
(υ

。B
B
。ロ
の
解
体
と
日
本
の
入
会
林
野
の
場
合

栗

宏

Commonの解体と日本の入会林野の場合

一
、
問
題
の
所
在

共
有
の
資
源
と
い
う
表
現
の
下
に
理
解
さ
れ
る
資
源
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
資
源
な
の
か
、
近
年
海
洋
資
源
が
国
際
的
関
心
を

呼
び
、
一
一
百
カ
イ
リ
経
済
水
域
が
問
題
と
な
る
に
及
ん
で
、
学
際
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
論
議
の
中
で
、

「
共
有
」

の
概
念
が
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
に
再
考
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
ハ

1
)
O

そ
の
過
程
で
共
有
と
い
う
所
有
形
態
の
条
件
が
幾
つ

か
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
海
洋
資
源
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、

直
接
海
洋
資
源
に
お
け
る
共
有
の
問
題
を
論
ず
る
た
め
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
共
有
の
概
念
の
論
攻
の
中
で
浮
び
上
っ
て
き
た
共
有
存
立

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
諸
条
件
は
わ
が
国
の
場
合
に
も
相
当
す
る
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
の
入
会
地
、
現
代

の
部
落
有
林
野
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
有
地
と
同
日
に
論
じ
ら
れ
る
条
件
を
も
っ
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
所
有
と
利
用
の
解
点
か
ら
見
直
し
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て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
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ニ
、
西
欧
の
共
有
地
の
存
在
形
態
と
そ
の
解
体

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
分
布
し
て
い
た
農
村
の
放
牧
地
、

い
わ
ゆ
る
の
O
B
B。
ロ
宮
ロ
仏
を
通
じ
て
、
共
有
と

い
う
所
有
形
態
は
ど
の
よ
う
な
条
件
下
に
成
立
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
枠
が
存
在
し

て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
或
る
特
定
の
資
源
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
特
定
の
資
源
と
は
、
す

で
に
人
々
に
利
用
さ
れ
て
生
活
の
枠
組
み
の
中
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
予
想
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
そ
の
地
域
内

の
そ
の
他
の
資
源
に
つ
い
て
は
共
有
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
共
有
資
源

H
2
8
5
g
c
g
と
非
共
有
資
源

H
g

ロロ

E
g
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

コ
モ
ン
ラ
ン
ド
で
は
ふ
つ
う
牧
地
・
牧
草
・
薪
材
の
共
同
利
用
採
取
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、

他
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
共
同
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
は
共
有
の
権
利
を
保
持
す
る
人
々
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
不
特
多
数
定

の
人
々
が
自
由
に
利
用
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
狩
猟
採
集
経
済
の
状
態
に
あ
る
山
野
に
人

々
が
自
由
に
入
る
の
と
は
異
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
共
有
と
い
う
の
は
特
定
の
農
村
の
村
民
に
よ
る
共
有
で
あ
っ
て
、

ど
こ
の
誰
で
も
そ
の
牧
地
を
利
用
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

コ
モ
ン
は
非
共
有
の
人
々
が
あ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
公
海
上
で
魚
を
と
る
場
合
、
ど
こ
の
国
の
漁
民
が
何
を
漁
獲
し
よ
う
と
構
わ
な
い
の
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合

公
海
の
水
産
資
源
も
ま
た
共
有
の
名
で
呼
ん
で
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
陸
上
の
コ
モ
ン
は
こ
れ
と
同
じ
内
容
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
ま

た
陸
上
の
場
合
採
集
経
済
の
段
階
で
、
山
野
を
自
由
に
利
用
し
て
い
る
場
合
も
、
個
人
や
団
体
の
限
定
は
な
い
し
、
利
用
資
源
の
種
類
や

量
に
つ
い
て
も
自
由
で
あ
る
。

コ
モ
ン
の
場
合
は
こ
れ
と
も
異
な
る
。

ま
た
コ
モ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
盤
の
所
有
は
必
ず
し
も
村
に
帰
属
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
多
く
は
領
主
の
も
の
で
、
時
に
は



領
主
も
そ
の
村
民
と
同
じ
よ
う
に
特
定
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
平
等
の
権
利
を
分
け
合
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
所
有
と
利
用
が
比

較
的
明
瞭
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
点
が
第
三
の
条
件
で
あ
る
。
第
四
に
は
共
有
地
の
特
定
の
資
源
の
利
用
に
つ
い
て
、
利
用
方
法
に

き
び
し
い
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
飼
育
期
間
や
家
畜
の
種
類
・
数
量
お
よ
び
牧
草
採
集
量

な
ど
は
農
家
ご
と
に
定
め
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
巳
古
江
口
ぬ
と
よ
ば
れ
る
制
度
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、

コ
モ
ン
は
今
日
な
お
残
存
し
て
い
る
が
、
多
く
は
二
回
の
綜
画
に
よ
っ
て
解
体
し
た
。
第
一
回
は
一
五

i
二
ハ
世

紀
に
お
け
る
牧
羊
地
の
拡
大
に
よ
る
共
有
地
の
私
有
化
で
あ
り
、
第
二
回
は
一
八

t
一
九
世
紀
に
か
け
て
農
産
物
需
要
が
増
大
し
た
の
に

Commonの解体と日本の入会林野の場合

対
す
る
生
産
増
大
の
た
め
の
耕
地
化
・
機
械
化
の
綜
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
回
の
綜
画
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
土
地
利
用
目
標
を
も
っ
て

い
た
が
、
ど
ち
ら
も
こ
れ
ま
で
の
土
地
利
用
形
態
の
効
率
を
高
め
よ
う
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。
ま
た
共
有
を
解
体
し
て
私
有
化
す

る
と
い
う
所
有
形
態
の
変
化
が
そ
の
効
率
促
進
に
連
な
る
と
い
う
考
え
方
で
進
ん
だ
点
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
数
年
の
聞
で
、

ア
メ
リ

カ
で
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
見
解
の
中
に
は
、
共
有
地
が
解
体
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
綜
画
を
私
有
独
占
化
と
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
土

地
の
生
産
性
と
利
潤
追
求
の
効
率
が
高
ま
る
と
い
う
図
式
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

2
u。
そ
し
て
一
方
も
し
共
有
形
態
が
農
民
の
抵

抗
等
で
、
存
続
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
、
土
地
生
産
性
は
低
下
し
、
時
に
は
か
え
っ
て
資
源
の
荒
廃
を
き
た
す
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し

て
い
る
。

つ
ま
り
共
有
と
い
う
形
態
が
限
定
さ
れ
た
特
定
の
土
地
利
用
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
新
し
い
土
地
利
用
価
値
が
生

起
し
て
も
、
共
有
権
者
が
合
意
し
な
い
限
り
、
旧
慣
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
旧
慣
が
す
で
に
時
代
遅
れ
で
あ
っ
て

