
地
域
社
会
の
二
重
構
造
と
都
市
町
内
会

長
　
田
　
攻

　
高
度
成
長
期
を
経
て
安
定
成
長
の
時
代
を
迎
え
た
今
口
に
お
い
て
も
、
町
内
全

な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
地
域
集
団
が
未
だ
に
各
地
に
お
い
て
新
た
に
、
再
生
産
さ
れ

て
い
る
現
実
を
蹄
ま
え
る
な
ら
、
依
然
と
し
て
変
わ
ら
ず
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

町
内
全
と
い
う
地
域
集
団
の
基
本
的
特
質
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
、
な
ら
ぴ
に

現
代
社
全
に
お
け
る
そ
の
新
た
な
装
い
と
意
昧
を
探
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
械
極
的

に
評
価
す
る
か
否
か
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
も
、
今
後
予
想
さ
れ
る
高
齢
化
社
全
を

前
に
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
の
教
育
、
余
暇
、
福
祉
な
ど
を
正
面
に
据
え
た
地
域
社

全
の
仕
組
み
を
考
え
て
い
く
さ
い
に
も
、
決
し
て
兄
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
課

魎
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
郁
市
の
町
内
全
の
基
本
的
特
質
を
、
地
域
白
治
な
い
し
地
城
社
全
の

二
重
構
造
と
い
う
側
面
に
注
目
し
つ
つ
、
と
く
に
地
域
社
全
の
生
活
秋
序
と
の
か

か
わ
リ
、
な
ら
ぴ
に
そ
の
歴
史
的
な
変
化
の
文
脈
に
お
い
て
、
具
体
的
な
瑛
例
研

究
に
お
い
て
探
っ
て
い
く
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
町
内
全
を
め
ぐ
る
従
来
の

と
ら
え
方
の
な
か
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
の
争
点
を
簡
単
に
整
理
し
、
そ
の
い

く
つ
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諏
者
な
リ
の
今
後
の
実
証
的

研
究
の
指
針
を
う
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
地
城
社
会
の
二
兎
構
遣
と
都
市
町
内
全

一
、
町
内
会
を
め
ぐ
る
間
題

　
戦
後
の
日
本
社
全
の
急
激
な
変
動
は
、
産
業
構
造
、
都
市
へ
の
人
口
集
巾
と
そ

れ
に
と
も
な
う
過
疎
化
を
う
な
が
し
、
社
全
構
造
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
き
わ
め

て
急
激
な
変
容
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
、
そ
の
影
響
は
地
域

に
生
活
す
る
人
ぴ
と
の
生
活
環
境
を
著
し
く
変
え
て
き
て
い
る
。
そ
の
過
程
の
中

で
一
度
廃
止
さ
れ
た
は
ず
の
町
内
金
と
呼
ぱ
れ
る
地
域
の
近
隣
組
織
が
新
た
に
復

活
し
て
き
て
い
る
現
実
を
前
に
し
て
、
当
時
の
学
全
で
は
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
。
そ
の
初
期
の
議
論
の
中
で
は
町
内
全
組
織
の
前
近
代
性
を
批
判
し
た
リ
、

都
市
化
と
と
も
に
衰
退
す
る
も
の
と
す
る
診
断
が
目
立
っ
た
が
、
そ
の
後
の
都
市

化
の
過
程
の
巾
で
さ
ら
に
命
脈
を
保
ち
、
束
京
の
よ
う
な
大
都
市
の
中
で
根
強
い

自
生
力
を
も
っ
て
、
再
生
し
続
け
て
い
る
町
内
全
の
存
在
に
目
を
す
え
て
、
そ
の
性

格
と
背
後
に
あ
る
都
市
住
民
の
要
求
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
内
会

の
戦
後
の
復
活
の
謎
を
解
明
す
る
、
と
い
う
問
魎
提
起
か
ら
戦
後
の
町
内
全
研
究

　
　
　
　
　
＾
1
〕

は
着
手
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
近
江
哲
甥
は
、
「
都
市
化
の
進
行
に
伴
い
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
礎
集
団

た
る
地
縁
集
団
は
衰
退
し
て
、
種
々
の
関
心
に
基
づ
く
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
機

能
集
団
が
発
達
す
る
」
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
束
京
の
よ

う
な
大
都
市
に
お
い
て
も
「
大
部
分
の
地
区
に
根
強
い
自
生
力
を
も
っ
て
こ
れ
が

復
活
し
て
い
る
」
謎
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
町
内
全
の
集
団
特

徴
を
、
日
本
人
の
集
団
原
理
の
一
つ
す
な
わ
ち
「
文
化
の
型
」
と
し
て
把
握
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
一

こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
中
村
八
朗
は
、
町
内
全
の
性
格
に
つ
い
て
の
識
論
を
集
約
し
て
、
①
加
入
単
位

は
個
人
で
な
く
世
帯
で
あ
る
こ
と
、
②
加
入
は
一
定
地
区
居
住
に
伴
な
い
、
半
強

制
的
（
な
い
し
自
動
的
一
で
あ
る
こ
と
、
③
機
能
的
に
未
分
化
で
あ
る
こ
と
（
包

括
多
目
的
、
複
合
機
能
的
、
多
機
能
的
一
、
④
地
方
行
政
に
お
け
る
末
端
事
務
の
補

完
作
川
を
な
し
て
い
る
、
⑤
旧
中
間
層
の
支
配
す
る
保
守
的
伝
統
の
温
存
基
盤
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
の
5
つ
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
巾
村
自
身
は
、
自
ら
の
調
査
薬

例
か
ら
と
く
に
④
、
⑤
に
妥
当
し
な
い
町
内
全
が
多
く
現
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
こ
れ
ら
の
5
点
の
閉
に
は
和
互
に
内
的
関
連
が
あ
る
と
い
う
無
意
識
の
前
提
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
町
内
全
と
い
う

集
団
形
式
（
す
な
わ
ち
文
化
型
）
が
保
守
的
伝
統
の
維
持
と
い
う
結
果
を
必
然
的

に
も
た
ら
す
と
す
る
暗
黙
の
前
提
を
疑
う
必
要
性
を
訴
え
、
む
し
ろ
町
内
全
構
成

員
の
意
識
や
態
度
を
独
立
変
数
と
し
て
町
内
全
の
結
果
的
に
果
た
す
機
能
を
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
－

