ミ

S
S同
(
松
尾
俊
郎
訳
『
人
文
地
理
学
』
八
七
l
八
八
頁
)

(
M
H
)

対
応
・
適
応
の
行
為
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
前
提
と
し
て
自
然
的
諸
条
件
に
対
す
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
評
価

に
も
と
づ
い
て
対
応
や
適
応
の
仕
方
が
選
択
さ
れ
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
自
然
的
諸
条
件
は
住
居
形
態
の
形
成
因
子
と
し

て
、
そ
の
必
然
性
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
。
し
か
し
、
自
然
条
件
と
住
居
形
態
と
が
た
だ
ち
に
因
果
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
形
成
因

子
の
分
析
は
あ
く
ま
で
も
必
然
性
を
把
握
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
事
象
の
成
立
の
事
実
を
説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

(
日
)
し
か
し
、
そ
れ
は
捉
え
る
視
点
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
集
溶
景
観
の
構
成
単
一
冗
と
し
て
み
る
と
き
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
石
橋
五
郎



(
『
皿
作
落
地
理
学
』
地
人
書
館
版
地
理
学
講
座
、
一
九
三
二
年
)
、
辻
村
太
郎
(
『
景
観
地
理
学
』
一
九
三
七
年
)
、
能
登
志
雄
(
『
衆
洛
の
地
理
』
一

九
五
二
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
集
落
景
観
を
特
徴
s

つ
け
て
い
る
の
は
八
量
的
少
数
例

V
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
点
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

(
日
)
佐
々
木
嘉
彦
、
農
家
建
物
の
経
過
年
数
に
つ
い
て
『
日
本
建
築
学
会
研
究
報
告
』
二
二
号
(
一
九
五
三
年
)

(
口
)
関
野
克
、
福
島
県
中
村
町
民
家
の
研
究
今
和
次
郎
先
生
古
稀
記
念
文
集
『
民
家
』
七
四

l
九
コ
一
頁
(
一
九
五
九
年
)

(
日
目
)
し
か
し
な
が
ら
、
住
家
が
、
住
む
人
の
生
活
に
密
着
し
て
住
い
子
の
意
向
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
か
つ
て
は
大
工

に
す
べ
て
任
せ
る
の
が
普
通
で
、
大
工
は
師
匠
か
ら
伝
承
し
た
形
・
手
法
に
よ
っ
て
建
築
す
る
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
七
年
に
山
陰
地
方
に
お
け

る
戦
後
の
新
築
農
家
に
関
し
て
調
査
し
た
も
の
に
よ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
大
工
主
日
せ
や
普
か
ら
の
建
て
方
に
何
ら
の
注
聞
を
つ
け
ず
に
新
築
し
た

も
の
が
四

O
%
に
お
よ
ん
で
い
る
(
横
田
廉
一
・
尾
崎
繁
、
山
陰
地
方
に
お
け
る
農
村
住
宅
改
善
の
動
向
第
一
報
、
『
鳥
取
農
学
会
報
』
一
二

巻
一
五
五
|
一
六
五
頁
、
一
九
六

O
年
)
。
し
か
し
、
大
工
の
伝
承
す
る
芳
型
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
最
大
公
約
数
的
な
生
活
実
態
と
の
関

連
で
成
立
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

(
印
)
佐
藤
甚
次
郎
、
前
掲
(
臼
)

(
却
)
伊
藤
鄭
爾
『
日
本
の
民
家
』
武
蔵
・
両
毛
編
解
説
九
l
一
二
頁
(
一
九
五
八
年
)

(
幻
)
喜
多
川
季
荘
『
守
貞
漫
稿
(
類
緊
近
世
風
俗
志
)
』
第
二
編
(
国
学
院
大
学
版
本
四
コ
一
ー
ー
四
八
頁
)

(辺
)
H
P

∞
・
出
色
】
h

e

凶
由
選
句
勾
誌
、
と
め
h
H
H
N
h
s
n
S
H
句サミ、さ的

H
s
h
a
h
w
b
w
y
c
n
b
h
『
・
勾
m
q
J

〈
c
-
-
N
H
2
0
・
H

(

戸
田

ω日
)

(
幻
)
村
松
繁
樹
、
所
謂
環
濠
集
落
に
つ
い
て
|
|
大
和
平
野
を
中
心
と
し
て
見
た
る
|
|
『
人
文
研
究
』
一
巻
一
二
号

(
担
)
佐
藤
甚
次
郎
、
日
本
に
お
け
る
住
居
の
地
理
学
的
研
究
の
展
開
と
成
果
『
新
地
理
』
一
四
巻
四
号
、
一
五
巻
一
号
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(
一
九
五

O
年
)

(
一
九
六
七
年
)