も
、
ま
た
新
ら
し
い
利
用
形
態
が
土
地
生
産
性
を
一
層
高
め
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
解
編
は
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
綜
画
が
多
く
の
雰
細
農
を
農
牧
地
か
ら
閉
め
出
し
、
農
村
の
解
編
を
も
た
ら
し
た
の
も
共
有
の
悲
劇

件
同
担
問
一
白
身
唱
え

g
g
g
oロ
で
あ
る
が
、
共
有
の
ま
ま
で
お
か
れ
た
た
め
に
、

か
え
っ
て
土
地
を
荒
廃
に
導
く
の
も
ま
た
共
有
の
悲
劇
で
あ
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る
と
し
て
い
る
ハ
3
Y
近
年
の
日
本
は
じ
め
各
国
の
沖
合
漁
業
に
お
け
る
乱
獲
傾
向
を
こ
の
場
合
と
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
考
え
方
は
漁

業
問
題
を
調
べ
る
場
合
と
く
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
共
有
地
の
綜
画
す
な
わ
ち
排
他
的
私
有
地
化
に
よ
る
生
産
性
の

向
上
に
結
び
つ
け
て
い
く
過
程
は
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
を
モ
デ
ル
と
し
た
図
式
で
あ
る
。
し
か
し
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
陸
側
で
は
、
こ
の
図

式
通
り
に
は
必
ず
し
も
進
行
し
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
共
同
使
用
の
放
牧
地
は
囲
い
こ
み
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
形
態
の

利
用
制
限
が
、
十
五
世
紀
頃
か
ら
広
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
資
本
主
義
的
企
業
性
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
小
農

温
存
の
傾
向
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
的
綜
画
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
木
材
資

源
が
商
工
業
の
発
展
と
と
も
に
高
騰
し
、
共
有
地
内
の
森
林
に
対
す
る
領
主
大
地
主
の
関
心
が
高
ま
っ
て
、
囲
込
み
を
刺
戟
し
た
こ
と
は

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
ド
イ
ツ
の
場
合
に
し
て
も
、
十
五

1
十
六
世
紀
の
問
、
農
民
戦
争
の
頻
発
し
た
時
期
に
は
、
領
主
に
よ
る
共
有
地
の
収
奪
が
行
わ

れ
た
り
、
領
主
の
知
ら
な
い
聞
に
共
有
地
が
売
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
も
共
有
地
の
存
立
に
影
響
を
与
え
た

現
象
で
は
あ
っ
た
が
、
土
地
利
用
の
変
改
に
結
び
つ
い
た
り
、
資
本
主
義
的
生
産
性
向
上
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
十

八
世
紀
の
後
半
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
東
部
シ
レ
ジ
ア
の
グ
l
ツ
ヘ
ル
の
領
有
林
野
内
の
共
有
地
〉
=
目
。
ロ
門
回
目
は
激
し
い

聞
い
こ
み
の
嵐
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。
こ
の
地
域
は
従
来
農
村
周
辺
を
農
民
が
放
牧
地
と
し
て
、
ま
た
燃
料
・
用
材
の
供
給
源
と
し
て
自
由

に
共
同
利
用
を
許
さ
れ
て
い
た
土
地
で
あ
る
。
当
初
は
領
主
の
所
有
家
畜
は
農
民
が
共
同
利
用
し
て
い
る
林
野
を
と
り
上
げ
る
ほ
ど
の
数

で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
領
主
の
利
用
と
農
民
の
共
同
利
用
と
は
均
衡
が
と
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
こ
の
地
方

は
近
代
工
業
の
蘭
芽
に
な
る
諸
工
業
が
発
達
し
、

と
く
に
鉱
業
が
著
し
い
活
況
を
呈
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
用
材
の
需
要
は
急
速
に
高
ま

っ
た
。
当
時
農
家
は
木
造
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
他
の
建
築
、
用
機
具
に
木
材
を
必
要
と
す
る
分
野
は
広
大
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
諸
工
業
と



く
に
鉱
業
の
勃
興
は
木
材
消
費
を
一
層
拡
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
ま
だ
石
炭
が
燃
料
と
し
て
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
原

鉱
の
精
錬
用
と
し
て
薪
材
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
領
主
は
争
っ
て
農
村
の
共
有
林
野
の
囲
い
こ
み
に
走
っ
た
ハ
4
Y

そ
し
て
農
民
層
の
分
野
、
農
村
の
改
編
を
ま
ね
い
た
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
ド
イ
ツ
西
部
や
ス
イ
ス
の
農
村
で
は
、
木
材
需
要
の
増
大
す
る
さ
中
、
共
有
林
野
は
関
係
農
家
に
分
割
配
分
さ
れ
た
り
、

一
方

で
は
何
の
処
分
も
さ
れ
ず
、

つ
ま
り
綜
画
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
二
十
世
紀
ま
で
放
置
さ
れ
た
。
か
く
て
農
民
の
聞
に
細
分
化
さ

れ
た
林
野
は
そ
の
後
林
業
経
営
の
経
営
単
位
と
し
て
は
小
規
模
す
ぎ
て
効
果
的
な
生
産
性
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
府
が
指
導

Commonの解体と日本の入会林野の場合

し
、
管
理
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
用
材
林
化
に
よ
る
生
産
性
は
高
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
方
子
つ
か
ず
の
ま
ま
残
っ
た
共
有
林

野
は
近
代
町
村
の
財
政
的
基
盤
と
な
り
、

合
理
化
さ
れ
た
林
業
経
営
の
好
例
と
し
て
今
日
に
至
っ
た
も
の
が
多
い
(
5
u
o

今
臼
西
ド
イ
ツ

の
林
業
施
業
地
の
五
十
%
以
上
は
地
方
自
体
経
営
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
イ
ギ
リ
ス
的
な
共
有
地
解
体
の
図
式
と
は
一
致
し

な
い
し
、
資
本
主
義
的
企
業
へ
の
結
び
つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。
(
西
ド
イ
ツ
ス
イ
ス
の
ア
ル
プ
ス
山
地
で
も
、
共
有
地
は
広
大
で
あ
っ
た

が
、
林
業
勃
興
期
に
も
綜
画
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
牧
地
が
森
林
限
界
よ
り
も
高
位
置
に
あ
っ
て
、
林
地
化
の
対
象
に
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
)
ハ
6
Y

も
し
綜
画
を
幅
広
く
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
側
の
綜
画
は
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
経
済
展
開
の
流
れ
と
比
べ
て
、