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
④
に
関
し
て
は
、
中
村
の

主
張
す
る
よ
う
に
圧
力
団
本
機
彪
を
果
た
す
多
く
の
町
内
全
な
い
し
自
治
全
が
み

ら
れ
、
こ
こ
に
も
今
日
の
町
内
全
閉
魑
を
論
じ
る
さ
い
に
通
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

五
八

い
重
要
な
論
点
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
他
方
、
菊
池
美
代
志
は
従
来
の
町
内
全
論
の
い
く
つ
か
の
論
点
を
整
理
し
、
「
町

内
全
が
文
化
型
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
何
故
、
文
化
型
と
し
て
多
機
能
性
、
地
域
網

羅
性
と
い
っ
た
特
異
な
性
格
を
も
つ
集
団
が
成
立
し
た
の
か
が
次
の
段
階
で
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

か
に
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
れ
を
地
域
権
力
構
造
論
の
視
覚
か
ら
の
み

間
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
「
こ
う
し
た
集
団
の
成
立
基
盤
を
住
民
の
生
活
構
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
－

な
か
に
求
め
、
地
域
集
団
と
地
城
生
活
と
の
結
合
の
様
態
を
分
析
す
る
」
こ
と
の

必
要
性
を
訴
え
た
。
そ
し
て
鈴
木
栄
太
郎
、
有
賀
喜
左
衛
門
ら
の
地
域
集
団
を
生

活
集
団
と
み
な
す
見
解
を
重
視
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
安
田
三
郎
は
、
菊
池
美
代
志
の
指
摘
を
受
け
て
、
町
内
全
の
よ

う
な
特
殊
な
文
化
様
式
が
成
立
し
た
根
拠
は
何
か
と
い
う
問
題
提
起
に
対
す
る
回

答
の
鍵
は
「
町
内
全
を
単
な
る
地
域
集
団
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
地
方
自
治
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
代
的
地
方
自
治
制

度
と
は
相
い
容
れ
な
い
性
質
を
も
つ
が
ゆ
え
に
「
私
生
児
扱
い
」
を
受
け
な
が
ら

も
、
近
代
的
自
治
制
度
の
不
行
き
届
き
な
側
面
を
補
完
し
つ
つ
根
強
く
生
き
統
け
、

結
局
の
と
こ
ろ
地
方
自
治
の
二
重
構
造
を
生
み
出
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ

こ
に
み
ら
れ
る
町
内
全
地
方
自
治
体
論
は
、
行
政
学
者
の
間
で
は
目
新
し
い
も
の

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
学
者
が
兄
落
と
し
て
い
た
理
曲
は
、
町
内
会

を
地
域
集
団
と
し
て
と
ら
え
る
に
終
始
し
て
い
こ
と
と
、
社
全
学
者
の
近
代
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
－

的
先
入
観
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
議
論
の
底
流
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
町
内
会
の
起
源

は
何
で
あ
リ
、
い
つ
頃
か
ら
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
リ
、
そ
れ
ら
は
時



代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
地
城
的
に
ど
の
よ
う
な
相
連
が
み
ら
れ
る
の

か
と
い
っ
た
、
歴
史
と
地
域
差
の
問
魎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
閑
心
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
血
纈
－

近
年
に
な
っ
て
も
衰
え
な
い
。

　
以
上
み
た
よ
う
な
、
今
日
の
町
内
全
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
争
点
の
う
ち
、
と

く
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
町
内
全
文
化
型
論
、
行
政
と
町
内
全
の
関
係

（
行
政
末
端
機
構
論
対
圧
力
団
体
論
、
地
域
自
治
の
二
重
構
造
論
）
、
町
内
社
全
と

町
内
全
、
地
域
社
全
の
生
活
秋
序
と
地
域
集
団
と
い
う
観
点
か
ら
順
次
取
リ
上
げ
、

地
域
社
会
の
二
重
構
造
と
い
う
視
覚
か
ら
み
た
地
域
集
団
論
に
つ
い
て
の
今
後
の

研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
前
近
代
的
集
団
論
と
文
化
型
論

　
戦
後
ま
も
な
く
占
領
軍
G
H
Q
の
強
い
要
請
の
下
で
、
政
令
一
五
号
（
一
九
四

七
年
）
に
よ
っ
て
町
内
全
等
の
隣
保
組
織
は
法
令
の
上
で
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
の

三
カ
月
以
内
に
は
八
割
近
く
の
組
織
が
名
称
を
変
え
る
な
ど
し
て
事
実
上
復
活
し
、

同
政
令
が
一
九
五
二
年
に
失
効
す
る
と
、
町
内
全
は
全
国
各
地
で
公
然
と
活
動
を

　
　
　
　
　
一
〇
〕

開
始
し
始
め
た
。
し
か
し
当
時
の
日
本
の
社
全
学
者
た
ち
は
、
総
じ
て
町
内
全
の

復
活
を
民
主
化
お
よ
ぴ
都
市
化
に
逆
行
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
に
批
判
的
な
反
応

　
　
　
＾
1
0
－

を
示
し
た
。
そ
れ
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
の
内
務
訓
令
一
七
号
「
部
落
会

町
内
会
等
整
備
要
．
項
」
に
よ
る
戦
時
下
で
の
国
民
統
制
と
戦
時
事
務
の
徹
底
化
を

は
か
る
た
め
に
、
町
内
全
が
全
国
的
に
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
大
政
翼
賛
会
の
傘

下
に
入
リ
、
昭
和
一
八
年
＾
一
九
四
三
年
）
の
市
町
村
制
改
正
に
よ
リ
、
町
内
全

　
　
　
　
　
　
地
域
社
全
の
二
巫
構
造
と
都
市
町
内
全

が
名
実
と
も
に
国
家
行
政
の
末
端
機
構
と
し
て
法
制
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を

振
n
・
返
る
な
ら
ぱ
、
あ
る
意
昧
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
入
り
、
町
内
全
研
究
が
本
格
化
す

る
時
期
を
む
か
え
る
が
、
高
度
経
済
成
長
が
ス
タ
ー
ト
し
始
め
る
こ
の
時
期
に
都

市
化
・
産
業
化
の
進
腰
が
め
ざ
ま
し
く
、
と
く
に
都
市
地
域
に
お
い
て
新
し
い
生

活
様
式
を
希
求
す
る
多
様
な
住
民
の
生
活
欲
求
と
利
害
意
識
の
分
化
に
応
じ
て
、

多
く
の
自
発
的
・
多
元
的
な
機
能
集
団
の
結
成
と
そ
れ
ら
へ
の
参
加
が
期
待
さ
れ

る
一
方
、
こ
の
過
程
に
対
応
し
て
町
内
会
は
社
全
的
存
在
基
盤
を
徐
々
に
喪
失
し

漸
次
崩
壊
・
解
体
す
る
と
い
う
兄
方
も
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
多
く
の
ぱ
あ
い
新

た
に
つ
く
ら
れ
た
機
能
集
団
は
結
局
の
と
こ
ろ
町
内
全
に
吸
収
な
い
し
は
一
元
化

さ
れ
、
そ
の
下
部
組
織
と
な
る
こ
と
に
よ
リ
、
逆
に
町
内
会
が
再
生
産
さ
れ
て
き

て
い
る
と
い
う
事
態
が
現
実
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
内
部
構

成
が
以
前
の
旧
名
望
家
地
主
屑
に
か
わ
n
・
自
営
業
主
、
中
小
企
業
主
を
中
心
と
す

る
旧
中
間
層
に
よ
る
階
屑
的
支
配
の
構
造
を
温
在
せ
し
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
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こ
と
が
次
々
と
指
摘
さ
れ
、
戦
後
の
町
内
全
研
究
の
基
本
的
潮
流
は
、
こ
う
し
た

町
内
金
の
現
実
を
日
本
の
民
主
化
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
を
一

貫
し
て
支
持
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
戦
後
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
を
経
過
し
た
当
時
に
お

い
て
も
町
内
全
が
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
命
脈
を
保
ち
、

そ
の
勢
い
を
決
し
て
弱
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
古
典
的
都
市
化
理
論
（
と
く
に
R
・

ワ
ー
ス
流
の
都
市
化
第
一
理
論
）
へ
の
反
証
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
ぱ
か
り
で

な
く
、
町
内
全
問
題
を
都
市
化
・
産
業
化
と
い
っ
た
歴
史
的
流
れ
に
お
い
て
眺
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



る
視
点
か
ら
日
本
文
化
の
特
異
性
と
い
う
視
点
へ
の
転
換
を
促
し
て
き
た
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。

　
近
江
哲
男
の
町
内
全
文
化
型
論
は
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
、
こ
の
兄
解

は
広
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
近
江
は
、
町
内
全
が
①
情
誼
に
基
づ
き
近
隣
の
親
睦

和
合
、
連
帯
梱
扶
を
は
か
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
礎
集
団
、
②
地
域
に
お

け
る
生
活
上
の
便
宜
を
目
的
と
す
る
機
能
集
団
、
③
地
方
自
治
の
協
力
機
閑
、
と

い
う
少
な
く
と
も
3
つ
の
惟
格
を
合
わ
せ
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
「
大

都
市
で
は
地
縁
が
衰
退
し
近
隣
集
団
は
…
朋
壊
す
る
い
う
定
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
が
国
の
大
都
市
に
町
内
全
が
未
だ
に
根
強
く
広
範
に
存
在
し
て
い
る
理
山
は
何

で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
仮
説
を
提
出
し
て
み
た
い
」
と
し
て
、
「
結
論

的
に
い
え
ぱ
、
こ
れ
は
わ
が
国
民
の
も
つ
基
本
的
な
集
団
の
型
の
一
つ
で
あ
リ
、

人
ぴ
と
が
集
団
を
結
成
し
維
持
し
て
い
く
際
の
原
理
を
こ
の
『
原
型
』
に
求
め
る

　
　
　
　
一
ロ
ー

た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
原
型
は
あ
る
意
味
で
は
前
近
代
的
な
も
の
の
遺
制
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
集
団
原
理
と
し
て
現
実
に
生
き
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ

リ
、
集
団
そ
の
も
の
の
内
在
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
こ
れ

は
遺
制
と
し
て
よ
リ
も
、
文
化
の
型
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
方
が
、
よ
リ
適
切

　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
の
特
殊
な
集
団
原
理
と

い
う
重
要
な
指
摘
を
行
い
、
町
内
全
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
基
礎
集
団
、
生
活

上
の
便
宜
を
目
的
と
す
る
機
能
集
団
と
い
う
梱
い
容
れ
な
い
性
格
の
共
存
や
、
行

政
へ
の
協
力
機
閑
と
い
う
基
本
的
な
側
面
を
指
摘
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
江

哲
男
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
理
曲
の
説
明
を
文
化
の
型
と
い
う
概
念
の
な

六
〇

か
に
暫
時
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
は
否
め
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
中
村
八
期
も
、
あ
る
機
能
（
た
と
え
ぱ
行
政
へ
の
要
求
集
約
）
を
果

た
し
う
る
構
造
が
他
に
あ
リ
う
る
の
に
、
日
本
で
は
と
リ
わ
け
町
内
全
と
い
う
構

造
が
広
く
採
用
さ
れ
る
事
実
は
構
造
機
能
主
義
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、
文
化
の
型

の
閉
題
で
あ
る
と
し
て
文
化
型
論
に
荷
担
す
る
。
中
村
は
そ
の
文
化
の
差
を
「
昧

晧
汁
と
ス
ー
プ
の
違
い
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
自
ら
あ
げ
た
上
の
五
点
の
う
ち

①
－
③
の
要
素
に
は
当
て
は
ま
る
が
④
と
⑤
に
妥
当
し
な
い
町
内
会
の
出
現
を
主

張
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
（
味
暗
汁
型
）
の
町
内
全
形
式
を
と
っ
て
も
行

政
に
協
力
的
な
町
内
全
も
あ
れ
ぱ
逆
に
行
政
に
対
抗
的
な
町
内
全
も
あ
る
と
し
、

結
局
の
と
こ
ろ
文
化
型
の
違
い
よ
リ
も
そ
れ
を
支
え
る
意
識
や
態
度
の
方
が
重
挽

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
郁
市
化
に
よ
っ
て
人
ぴ
と
の

意
識
や
態
度
は
変
化
し
う
る
の
で
あ
リ
、
同
じ
町
内
全
形
式
を
と
り
な
が
ら
行
政

対
抗
的
で
あ
っ
た
リ
、
必
ず
し
も
旧
巾
㎜
…
棚
の
支
配
や
保
守
的
伝
統
の
温
存
に
結

ぴ
つ
く
と
は
限
ら
な
い
よ
う
な
紐
織
が
生
ま
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
当
に
①
－
③
ま
で
の
性
格
が
④
や
⑤
と