か
な
り

そ
の
趣
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
共
有
地
の
生
産
性
が
新
ら
し
い
利
用
を
目
ざ
す
例
か
ら
み
て
、
低
能
率
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
場
合
、
別
途
の
営
利
的
計
算
に
よ
る
合
理
化
と
し
て
綜
画
が
推
進
さ
れ
た
。
し
か
し
共
有
(
地
上
権
〉
と
い
う
概
念
や
そ
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れ
に
影
響
を
与
え
る
利
用
形
態
も
、
国
あ
る
い
は
地
方
に
よ
っ
て
多
少
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
の
共
有
地
は
荘
園
領
主
や
大
地
主
の
私
有
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
領
内
の
農
村
の
生
産
を
補
完
す
る
た
め
に
、
農
民
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に
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
大
陸
側
で
も
そ
の
点
で
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ゲ
ル
マ
ン
的
土
地
所
有
形
態
と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
綜
画
は
共
有
放
牧
地
ば
か
り
で
は
な
く
、
耕
作
地
も
囲
い
こ
ま
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
面
積
の

上
で
は
こ
の
方
が
広
大
で
あ
る
。
十
八
世
紀
以
限
一
八
四

O
年
ま
で
に
囲
込
ま
れ
た
耕
地
は
四
百
万
エ
ー
カ
ー
余
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

共
有
地
は
二
百
万
エ
ー
カ
ー
余
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
耕
地
の
方
が
約
二
倍
で
あ
る
ハ
7
u
o

」
れ
ら
は
何
れ
も
穀
物
疏
菜
の
増
産
に
向
け

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
囲
込
み
と
大
陸
側
の
囲
込
み
は
、
利
用
・
所
有
面
積
か
ら
み
て
か
な
り
趣
を
異
に
し

て
い
た
と
い
え
る
。

三
、
日
本
の
共
有
地
の
存
在
形
態
と
そ
の
変
遷

然
ら
ば
日
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
日
本
は
第
二
次
大
戦
ま
で
の
歴
史
上
イ
ギ
リ
ス
型
の
共
有
林
野
の
解
体
を
も
っ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
入
会
地
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
種
の
農
用
林
野
は
近
世
の
幕
落
体
制
下
で
は
っ
き
り
し
た
そ
の
姿
を
表
わ

し
、
農
業
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
農
村
の
周
辺
に
採
草
、
採
薪
炭
の
た
め
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
入
会
権
と
い
う
権
利
は
、
幕
落
体
制
の
下
で
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
た
か
、

い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
地
盤
所
有
と
切

り
離
さ
れ
た
地
上
資
源
利
用
権
だ
け
に
つ
い
て
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
地
盤
所
有
を
包
含
し
て
い
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
や
や
不
明
瞭
で

あ
る
。
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
村
持
ち
」
と
い
う
表
現
は
そ
の
後
、
法
学
者
の
い
わ
ゆ
る
総
子
的
共
有
な
る
表
現
に
連
な
っ
て
い
く

が
、
こ
の
表
現
で
も
地
盤
所
有
が
含
ま
れ
る
や
否
や
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
近
世
の
入
会
地
は
耕
地
も
含
め
て
立
前
上
は
ロ
l
マ
法
的
な

所
有
権
で
は
な
か
っ
た
か
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
か
と
い
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
法
的
な
所
有
関
係
を
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
耕
地
は
現
実
に
は
売
買
の
対
象
に
な
っ
た
し
、
入
会
権
も
譲
渡
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
入
会
権
の
場
合
は
地
盤
の
所
有
権
は



あ
い
ま
い
で
あ
る
。
利
用
と
所
有
が
西
欧
の
よ
う
に
画
然
と
分
れ
て
い
る
の
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
耕
地
で
も
地
盤
所
有
は
本
来
領

主
に
属
し
、
耕
作
権
が
本
百
姓
に
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
入
会
林
野
も
地
盤
所
有
は
立
前
上
領
主
に
属
す
る
の
か
ど
う

か
、
ま
た
実
質
的
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
実
質
上
は
先
に
あ
げ
た
村
持
ち
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
共
有
林
野
は
村
単
位
の
所
属

に
な
っ
て
お
り
、
数
カ
村
入
会
は
数
カ
村
持
ち
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
の
地
租
改
正
で
は
、
村
は
ま
だ
法
人
格
を
付
与
さ
れ

て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
共
有
林
野
に
対
す
る
地
租
を
負
担
す
る
主
体
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
名
実
と
も
に
村
へ
の
帰
属
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
経
緯
は
必
ず
し
も
近
世
の
幕
藩
体
制
下
で
、
立
前
上
も
帰
属
が
村
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
っ
き
り
さ
せ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
事
情
の
中
で
も
、
と
も
か
く
村
単
位
に
共
有
林
野
が
存
立
を
保
証
さ
れ
た
の
は
、
米

Commonの解体と日本の入会林野の場合

の
生
産
確
保
の
た
め
に
こ
れ
が
主
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
幕
藩
経
済
の
基
礎
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
解
体
は

生
じ
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鎖
国
の
た
め
活
発
な
外
国
貿
易
に
よ
る
営
利
へ
の
刺
戟
も
な
く
、
営
利
の
た
め
土
地
利
用
を
改
め
て
、
農

業
経
営
の
合
理
化
を
計
ろ
う
と
い
う
動
機
に
も
恵
ま
れ
な
い
幕
藩
当
局
は
、
自
ら
も
囲
込
み
に
乗
り
出
す
条
件
は
閲
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。

さ
て
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

一
村
入
会
に
し
て
も
数
カ
村
入
会
に
し
て
も
、
そ
の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
定
め
ら
れ
た
地
上
資
源

の
利
用
も
限
ら
れ
た
共
有
権
者
広
よ
る
利
用
で
あ
っ
た
点
は
西
欧
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
利
用
条
件
す
な
わ
ち
採
草
期

や
採
草
量
に
つ
い
て
厳
し
い
規
約
が
あ
り
、
そ
の
規
約
の
下
で
入
会
権
者
の
権
利
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
も
西
欧
と
同
様
で
あ
る
。

日
本
の
共
有
林
野
は
い
わ
ゆ
る
農
用
林
野
で
あ
っ
て
、
耕
種
農
業
の
補
完
と
い
う
土
地
利
用
上
の
性
格
は
、
直
接
家
畜
飼
育
の
場
と
な
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る
西
欧
の
共
同
牧
場
と
は
立
場
が
き
わ
め
て
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
農
用
林
野
と
し
て
の
共
有
地
に
対
す
る
価
値
観
は
近
世
を
通
じ
て

ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
。
そ
の
間
入
会
地
紛
争
は
各
地
で
頻
発
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
農
用
林
野
と
し
て
の
価
値
観
の
枠
内
の
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紛
争
で
あ
っ
て
、
利
用
上
価
値
観
の
変
化
か
ら
生
じ
た
も
の
は
特
殊
の
例
を
除
い
て
ま
ず
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
領
主
に
よ