切
1
〕
放
し
う
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
も
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

ら
の
性
格
を
固
定
的
な
も
の
と
兄
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
内
全
そ
れ
白
体
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

化
を
兄
失
う
恐
れ
は
な
い
か
、
な
ど
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
リ
巾
村

の
い
う
意
識
や
態
度
が
①
－
③
ま
で
の
性
格
と
分
離
し
う
る
の
か
、
ま
た
も
し
分

離
し
う
る
と
し
て
も
そ
れ
が
①
－
③
ま
で
の
性
格
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
て
い
く

可
能
性
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
中
村
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
の
町
内
全
が
圧
力
団
体
化
す
る
こ



と
に
よ
っ
て
械
極
的
に
行
政
補
完
機
能
を
果
た
す
側
面
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
と
と
も
に
、
そ
の
意
昧
で
は
、
行
政
従
属
的
で
あ
る
と
か
圧
力
団
体
的
で
あ
る

と
か
の
性
格
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
基
本
的
に
行
政
補
完
的
で
あ
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖
〕

に
町
内
全
の
文
化
型
と
し
て
の
側
而
が
あ
る
と
み
な
し
う
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

こ
の
点
は
後
に
取
リ
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
型
と
し
て

の
側
面
よ
リ
も
人
ぴ
と
の
意
識
や
態
度
の
方
に
力
点
を
置
こ
う
と
す
る
考
え
方
の

背
後
に
は
、
意
識
や
態
度
を
文
化
型
か
ら
切
リ
放
し
う
る
し
切
リ
放
す
ぺ
き
で
あ

る
と
い
う
前
提
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
中
村
に
し
て
も
そ
の
批
判
者
に
し
て
も
、
文
化
型
よ
リ
も

文
化
型
を
支
え
る
意
識
や
態
度
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
型

論
の
械
極
的
な
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ

に
前
近
代
的
集
団
論
と
同
様
の
、
近
代
主
義
的
価
値
観
が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
か
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
型
論
の
意
義
は
、
こ
の
特
殊
な
集

団
原
理
や
集
団
の
基
本
的
性
格
が
何
に
根
ざ
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

と
同
時
に
、
そ
の
集
団
形
式
が
現
代
の
社
全
に
も
部
分
的
に
せ
よ
適
合
的
で
あ
る

理
由
が
何
で
あ
る
か
を
探
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
集
団
を
支
え
る
人

ぴ
と
の
意
識
や
態
度
の
な
か
に
あ
る
文
化
レ
ペ
ル
で
の
価
位
観
そ
の
も
の
を
和
対

化
し
、
そ
の
集
団
原
理
と
の
閑
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
点
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
そ
の
前
提
と
し
て
、
地
方
自
治
行

政
と
町
内
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
町
内
全
が

も
と
も
と
自
治
組
織
と
し
て
の
側
而
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
行
政
と

　
　
　
　
　
　
地
域
社
会
の
二
重
構
造
と
都
市
町
内
全

の
関
係
は
い
わ
ぱ
必
然
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

三
、
地
方
自
治
行
政
と
町
内
会

　
こ
の
争
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
明
治
期
の
地
方
自
治
制
度
の
成
立

の
歴
史
に
簡
単
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

ω
　
明
治
期
の
地
方
自
治
制
度
の
形
成
と
地
域
社
全

　
明
治
政
府
の
徹
底
し
た
中
央
集
権
志
向
に
よ
る
西
欧
的
な
地
方
自
治
制
度
形
成

の
試
み
は
、
一
九
七
一
年
の
大
区
小
区
制
の
失
敗
を
経
て
、
一
八
七
九
年
の
郡
区

町
村
編
成
法
に
よ
る
郡
町
村
の
復
活
、
一
九
八
八
年
の
市
制
町
村
制
、
一
八
九
九

年
の
府
県
制
郡
制
な
ど
を
も
っ
て
そ
の
地
歩
を
固
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
政
治
構
造
上
の
基
本
的
特
質
は
、
官
僚
的
支
配
に
お
け
る
権
力
の
浸
透
を
円
滑

な
ら
し
め
る
た
め
の
装
置
と
し
て
、
地
方
自
治
体
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
ず
最
初
に
大
区
小
区
制
（
明
治
四
年
）
に
お
い
て
、
旧
来
の
藩
制
村
の
組
織
は

大
区
・
小
区
に
分
類
さ
れ
、
庄
屋
、
名
主
、
組
頭
、
年
寄
等
の
名
称
が
、
戸
長
、

副
戸
長
と
改
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
準
官
吏
と
す
る
行
政
末
端
機
構
と
し
て
再
編
成

さ
れ
て
行
く
が
、
そ
の
余
リ
に
も
人
工
的
な
計
画
は
実
際
の
村
落
構
造
と
著
し
く

矛
盾
を
来
し
、
郡
区
町
村
編
成
法
（
明
治
二
二
年
）
に
お
い
て
、
地
租
改
正
事
業

の
円
滑
化
な
ど
を
背
景
と
し
て
旧
来
の
町
村
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
と

県
を
つ
な
ぐ
官
僚
機
閑
と
し
て
郡
役
所
を
お
く
に
い
た
り
、
こ
こ
に
自
治
的
な
地

方
自
治
制
度
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
市
制
町
村
制
（
明
治
二
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



に
お
い
て
は
、
町
村
行
政
の
徹
底
化
を
め
ざ
し
て
、
旧
来
の
村
落
共
同
体
末
端
組

織
と
し
て
の
集
落
組
織
が
「
区
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
行
政
の
補

助
機
関
と
し
て
の
機
能
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
旧
来
の
集

落
秩
序
を
そ
の
ま
ま
温
存
し
つ
つ
、
町
村
の
側
か
ら
区
長
を
任
命
し
て
行
政
の
末

端
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
区
」
の
原
型
が
明
確
な
姿
を
現
わ
す
こ
と
に