る
囲
込
み
は
耕
地
に
対
し
て
も
ま
た
共
有
林
野
に
対
し
て
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
後
地
租
改
正
が
実
施
さ
れ
、
耕
地
の
私
有
が
確
認
さ
れ
、
入
会
林
野
の
村
へ
の
帰
属
が
明
確
に
な
る
と
、

一
方
で
は
囲
込
み

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
土
地
利
用
上
の
変
化
か
ら
す
る
綜
画
で
は
な
く
、
政
治
的
条
件
に
よ
る
綜
画
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一

は
い
わ
ゆ
る
官
没
に
よ
る
国
有
ま
た
は
帝
官
御
料
林
へ
の
囲
込
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
東
北
に
多
か
っ
た
佐
幕
藩
に
対
す
る
懲
罰
と
じ
て

の
収
奪
も
あ
っ
た
が
、
従
来
非
課
税
で
あ
っ
た
農
用
林
野
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
負
担
に
耐
え
か
ね
た
農
民
が
、
入
会
慣

行
の
存
続
を
認
め
て
貰
え
る
な
ら
ば
、
地
盤
所
有
を
放
棄
し
て
も
よ
い
と
い
う
条
件
で
手
放
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
綜
画
は
土

地
利
用
を
合
理
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
国
や
皇
室
の
基
本
財
産
形
成
を
主
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
十
六

年
ご
ろ
、
木
材
価
格
の
高
騰
に
誘
発
さ
れ
て
、

一
部
の
山
村
地
主
が
入
会
地
の
買
占
め
を
計
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
農

用
林
野
か
ら
林
業
経
営
へ
土
地
利
用
を
転
換
す
る
た
め
の
囲
込
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
時
的
な
現
象
と
し
て
終
憶
し
、
綜
画
運
動

と
い
う
よ
う
な
大
き
な
流
れ
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
入
会
地
の
所
有
と
利
用
に
大
き
な
変
化
を
与
え
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
の
実
施
で

あ
る
。
こ
れ
は
主
導
権
は
園
に
あ
っ
た
が
、
実
施
主
体
は
府
県
と
町
村
で
あ
っ
た
。
新
町
村
は
こ
れ
ま
で
の
町
村
を
合
併
し
た
も
の
が
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
っ
た
か
ら
、

一
村
入
会
の
入
会
地
は
新
町
村
有
と
し
、
法
人
格
を
も
っ
新
自
治
体
の
基
本
財
産
に
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
数
か
村
入
会
も
こ
れ
を
解
体
し
て
、
各
新
町
村
有
に
切
替
え
た
上
で
同
様
の
処
置
を
期
待
し
た
。
そ
し
て
土
地
利
用
上
は
ゆ
く
ゆ
く

は
造
林
し
て
林
業
施
業
地
と
す
る
こ
と
を
企
画
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
ね
ら
い
は
従
来
の
所
有
と
利
用
を
解
体
し
て
、
生
産
性
の

向
上
を
計
ろ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
点
か
ら
み
て
、

一
種
の
囲
込
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
自
由
主
義
経
済
へ
進
み
つ



つ
あ
る
中
で
の
私
的
利
益
追
及
を
ね
ら
っ
た
囲
込
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
政
治
的
意
図
が
強
く
裏
面
に
出
て
い
る
点
で
イ
ギ
リ
ス
や
シ
レ

ジ
オ
と
は
き
わ
め
て
異
質
で
あ
る
。
経
過
は
異
な
る
が
、
結
果
的
に
は
西
ド
イ
ツ
の
自
治
体
有
林
と
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

何
は
と
も
あ
れ
、

日
本
の
共
有
林
野
の
綜
画
は
こ
の
よ
う
な
政
治
色
の
濃
い
綜
画
が
全
国
的
規
模
で
行
わ
れ
た
の
が
大
き
な
特
色
で
あ
っ

た。
町
村
に
よ
る
入
会
地
の
統
合
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
私
的
綜
画
に
農
民
が
抵
抗
し
た
よ
う
に
、
旧
村
の
反
対
が
き
わ
め
て
激
し
く
起
っ
た
。

そ
の
結
果
は
部
落
有
林
野
と
称
す
る
異
例
の
所
有
形
態
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
部
落
有
が
そ
の
後
長
く
温
存
さ
れ
た
た
め
、
綜
画

の
効
果
を
い
ち
じ
る
し
く
減
殺
す
る
条
件
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
新
町
村
の
成
熟
と
産
業
革
命
の
進
行
が
農
村

Commonの解体と日本の入会林野の場合

の
社
会
と
経
済
に
変
化
を
与
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

入
会
地
の
整
理
統
合
は
急
速
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
着
々
と
進
み
、
造
林
も
活
発

化
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
農
用
林
野
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
農
民
の
流
亡
・
農
村
の
改
編
と
い
う
現
象
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
。

ずコ

ま
り
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
共
有
の
悲
劇
」
の
第
一
の
場
合
は
発
生
し
な
か
っ
た
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
入
会
地
解
体
の
事
例
で
指
摘
し
た

よ
う
に
、
入
会
地
の
整
理
造
林
採
草
源
喪
失
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
入
会
地
依
存
農
村
は
か
ね
て
準
備
し
て
い
た
購
入
肥
料
と
直
ち
に
交

代
さ
せ
る
と
い
う
経
営
変
化
が
伴
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
草
肥
の
他
の
肥
料
等
を
予
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
草
肥
用

の
草
を
購
入
し
て
い
た
例
も
あ
る

E
Y
し
か
し
そ
れ
ら
の
農
村
で
は
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
農
耕
に
支
障
を
来
し
て
農
民
が
離
村
し
た

と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

か
く
て
日
本
の
場
合
、
共
有
地
は
綜
画
す
な
わ
ち
公
有
地
化
そ
し
て
造
材
と
い
う
形
態
を
と
る
の
が
一
般
の
図
式
で
あ
り
、
当
初
は
内

務
省
が
後
に
は
農
商
務
省
が
加
わ
っ
て
こ
れ
を
指
導
し
た
。
そ
し
て
明
治
四
十
年
か
ら
大
正
八
年
に
か
け
て
、
内
務
省
の
主
導
権
は
農
商
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務
省
に
漸
移
し
、
昭
和
十
四
年
の
山
林
局
長
に
よ
る
造
林
奨
励
の
通
達
の
中
で
、
所
有
の
移
動
に
よ
る
入
会
林
野
の
整
理
よ
り
も
、
造
林
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の
方
を
優
先
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

入
会
林
野
の
解
体
は
所
有
に
関
す
る
限
り
終
止
符
を
う
た
れ
た
す
〉

O

し
か
し
そ
の
問
所
有
と
利
用

の
関
係
は
複
雑
を
き
わ
め
)
所
有
の
整
理
す
な
わ
ち
町
村
有
化
そ
し
て
造
林
と
い
う
図
式
は
政
府
の
考
え
た
期
待
さ
れ
る
図
式
で
あ
っ

て
、
現
実
は
必
ず
し
も
す
ん
な
り
こ
の
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
地
域
も
あ
る
。
町
村
制
施
行
に
際
し
、
内
務
省
は
新
町
村
が
寄
合
世
帯

で
、
自
治
体
と
し
て
の
財
政
的
基
礎
を
も
た
な
か
っ
た
の
を
考
慮
し
、
入
会
林
野
を
整
理
統
合
し
、
や
が
て
造
林
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
目
的
を
果
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
し
か
し
当
局
は
同
時
に
新
町
村
が
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
地
域
的

生
活
単
位
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
も
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
方
針
で
整
理
統
合
を
推
進
し
て
い
る
う
ち
に
、

間
も
な
く
日
本
の
産
業
革
命
が
軌
道
に
乗
り
始
め
、
農
村
は
孤
立
閉
鎖
的
性
格
を
徐
々
な
が
ら
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
隣
各
村
が

相
互
提
携
す
る
必
要
は
こ
の
点
を
補
う
必
要
す
ら
生
じ
て
き
た
。
明
治
四
十
四
年
の
町
村
制
改
正
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
産
業
革
命
の
影
響
を
受
け
た
農
村
は
入
会
林
野
に
つ
い
て
も
ま
た
二
十
二
年
新
町
村
出
発
当
初
に
比
べ
る
と
、
近
世
当
時
の
農
用

林
野
的
価
値
に
衰
退
を
示
し
始
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
造
林
へ
の
気
運
も
醸
成
さ
れ
て
き
た
反
面
、
新
町
村
の
財
政
的

基
礎
は
多
様
化
す
る
様
相
を
見
せ
、
林
野
の
み
が
唯
一
の
基
礎
と
は
い
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
の
こ
と
は
林
野
が
新
町
村

の
唯
一
の
地
域
的
生
活
単
位
の
紐
帯
で
あ
る
と
い
う
意
義
も
減
退
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
連
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
ま
た
内
務
省
の
行

政
指
導
に
も
限
界
が
生
じ
て
く
る
の
を
不
可
避
と
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
林
野
の
所
有
は
ど
う
で
あ

ろ
う
と
、
造
林
す
る
こ
と
が
治
山
治
水
上
も
木
材
資
源
開
発
上
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
農
商
務
省
(
現
農
林
水

産
省
林
野
庁
)
の
指
導
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
指
導
方
針
か
ら
す
れ
ば
整
理
さ
れ
た
入
会
地
は
総
て
造
林

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
し
、

一
部
し
か
造
林
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
。
さ

ら
に
部
落
有
の
ま
ま
で
造
林
さ
れ
た
場
合
や
部
落
有
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
こ
の
部
落
有
あ
る
い
は
数
か
村
入
会
の
ま
ま



で
放
置
さ
れ
、
雑
木
林
化
し
て
い
る
も
の
は
、
戦
後
も
な
お
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
戦
後
部
落
有
名
儀
の
林
野
が
否
定
さ
れ
た
た

め
、
名
儀
は
記
名
共
有
、

組
合
有
、

財
産
区
有
等
数
々
の
形
態
で
存
続
し
て
い
る
〈

8
0
こ
れ
ら
の
林
野
は
い
わ
ゆ
る
実
質
的
部
落
有
と

も
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
戦
前
か
ら
地
盤
の
処
分
或
い
は
土
地
利
用
の
改
編
に
つ
い
て
、
持
分
権
を
も
っ
者
相
互
の
意
見
が
一
致
せ
ず
、
そ

の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
百
三

」
れ
は
ま
さ
し
く
第
二
の
共
有
の
悲
劇
と
い
え
る
。

」
れ
ら
の
放
置
林
は
い
わ

ゆ
る
官
行
や
県
行
に
よ
る
造
林
で
処
理
さ
れ
た
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
。
も
と
も
と
日
本
は
個
人
有
の
里
山
が
小
面
積
で
、
そ
の
た
め
所

有
者
の
造
林
企
業
意
欲
を
刺
戟
せ
ず
、
雑
木
林
で
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
こ
と
と
合
せ
て
、
こ
の
間
の
事
情
は
前
述
の
西

Commonの解体と日本の入会林野の場合

ド
イ
ツ
の
山
林
の
事
情
と
よ
く
似
て
い
る
。

四
、
日
本
の
共
有
林
野
解
体
過
程
の
特
色

西
欧
の
コ
モ
ン
の
解
体
は
す
な
わ
ち
利
用
の
変
化
1
l
l
少
く
と
も
利
用
の
経
営
形
態
の
変
化
を
意
味
し
た
。
日
本
の
場
合
、
二
十
二
年

町
村
制
施
行
の
際
、
政
府
が
期
待
し
た
も
の
も
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
部
落
有
と
い
う
変
則
所
有
形
態
を

許
し
、
さ
ら
に
所
有
よ
り
も
土
地
利
用
の
変
化
を
優
先
さ
せ
る
方
向
に
軌
道
修
正
し
た
。
し
か
も
町
村
の
地
域
枠
が
広
域
化
し
、
町
村
合

併
が
行
わ
れ
る
度
に
、
旧
町
村
の
町
村
有
村
が
綜
画
の
対
象
に
な
る
。
そ
の
際
土
地
利
用
は
こ
の
次
で
、
地
盤
所
有
が
優
先
し
て
綜
画
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、

日
本
の
場
合
は
所
有
と
利
用
が
ズ
レ
て
囲
い
こ
ま
れ
る
。

明
治
二
十
二
年
に
始
ま
っ
た
入
会
地
の
政
治
的
綜
画
は
そ
の
後
入
会
の
整
理
部
落
有
の
統
合
の
名
の
下
に
、
政
府
は
折
あ
る
ご
と
に
勧

117 

奨
を
く
り
返
し
た
。

一
村
入
会
の
林
野
は
農
用
林
野
と
し
て
の
役
割
が
そ
の
村
に
と
っ
て
主
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

村
落
結
合
の
地
縁
的
紐
帯
と
し
て
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
町
村
制
施
行
の
際
旧
村
が
そ
の
統
合
に
抵
抗
し
、
政
府
も
部
落
有
と



118 

し
て
存
続
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
を
み
て
も
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
部
落
有
に
対
す
る
旧
村
民
の
執
着
は
根
強
く
、
新
ら
し
い

来
住
者
い
わ
ゆ
る
ヨ
ソ
者
を
部
落
有
の
持
分
権
者
か
ら
排
除
す
る
た
め
に
、

種
々
様
々
な
規
約
等
を
定
め
て
い
た
ハ

8
0
部
落
有
林
野
解

体
へ
の
抵
抗
は
当
初
採
草
源
の
確
保
と
い
う
土
地
利
用
上
の
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
旧
村
社
会
の
純
血
性
保
持
の
よ
り