な
る
。

　
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
明
治
政
府
は
日
本
の
地
方
自
治
制
度
の
形
成
に
当
た
リ
、

旧
来
の
名
望
家
－
地
主
層
の
階
層
的
支
配
構
造
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
温
存
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
〕

る
と
同
時
に
、
神
社
の
再
編
成
を
櫛
極
的
に
押
し
進
め
る
、
こ
の
上
に
町
村
制
の

補
強
を
企
て
た
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
政
策
が
西
欧
と
の

相
違
を
無
視
し
て
、
日
本
の
土
壌
の
上
に
西
欧
近
代
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
明
治
期
の
地
方
自
治
制
度
の
確
立
の
過
程
の
な
か
で
成
立
し
た
「
区
」

が
、
「
同
時
に
地
方
名
望
家
層
の
勢
力
培
養
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
も
た
ら
さ
れ

　
　
＾
π
〕

て
き
た
」
こ
と
も
斑
実
と
し
て
認
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
上
か
ら
の
改
革
に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
接
き
木
が
行
な
わ
れ
、
地
方
の
自
治
的
支
配
機
構
が
温
存
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
共
同
体
的
秩
序
を
基
盤
と
す
る
「
区
」

が
、
「
地
域
住
民
の
日
常
生
活
と
自
治
体
と
を
媒
介
す
る
装
舐
と
し
て
の
機
能
を
負

　
　
　
　
　
＾
㎜
－

わ
さ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。

　
町
内
会
の
間
題
が
つ
ね
に
地
方
自
治
行
政
と
の
関
連
の
中
で
論
議
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
明
治
政
府
の
上
か
ら
の
西
欧
近
代
型
地
方
自
治
制
度
形

成
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
し
て
当
然
こ
と
で
あ
る
。
町
内
全
・
部
落
全
の
原
型
と
な

る
「
区
」
は
、
行
政
の
末
端
箏
務
を
受
け
持
つ
公
的
機
関
と
し
て
の
資
格
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

ら
れ
、
昭
和
一
〇
年
代
に
は
、
戦
時
体
制
に
法
制
上
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

②
　
行
政
末
端
機
構
説
と
圧
力
団
体
説

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
戦
後
復
活
し
た
町
内
全
が
法
制
上
は
任
意
団
体
と

な
リ
公
的
行
政
か
ら
は
制
度
的
に
切
リ
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
行
政
の
側
で
は
戦
後
の
経
済
復
興
と
急
激
な
産
業
化
・
都
市
化
に
対
応
し
て

町
村
合
併
を
推
進
し
行
政
効
率
を
高
め
る
努
力
を
す
る
一
方
、
拡
大
す
る
行
政
嬰

務
の
処
理
と
地
域
住
民
と
の
媒
介
装
置
の
必
要
か
ら
、
町
内
全
・
部
落
全
へ
の
依

存
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
っ
た
こ
と
も
箏
実
で
あ
リ
、
現
実
に
ほ
と
ん
ど
の
町
内

全
が
行
政
の
補
完
事
務
を
代
行
し
て
い
る
。

　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
補
完
事
務
に
対
し
て
行
政
は
補
助
金
を
支
出
す
る
と
い
う

慣
例
が
定
着
し
て
お
リ
、
相
互
の
依
存
関
係
が
躯
実
上
確
立
し
て
い
る
と
も
い
え

る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
町
内
全
・
部
落
全
を
近
代
化
・
都
市
化
・
民

主
化
へ
の
障
害
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
町
内
全
が
行
政
の
末
端
機
構
化

し
て
い
る
と
と
も
に
、
事
実
上
他
の
自
発
的
意
思
に
基
づ
い
た
地
域
集
団
の
生
成

を
阻
害
し
、
住
民
の
利
害
の
自
由
な
発
露
の
遣
を
閉
ざ
し
て
い
る
と
い
う
非
難
が

集
中
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
町
内
全
が
地
城
の
利
害
を
代
表
し
行
政
に
対
し
て
圧
力
団
体

的
機
能
を
果
た
す
例
が
か
な
リ
兄
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
町

内
全
を
住
民
自
治
組
織
と
兄
る
兄
方
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準
の

低
い
地
域
の
町
内
全
・
自
治
全
で
は
、
環
境
整
備
・
公
害
阻
止
な
ど
の
生
活
防
衛

を
目
的
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
広
く
み
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
褒
付



け
躯

　
巾
村
八
朗
の
談
論
に
は
、
文
化
型
論
に
立
ち
な
が
ら
こ
こ
で
旧
い
タ
イ
プ
の
町

内
全
と
新
し
い
タ
イ
プ
の
組
繊
と
を
区
別
す
る
惹
図
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

旧
い
タ
イ
プ
の
町
内
全
は
、
旧
巾
…
…
胴
に
よ
る
支
配
、
談
決
の
方
法
を
め
ぐ
る
非

民
主
的
な
仕
組
み
、
さ
ら
に
は
政
治
的
集
票
マ
シ
ー
ン
で
あ
る
と
か
行
政
と
の
補

助
金
な
ど
を
迦
じ
た
癒
着
な
ど
の
問
魎
が
あ
リ
、
旧
町
内
全
は
基
木
的
に
行
政
末

端
機
能
を
果
た
す
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
組

織
は
、
世
俳
加
入
で
企
戸
加
入
で
あ
リ
行
政
榊
完
機
能
を
果
た
す
が
、
行
政
に
従

属
的
で
は
な
く
圧
力
団
体
機
能
を
も
ち
、
旧
巾
㎜
屑
の
伝
統
的
支
配
か
ら
も
解
放

さ
れ
、
白
山
な
意
兄
と
民
主
的
な
謙
決
機
閑
を
も
つ
よ
う
な
機
構
を
伽
え
て
い
る

よ
う
な
組
繊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
議
論

は
、
と
き
に
そ
れ
が
圧
力
団
体
化
す
る
こ
と
が
あ
リ
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
町

内
全
で
あ
る
か
ぎ
リ
個
人
の
o
発
性
に
基
づ
い
た
近
代
的
集
団
の
要
件
を
術
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
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圧
力
団
体
と
は
ほ
ど
遠
い
、
と
い
う
批
判
と
典
っ
向
か
ら
ぷ
つ
か
る
こ
と
と
な
ろ

・
つ
。

　
と
こ
ろ
で
町
内
全
と
行
政
の
閑
係
の
閉
題
を
、
人
ぴ
と
の
意
識
や
態
度
の
次
元

に
お
け
る
議
論
に
転
換
し
て
し
ま
う
こ
と
は
や
は
リ
文
化
型
論
の
重
要
な
意
義
を

欄
な
う
こ
と
に
な
リ
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
論
点
に
閑
し
て
注
意
す
べ
き
点

は
、
町
内
全
が
行
政
末
端
機
能
と
圧
力
団
体
機
能
の
い
ず
れ
を
果
た
し
う
る
か
と

い
う
こ
と
よ
リ
は
、
現
実
の
町
内
全
の
多
く
が
両
方
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
リ
、
両
者
を
二
者
択
一
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
巾
村
の
い
う
よ
う
に
町
内
全
は
受
動
的
で
あ
れ
能
動
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
地
域
社
全
の
二
重
概
造
と
郁
市
町
内
全

れ
行
政
舖
完
的
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
リ
、
そ
こ
に
こ
そ
目
を
向
け
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
町
内
全
の
文
化
的
特
質
に
焦
点
を
合
わ

せ
よ
う
と
す
る
か
ぎ
リ
、
こ
こ
で
の
問
魍
は
新
し
い
タ
イ
プ
と
旧
い
タ
イ
プ
の
区

別
で
は
な
く
、
む
し
ろ
町
内
全
が
な
ぜ
行
政
と
か
く
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
の

か
と
い
う
閉
魎
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
堆
に
地
方
白
治
行
政
制
度
形
成
の
歴
史
に

求
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
町
内
会
が
行
政
補
完
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
、
巾
村
の
い
う
よ
う

に
文
化
の
次
元
の
問
魎
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
少
々
検
討
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
㎜
魎
は
町
内
会
と
い
う
集
団
の
性
格
を
説
閉
す
る
根
拠
を
、

集
団
の
成
リ
立
ち
の
な
か
に
探
っ
て
い
く
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、

行
政
舖
完
的
で
あ
る
と
い
う
性
質
は
、
文
化
の
…
題
で
あ
る
よ
り
は
町
内
会
と
い

う
集
団
の
一
般
的
機
能
に
か
か
わ
る
閉
魎
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
町
内
全
と
行
政
と
の
閑
係
に
閑
す
る
も
う
一
つ
の
重
婁
な
争
点
に
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

㈹
　
地
方
白
治
の
二
重
構
造
論
と
町
内
全

　
町
内
全
が
行
政
協
力
的
で
あ
る
と
同
時
に
圧
力
団
体
的
機
能
を
果
た
し
う
る
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
が
地
方
白
治
体
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
町
内
社
全
が
、
戦
後
に
お
い
て
す
ら
名
望
家
層
に
代
わ

っ
て
旧
中
閉
屑
の
支
配
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
部
に
国
家
や
地
方
自

治
体
の
権
力
灼
支
配
の
浸
透
を
あ
る
程
度
ま
で
免
れ
た
自
治
的
生
活
秋
序
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
。
そ
れ
が
上
か
ら
の
近
代
化
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
旧
来
の
生
活
共
同
体
的
自
治
機
構
を
温
存
さ
せ
つ
つ
そ
れ
を
巾
央
集
権
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三



的
な
新
た
な
地
方
自
治
機
構
の
も
と
に
組
み
込
も
う
と
し
た
こ
と
に
よ
リ
、
一
兄

二
兀
化
さ
れ
た
か
に
み
え
る
官
治
的
支
配
機
構
の
内
部
に
、
い
わ
ば
自
治
の
二
重

構
造
化
の
契
機
を
は
ら
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
か
ら
つ
く
ら

れ
た
行
政
組
織
と
し
て
の
地
方
自
治
体
と
、
町
内
の
生
み
出
し
た
地
域
集
団
と
し

て
の
自
治
組
織
の
共
存
で
あ
る
。

　
安
田
三
郎
は
、
地
縁
的
基
礎
集
団
の
典
型
で
あ
る
地
方
自
治
体
は
、
都
市
化
と

と
も
に
衰
退
す
る
ど
こ
ろ
か
「
民
主
化
と
と
も
に
か
え
っ
て
強
化
さ
れ
る
側
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
－

も
つ
こ
と
を
、
社
全
学
者
は
忘
れ
が
ち
で
あ
る
」
と
し
て
、
町
内
全
を
地
方
自
治
体

と
考
え
れ
ぱ
、
町
内
全
の
特
殊
な
集
団
性
格
（
文
化
型
と
し
て
の
特
殊
性
）
に
関

す
る
疑
閉
は
永
解
す
る
と
い
う
『
た
と
え
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
自
治
的
生
活
集
団
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
巾
村
八
朗
の
あ
げ
る
第
二
の
特
質
す
な
わ
ち
「
自
動
的
な
い
し

半
強
制
的
に
全
戸
加
入
」
で
あ
る
こ
と
、
第
三
の
「
機
能
的
に
未
分
化
で
あ
る
こ

と
」
、
そ
し
て
第
四
の
「
地
方
行
政
箏
務
の
末
端
協
力
機
構
で
あ
る
」
こ
と
は
、
む

し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
倉
沢
進
の
付
け
加
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蜆
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も
う
一
つ
の
特
質
、
す
な
わ
ち
「
一
つ
の
地
域
に
は
一
つ
の
町
内
全
し
か
な
い
」
点

を
併
わ
せ
考
え
る
な
ら
ぱ
、
町
内
全
は
基
本
的
に
地
方
自
治
体
的
組
織
で
あ
る
と
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い
う
主
張
が
生
じ
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
安
田
三
郎
の
よ
う
に
、
町
内
全
の
文
化
型
と
し
て
の
特
殊
性
の

根
拠
な
い
し
手
が
か
リ
を
、
町
内
全
が
基
本
的
に
地
方
自
治
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に

求
め
る
こ
と
に
は
少
々
閉
魑
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
議
論
は
転
倒
し
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
治
体
的
機
能
を
果
た
す
か
ら
町
内

全
の
よ
う
な
日
本
特
殊
な
集
団
原
理
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
的
集
団
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