処
と
い
う
意
味
も
重
要
な
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
前
者
の
意
味
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
後
者
の
意
味
が
前
面
に

大
き
く
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
人
口
の
自
然
増
に
よ
る
分
家
に
対
す
る
措
置
、
他
地
域
へ
の
転
出
者
の
増
加
に
よ
る

持
分
権
の
処
理
等
で
、
伝
統
維
持
は
困
難
に
な
る
ハ

8
0
そ
の
結
果
土
地
利
用
と
は
別
に
、

単
な
る
地
盤
所
有
の
持
分
権
が
特
定
の
相
対

的
に
少
数
で
あ
る
村
民
に
集
中
し
て
し
ま
う
。
ま
た
特
定
の
団
体
有
名
義
で
あ
っ
て
も
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
本
来
の
目
的
の
色
は
し

だ
い
に
薄
れ
て
い
く
。

戦
後
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
見
こ
し
て
、
こ
の
種
の
林
野
を
個
人
(
在
来
か
ら
の
住
民
と
し
て
そ
の
部
落
内
で
認
定
さ
れ
た
者
〉
に
分
割

し
て
し
ま
っ
た
部
落
も
多
い
。
戦
後
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
町
村
合
併
促
進
法
は
こ
の
気
運
を
一
層
助
長
し
た
。
こ
れ
も
一
種
の
回
込
み

で
あ
る
が
、

土
地
利
用
の
合
理
化
と
い
う
よ
り
も
、
地
盤
所
有
だ
け
が
問
題
に
な
っ
た
囲
込
み
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
、
無
条

件
で
町
村
有
林
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
個
人
分
割
と
合
併
と
の
二
本
立
て
、
さ
ら
に
森
林
組
合
が
え
た
三
本
立
て
等
の
形

で
聞
込
ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
(
入
会
林
野
の
私
有
化
が
幕
藩
体
制
の
中
で
も
み
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
西
川
善
介
が
信
濃
の
事

例
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
(
日
。
ま
た
入
会
地
割
替
制
度
の
慣
行
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
明
治
維
新
後
も
続
い
て
い
た
地
域
で
は
、

農
用

的
価
値
の
減
退
と
と
も
に
、
剖
替
え
が
ル
ー
ズ
に
な
り
、
実
質
的
私
有
化
に
連
な
り
つ
つ
あ
る
場
合
も
あ
る
。
筆
者
は
新
潟
県
魚
沼
の
湯

の
谷
で
こ
の
よ
う
な
例
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
ず
れ
も
一
般
的
傾
向
か
ら
み
れ
ば
特
例
に
属
す
る
)
。

政
府
が
行
政
指
導
で
入
会
林
野
の
所
有
と
利
用
の
改
編
を
推
進
す
る
の
を
停
止
し
た
後
も
、
旧
村
民
の
部
落
有
に
対
す
る
執
着
が
な
お



強
く
存
続
し
た
こ
と
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
時
に
個
人
分
割
も
認
め
ず
、
何
と
か
し
て
旧
村
社
会
の
結
束
を
守
り
た
い
ん
}
策
を

構
ず
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
述
の
よ
う
に
、
法
的
に
も
実
際
問
題
と
し
て
も
そ
の
維
持
は
困
難
で
、
種
々
無
理
が
伴
な
う
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
体
的
結
束
の
イ
ナ
l
シ
ア
は
大
塚
久
雄
の
い
わ
ゆ
る
共
同
態
的
自
〉
規
制
と
し
て
、
超
法
規
的
に
地
盤
維
持
を
存

続
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
共
同
態
は
し
ょ
せ
ん
イ
ナ
l
シ
ア
と
し
て
の
社
会
的
雰
囲
気
で
あ
る
。
農
村
へ
の
都
市
的
気
風
の
浸
透
は
す

で
に
物
理
的
条
件
と
し
て
の
地
方
自
治
法
と
共
に
、
伝
統
的
な
気
風
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
か
く
て
共
有
林
野
で
あ
る
入
会
地

を
支
え
て
き
た
土
地
利
用
上
の
基
礎
も
共
同
体
的
社
会
規
制
も
稀
薄
に
な
っ
て
、
実
質
上
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
地
域

Commonの解体と日本の入会林野の場合

に
よ
っ
て
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
が
一
つ
の
目
安
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
町
村
合
併
促
進
法
が
旧
入
会
地
を
大
き
く
ゆ

さ
ぶ
っ
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
共
有
林
野
の
解
体
は
西
欧
の
コ
モ
ン
の
解
体
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。
西
欧
で
は
共
有
林

野
の
所
有
権
が
領
主
に
あ
っ
て
、
共
有
な
の
は
地
上
権
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
は
ア
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
、
近
世
当

時
は
あ
い
ま
い
で
、
明
治
の
地
租
改
正
以
後
明
瞭
に
な
っ
た
か
ら
、
本
格
的
綜
画
の
始
ま
っ
た
明
治
町
村
制
施
行
以
後
は
近
代
法
的
な
所

有
形
態
の
中
に
入
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
綜
画
が
地
上
権
の
問
題
の
み
に
限
ら
れ
た
展
開
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
基
本
的
な
条
件
で
共
通
し
て
い
る
点
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
、
土
地
の
所
属
を
別
に
す
れ
ば
、
特
定

の
土
地
利
用
に
つ
い
て
、
特
定
の
人
々
に
共
同
の
権
利
を
認
め
、
そ
の
利
用
法
に
つ
い
て
厳
し
い
規
制
を
設
け
て
い
る
の
が
入
会
林
野
で

あ
る
。
た
だ
そ
の
解
体
に
際
し
て
、
土
地
利
用
に
新
ら
し
い
価
値
観
が
入
会
林
野
の
存
在
形
態
を
ゆ
さ
ぶ
る
契
機
は
経
済
的
な
変
化
よ
り
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も
政
治
的
条
件
の
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

つ
ま
り
営
利
的
見
地
か
ら
の
聞
込
み
で
は
な
く
て
、
新
ら
し
い
地
方
自

治
体
育
成
と
い
う
政
治
的
配
慮
が
主
導
し
て
い
た
。
そ
の
限
り
で
は
利
用
よ
り
も
所
有
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
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間
も
な
く
利
用
と
所
有
の
重
点
は
逆
転
し
、
利
用
の
方
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
造
林
と
い
う
利
用
形
態
を
効
果
的
に
促
進
す
る

た
め
に
、

入
会
林
野
の
所
有
関
係
を
整
理
す
る
と
い
う
進
め
方
に
変
っ
て
い
く
。
こ
う
な
る
と
綜
画
の
進
み
方
の
在
り
方
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
西
欧
的
発
想
に
近
い
と
い
え
る
。