理
に
基
づ
く
か
ら
こ
そ
特
殊
な
自
治
体
的
集
団
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
町
内
全

が
地
方
自
治
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
上
か
ら
の
地
方
自
治
制
度
の
な

か
に
二
兀
化
さ
れ
ず
に
二
重
構
造
化
す
る
の
か
が
問
わ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
町
内

会
の
自
治
と
地
方
公
共
団
体
の
白
治
の
性
格
の
異
質
性
を
こ
そ
閉
題
に
す
べ
き
で

あ
リ
、
そ
の
異
質
性
に
こ
そ
前
者
の
日
本
的
特
殊
性
と
い
う
文
化
型
の
問
題
が
探

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
地
域
網
羅
性
、
多
機
能
性
と
い
っ
た
性
質
は
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
何
も
日
本
特

殊
な
集
団
の
特
質
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
方
自
治
体
の
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
町
内
会
が
も
と
も
と
行
政
補
完
機
能
を
も
つ
こ
と
は
、
文
化
型
の
問
題
で
あ
る

よ
リ
は
集
団
の
基
本
的
機
能
に
関
わ
る
間
題
と
し
て
と
ら
え
て
お
く
ぺ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
町
内
全
が
自
治
的
組
織
で
あ
る
と
し
て
も
行
政
機
能
の
み
を
果
た
す

の
で
は
な
く
、
安
囲
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
白
治
体
に
し
て
は
奇

妙
に
も
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
よ
リ
も
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
の
方
が

　
　
　
　
　
＾
四
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優
越
し
て
い
る
」
こ
と
に
同
時
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
文

化
型
の
根
拠
は
、
白
治
体
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
や
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
機
能

を
果
た
す
こ
と
の
い
ず
れ
か
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
方
を
同
時
に
果
た

す
こ
と
の
な
か
に
求
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
巾
川
剛
は
、
一
方
で
、
日
本
人
の
自
治
感
覚
の
基
礎
を
、
欧
米
人
の
よ
う
な
共

通
の
信
条
と
「
契
約
の
論
理
」
に
基
づ
く
自
治
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
場
そ
の
場

の
状
況
に
合
わ
せ
た
調
和
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
「
秩
序
感
覚
」
に
求

め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
の
た
め
に
「
目
に
見
え
る
範
囲
を
も
っ
て
基
本
的

生
活
の
場
と
し
て
き
た
」
と
し
、
日
本
人
に
あ
っ
た
自
治
の
適
正
規
模
が
町
内
全



で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
リ
巾
川
は
、
地
域
に
自
治
が
成
立
す
る
に
は
基
本

的
に
は
人
㎜
関
係
の
場
が
そ
こ
に
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
日
本

人
の
場
合
、
「
欧
米
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
あ
た
る
も
の
を
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

規
模
で
考
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
村
合
併
に
よ
っ
て

地
方
公
共
団
体
の
規
模
は
大
き
く
な
る
一
方
で
あ
リ
、
結
局
の
と
こ
ろ
町
内
全
と

地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
自
治
の
二
重
構
造
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
議
論
を
展
閑
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す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
「
単
な
る
政
治
集
団
な
い
し
権
力
集
団
と
は
異
な
る
生
活
集
団
と
し
て

　
　
　
　
　
　
一
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の
町
内
全
の
特
色
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
町
内
全
を
自
治
的
組
織
あ
る
い
は
地
域
権
力
構
造
の
祝
党

か
ら
の
み
兄
る
場
合
の
限
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
町
内
全
を
、
町
内
社
全
と
呼
ぱ
れ

る
生
活
共
同
体
な
い
し
生
活
集
団
を
基
礎
と
し
た
地
域
集
団
と
い
う
面
か
ら
改
め

て
兄
直
す
必
要
性
を
訴
え
る
。

四
、
町
内
祉
会
お
よ
ぴ
制
度
化
さ
れ
た
地
域
集
団
と
し
て
の
町
内
会

　
明
治
以
降
の
地
方
自
治
制
度
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
藩
制
村

体
制
の
巾
で
形
成
さ
れ
て
い
た
町
内
紐
織
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
に

つ
い
て
こ
こ
で
閉
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
松
平
誠
の
い
う
閑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
一

東
の
「
町
内
」
の
仮
説
を
参
考
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
地
域
社
会
の
原
型
を
神
へ
の
信
仰
を
巾
心
と
し
坐
産
と
生

活
の
共
同
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
村
落
共
同
体
に
求
め
る
兄
方
が
布
力
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
地
域
社
全
の
二
重
構
造
と
都
市
町
内
全

松
平
誠
は
、
自
然
の
力
に
宿
る
神
を
祖
先
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
社

全
の
一
員
と
し
て
包
摂
す
る
よ
う
な
柳
田
國
男
の
神
観
念
の
な
か
に
、
日
本
の
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
｝

同
体
独
自
の
文
化
の
基
屑
を
兇
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
兄
方
の
当
否
を

こ
こ
で
論
ず
る
用
意
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
の
地
域
社
全
が
、
外
部
社
会

や
内
部
の
諸
集
団
と
の
脚
に
と
リ
も
つ
、
対
抗
的
関
係
を
含
み
な
が
ら
も
柔
軟
で

包
摂
的
な
関
係
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
村
落
を
出
自
と
す
る
人
ぴ
と
の
漂
流
と

定
着
の
繰
リ
返
し
の
な
か
で
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
再
構
成
さ
れ
て
き
た
と
す
る
、

こ
の
よ
う
な
仮
説
は
十
分
検
討
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
村
落
共
同
体
は
出
白
と
す
る
都
市
住
民
が
部
分
的
に
村
落
共
同
体
を
モ
デ
ル
に

し
て
そ
の
生
活
秋
序
を
築
い
た
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
生
活
秩
序
は
村
落
共
同
体
と
都

市
に
固
布
な
性
格
と
を
合
わ
せ
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
産
の
た
め

の
共
同
を
軸
と
し
て
存
立
し
た
村
落
共
同
体
と
は
異
な
り
、
生
産
の
た
め
の
共
同

の
な
い
都
市
地
域
に
お
い
て
は
そ
れ
に
固
布
の
秩
序
を
生
み
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。