か
く
て
そ
の
後
所
有
と
利
用
と
は
時
に
結
び
つ
き
時
に
別
行
動
を
と
り
、
両
者
の
破
行
的
解
体
が
生
じ
て
い
く
、
入
会
林
野
の
整
理
統

合
が
行
わ
れ
で
も
、
造
林
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た
り
、
部
落
有
林
の
ま
ま
で
も
造
林
経
営
が
進
ん
だ
り
、
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
地
域
に
よ

っ
て
入
会
地
の
整
理
す
な
わ
ち
造
林
と
い
う
形
態
に
は
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
第
二
の
共
有
の
悲
劇
が
生

ず
る
余
地
も
あ
る
と
い
え
る
。

玉
、
企
業
的
林
業
・
農
業
な
き
日
本
の
林
野
と
農
業
の
分
離

イ
ギ
リ
ス
で
は
今
日
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
約
一
、

O
五
五
、

0
0
0
エ
ー
カ
ー
、

ウ
ェ

l
ル
ス
に
約
四
五

O
、
0
0
0
エ
ー
カ
ー
の

共
有
地
が
残
存
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
お

U
O

」
れ
ら
は
既
述
の
よ
う
に
特
定
地
上
権
の
共
有
で
、

地
盤
は
私
有
地
で
あ
る
。
土
地
利
用

上
は
依
然
と
し
て
牧
地
、
家
庭
燃
料
、
用
材
の
供
給
源
、
猟
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
有
と
利
用
の
起
源
に
つ
い
て
は
ま
だ
判
然
と
し
な

い
点
が
多
い
が
、

比
較
的
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
は
十
一
世
紀
の
ノ
ル
マ
ン
コ
ン
ク
Z

ス
ト
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
百
三

ウ

ィ
リ
ア
ム
一
世
は
王
領
と
し
て
広
大
な
牧
地
を
囲
込
ん
だ
代
償
と
し
て
、
農
村
に
共
有
地
を
与
え
た
。
こ
れ
ら
の
共
有
地
は
も
と
も
と
従

来
か
ら
農
民
が
家
畜
を
夏
季
放
牧
す
る
牧
地
と
し
て
共
同
利
用
し
て
い
た
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う

av
そ
れ
が
後
に
荘
園
領
主
の
領
地

内
に
囲
込
ま
れ
で
も
、
慣
行
は
十
三
世
紀
の
の
0
5
5。
ロ
-
担
当
で
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
後
世
に
及
ん
だ
わ
け
で
あ
る

(80
領
主
と
し

て
は
、
そ
の
慣
行
を
取
り
止
め
る
こ
と
は
農
業
指
導
自
体
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
農
村
が
安
定
し
た
生
産
を
維
持
し
て
い
く
こ



と
は
貢
租
収
入
に
も
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

ま
た
囲
込
み
は
必
ず
し
も
領
主
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
般
農
民
が
自
分
の
経
営
農
地
を
拡
大
す
る
た
め
に
や
る
場
合
も
あ
り
、

ま
た
イ

ギ
リ
ス
で
独
特
の
発
展
を
示
し
た
企
業
的
借
地
農
業
の
経
営
者
も
囲
込
み
に
参
加
し
て
い
る
ハ
旬
。
二
回
に
わ
た
る
農
業
革
命
は
た
し
か

に
綜
画
推
進
の
大
き
な
契
機
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
後
に
生
じ
た
副
次
的
契
機
は
経
済
的
な
し
く
ず
し
的
に
囲
込
み
が
進
め
ら
れ

た
。
も
と
も
と
共
有
地
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
耕
種
農
業
に
は
向
か
な
い
荒
蕪
地
・
低
湿
地
や
森
林
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
利
用
価
値

の
あ
る
地
区
は
、
農
畜
産
物
の
需
要
増
や
農
牧
技
術
の
改
良
と
と
も
に
聞
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
今
日
残
存
し
て
い
る
共
有
地

Commonの解体と日本の入会林野の場合

も
荒
蕪
地
や
低
湿
地
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
共
有
地
の
開
発
あ
る
い
は
囲
込
み
と
残
存
の
経
緯
か
ら
は

十
八

t
九
世
紀
に
お
け
る
ア
l
サ

l

・
ヤ
ン
グ
等
の
囲
込
み
促
進
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
二
の
共
有
の
悲
劇
は
あ
ま
り
目
だ
た
な
い
。
し

か
し
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
は
初
期
の
牧
羊
刺
戟
に
よ
る
囲
込
み
の
例
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
農
業
の
企
業
的
経
営
の
傾
向
が
時
代
と
と
も
に

盛
り
上
っ
て
い
っ
た
点
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と
は
き
わ
め
て
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
囲
込
み
は
荘
園
の
領
主
ば
か
り
と
は

限
ら
ず
、
村
落
共
同
体
の
中
の
自
営
農
家
や
企
業
的
農
業
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
借
地
農
業
の
経
営
者
ま
で
が
囲
込
み
に
手
を
出
し
て
い

る
。
こ
の
点
で
は
囲
込
み
す
な
わ
ち
私
有
化
で
、

し
か
も
そ
れ
は
企
業
的
計
算
に
よ
る
土
地
生
産
性
の
向
上
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、

回
国
頭
の
学
者
逮
の
図
式
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
聞
込
ま
れ
た
共
有
地
は
い
わ
ゆ
る
ロ
l
マ
法
的
な
近
代
的
土
地
所
有
権
の
下
に
私
有
地
と

し
て
利
用
さ
れ
る
が
、
囲
込
ま
れ
ず
残
さ
れ
た
共
有
地
は
地
上
権
を
も
た
な
い
私
有
地
と
し
て
、
入
会
が
継
続
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
私

有
化
と
土
地
利
用
の
変
化
は
同
時
に
行
わ
れ
る
。
両
者
は
土
地
生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
不
離
の
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ

121 

る
日
本
の
場
合
、
共
有
林
野
の
土
地
利
用
の
改
編
は
私
的
な
企
業
意
欲
を
刺
戟
す
る
も
の
と
し
て
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
治
山
治
水
と
い
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う
災
害
対
策
が
正
面
に
押
し
出
さ
れ
、
そ
れ
に
付
随
し
て
林
業
施
業
と
い
う
企
業
化
が
推
進
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
経
営
者
は
政
府
か
地

方
自
治
体
で
あ
っ
た
。

一
方
そ
の
地
盤
所
有
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
指
導
は
地
方
自
治
体
の
財
産
と
す
る
よ
う
勧
奨
し
て
お
り
、
私
企
業

的
利
潤
追
及
と
は
別
の
効
果
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
利
用
と
所
有
と
の
結
合
の
目
的
が
一
致
し
な
く
て

も
差
支
え
な
い
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
て
日
本
の
場
合
は
囲
込
む
こ
と
が
直
ち
に
利
用
の
変
化
、
生
産
性
の
向
上
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
共
有
林
野
の
解
体

は
所
有
と
利
用
が
互
い
に
ズ
レ
て
、
な
し
く
ず
し
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
維
新
後
、
地
租
改
正
か
ら
町
村
制
施
行
に
か
け
て
、
共

有
林
野
の
解
体
は
利
用
よ
り
も
所
有
の
解
体
が
先
行
し
た
。
そ
し
て
そ
の
所
有
へ
の
旧
村
(
部
落
〉
の
執
着
が
旧
共
同
体
温
存
意
識
の
重

要
な
指
標
と
み
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
共
同
体
的
所
有
論
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
機
会
が
少
く
な
か
っ
た
。
西
欧
の
場
合

は
所
有
と
利
用
の
解
体
、
が
ズ
レ
て
い
な
い
か
ら
、
所
有
に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
も
、
利
用
の
面
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
日

本
の
場
合
は
両
者
が
ズ
レ
て
解
体
し
て
い
る
た
め
、
近
世
的
共
同
体
の
支
柱
と
な
っ
て
い
る
農
用
林
野
の
所
有
形
態
と
利
用
形
態
の
何
れ

も
が
ど
の
時
点
で
解
体
し
、
共
同
体
の
解
体
を
そ
の
何
れ
で
規
定
し
た
ら
よ
い
か
あ
い
ま
い
に
な
り
易
い
、
い
わ
ゆ
る
共
同
体
的
所
有
の

イ
ナ
l
シ
ア
は
部
落
有
は
じ
め
様
々
の
形
式
で
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

イ
ナ
l
シ
ア
は
す
で
に
本
体
を
失
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
初
期
は
と
も
か
く
、
経
済
史
家
の
い
わ
ゆ
る
共
同
体
的
所
有
の
名
に
価
す
る
共
有
で
は
な
い
。
共
同
体
の
イ
ナ
1
シ
ア
は
社
会
意
識

の
中
に
も
、
大
塚
久
雄
の
い
わ
ゆ
る
共
同
態
と
し
て
残
ワ
た
た
め
に
、
こ
れ
が
所
有
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

所
有
の
問
題
が
注
目
を
浴
び
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
残
存
共
同
体
意
識
は
す
で
に
近
世
的
条
件
を
失
っ
た
村
落
の
中
に
影
を
落

し
た
亡
霊
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

近
世
村
落
の
生
産
構
造
を
支
え
る
一
部
と
し
て
の
入
会
農
用
林
野
は
土
地
利
用
の
面
か
ら
み
る
と
、

日
清
戦
争
前
後
か
ら
大
正
初
期
に



か
け
て
、
林
業
施
業
地
化
の
進
む
中
で
急
速
に
崩
壊
を
早
め
て
い
る
。
し
か
も
同
時
に
伝
統
的
旧
村
意
識
を
支
え
る
共
同
態
自
体
村
民
の

離
村
や
自
然
増
に
よ
る
分
家
の
増
加
等
に
よ
っ
て
団
結
の
馳
緩
が
物
理
的
に
不
可
避
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
共
同
体
的
所
有
の

延
長
上
に
あ
る
旧
入
会
林
野
は
そ
の
保
有
主
体
が
内
部
崩
壊
し
て
い
く
の
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

情
勢
の
背
後
に
は
、
政
府
の
旧
入
会
林
野
整
理
統
合
そ
し
て
そ
の
新
町
村
へ
の
帰
属
勧
奨
、
造
林
促
進
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
、

た
と
い
西
欧
と
日
本
の
農
業
の
構
造
の
相
違
を
考
慮
に
い
れ
た
と
し
て
も
、
解
体
の
契
機
や
目
標
は
ま
っ
た
く
西
欧
の
そ
れ
と
は
異
質
で

あ
る
。

Commonの解体と日本の入会林里子の場合

西
欧
に
お
け
る
共
有
地
は
村
の
共
同
農
地
(
。
宮
ロ

片
山
由

E
)
の
外
縁
を
形
成
し
て
い
る
農
用
地
で
あ
る
。
共
同
農
地
は
三
聞
農
法
の
行

わ
れ
る
場
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
域
内
の
休
耕
地
は
放
牧
地
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
共
有
地
は
利
用
上
共
同
農
地
の
延
長
上
に
あ
る
と
い

う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

マ
ル
グ
ス
は
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
に
お
け
る
こ
の
種
の
共
有
地
を
共
同
体
の
園
田
や
共
同
農
地
の
付
属
物

av

と
呼
ん
だ
が
、
共
有
地
は
共
同
農
地
に
較
べ
る
と
、
地
盤
所
有
よ
り
も
地
上
権
(
利
用
権
)
の
方
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合

で
も
こ
の
点
は
似
か
よ
っ
て
い
て
、

入
会
地
の
地
盤
所
有
の
み
が
あ
っ
て
、
利
用
権
が
伴
な
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
そ
の
反
対
に
利
用
権
は
あ
る
が
地
盤
所
有
権
は
な
い
と
い
う
場
合
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
地
租
改
正
以
後
は
所
有
と

利
用
が
不
離
の
関
係
に
も
ち
こ
ま
れ
、

や
が
て
所
有
の
重
要
性
が
利
用
を
上
廻
る
傾
向
を
示
し
始
め
る
。
そ
う
な
る
と
一
度
結
合
し
た
両

者
は
再
び
別
々
の
動
き
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
所
有
の
移
動
が
必
ず
し
も
利
用
の
変
化
を
誘
発
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

し
て
共
有
林
野
の
集
積
は
資
本
の
本
源
的
蓄
積
と
は
関
係
が
な
く
、
ま
た
そ
の
解
体
は
山
林
地
主
を
育
て
る
こ
と
に
も
な
ら
ず
、
却
て
零

123 

細
山
林
所
有
者
を
増
加
さ
せ
た
。
西
ド
イ
ツ
の
共
有
林
の
解
体
に
こ
れ
と
似
た
現
象
の
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
は
今
日
も
共
有
地
が
残
存
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
地
盤
所
有
と
土
地
利
用
は
相
互
に
安
定
と
均
衡
を
求
め
な
が
ら
変
化
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し
て
い
る
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
に
も
旧
入
会
地
の
残
存
は
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
土
地
利
用
と
地
盤

所
有
は
林
業
組
合
等
の
組
織
に
よ
り
、
安
定
し
た
経
営
を
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、

り
、
旧
共
同
態
の
残
存
集
団
の
財
産
と
し
て
、
放
置
さ
れ
、

土
地
投
機
の
対
象
と
な
っ
て
利
害
が
錯
綜
し
た

い
わ
ゆ
る
共
有
の
悲
劇
に
近
い
状
態
の
も
の
も
存
在
す
る
な
ど
複
雑
を
極
め

て
い
る
。
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