松
平
誠
は
、
農
村
の
生
活
様
式
の
背
後
に
あ
る
生
活
集
団
の
複
合
体
を
村
落
共
同

体
と
す
る
な
ら
ぱ
町
に
は
町
の
生
活
様
式
を
支
え
る
独
自
の
カ
タ
チ
が
あ
る
と
し

て
、
日
本
の
都
市
の
生
活
集
団
か
ら
な
る
社
全
を
「
町
内
（
ま
ち
う
ち
）
」
と
呼
ん

で
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
閉
治
半
ぱ
か
ら
大
正
は
じ
め
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た

日
本
独
白
の
都
市
社
会
で
あ
る
と
し
、
そ
の
形
成
過
程
と
変
容
過
程
を
実
証
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
一
犯
〕

詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

　
町
内
全
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
生
活
集
団
な
い
し
生
活
共
同
体

と
し
て
の
町
内
社
全
を
背
批
と
し
、
そ
れ
と
の
関
連
の
な
か
で
し
か
も
歴
史
的
な

視
野
に
お
い
て
と
ら
え
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
菊
地
芙
代
志
に
よ
る
と
町
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



全
は
、
「
伝
統
的
に
町
結
合
が
果
た
し
て
き
た
防
火
・
防
犯
・
衡
生
な
ど
の
川
具
的

機
能
、
概
睦
な
ど
の
表
肚
的
機
能
、
さ
ら
に
は
町
内
の
統
合
・
調
整
機
能
の
一
切
」

が
都
市
の
な
か
に
あ
る
生
活
共
同
体
に
よ
リ
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し

た
と
い
う
。
町
結
合
と
は
、
個
々
の
家
が
も
つ
個
別
の
生
活
要
求
を
巾
心
に
白
然

に
形
成
さ
れ
た
近
隣
数
戸
に
よ
る
生
活
雌
位
で
あ
る
近
隣
結
合
と
は
異
な
リ
、
ア

モ
ル
フ
な
広
が
リ
を
も
つ
町
部
の
な
か
で
、
同
族
団
や
小
組
で
は
処
理
し
き
れ
な

い
生
活
上
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
形
成
さ
れ
た
組
の
紡
合
に
よ
っ
て
成
リ
立
っ

て
い
る
。
そ
の
組
が
よ
リ
制
度
化
さ
れ
た
集
団
へ
と
転
化
し
た
場
合
、
町
内
全
の

よ
う
な
地
城
集
団
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
共
同
体
的

基
礎
を
必
要
と
せ
ず
、
閉
示
さ
れ
た
規
約
と
機
構
を
も
つ
制
度
化
の
度
合
い
の
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
…
一

い
集
団
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
そ
れ
は
町
内
と
呼
ば
れ
る
地
城
社
全
を
、
近
隣
結
合
、
町
結
合
、
地
域
集
団
結

合
の
3
つ
の
結
合
枠
か
ら
把
握
す
る
試
み
で
あ
る
。
町
内
社
全
は
ー
つ
の
整
然
と

し
た
境
㎜
介
を
も
つ
単
一
体
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
の
な
か
で
町
結
合
や
地

域
集
団
結
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ペ
ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
ズ
レ
や
重
な
リ
を
経
験
し
て

き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
地
域
に
依
拠
し
な
が
ら
も
閑
か
れ
た
複
合
的
閑

係
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
巾
心

と
町
内
の
統
合
を
確
保
す
る
た
め
の
白
治
的
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。
そ
れ
は
、
生
産
の
た
め
の
共
同
を
媒
介
と
せ
ず
に
地
縁
的
な
生
活
共
同
体
を

構
成
す
る
必
要
か
ら
、
白
治
的
集
団
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
が
基
本
的
に
自
治
的
集
団
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
町
内
の
中
心
や
自
治
の

範
城
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
く
る
の
か
。
同
族
団
や
小
組
で
は
処
理
し
き
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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な
い
生
活
上
の
要
求
は
、
ど
の
よ
う
に
生
み
咄
さ
れ
そ
の
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
決

ま
っ
て
く
る
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
具
体
的
地
域
社
全
の
生
活
共
同
体
を
、

歴
史
的
に
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
町
内
全
の
文
化
的
特
質
が

解
叩
さ
れ
る
方
向
が
兄
い
だ
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

五
、
地
域
集
団
の
基
礎
と
し
て
の
近
隣
結
合

　
町
内
全
が
町
内
と
い
う
生
活
共
同
体
を
基
礎
と
し
た
白
治
灼
地
域
集
団
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
形
態
は
歴
史
的
に
み
れ
ぱ
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。
江
戸
時
代

か
ら
閉
治
に
か
け
分
権
的
秋
序
か
ら
巾
央
集
権
灼
秩
庁
へ
と
マ
ク
ロ
な
権
力
構
造

が
変
化
し
た
巾
で
、
地
域
社
全
レ
ベ
ル
で
名
望
家
支
配
胴
が
政
府
の
政
策
に
よ
っ

て
温
存
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
経
済
変
動
や
産
業
構
造
の
変
動
の
巾
で
名
望
家
－

地
主
支
配
屑
が
没
落
し
、
新
た
に
山
現
し
た
旧
巾
閥
層
へ
と
そ
の
担
い
手
は
交
替

し
、
さ
ら
に
、
戦
後
の
民
主
化
に
よ
リ
地
域
社
全
の
構
造
白
体
が
変
化
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
そ
の
自
治
の
構
造
は
形
骸
化
し
た
リ
、
よ
リ
民
主
化
し
た
も
の
に

変
化
し
て
き
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
う
し
た
地
城
白
治
の
構
遊
や
形
態
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
、
ミ
ク

ロ
な
レ
ベ
ル
で
は
、
地
縁
に
基
づ
く
自
衡
と
柵
互
扶
肋
の
秩
序
が
存
統
し
統
け
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
巾
川
剛
の
い
う
よ
う
に
、
刎
治
の
地
方
自

治
制
度
の
成
立
が
上
か
ら
の
改
革
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
権
カ
に
つ
な
が
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
訓
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庶
民
の
活
動
は
軽
視
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
明
治
政
府
の
試
み
が
旧
く
か
ら
の
共
同
体
的
秩
庁
の
再
編
成



を
伴
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
権
力
的
支
配
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

側
面
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
秩
序
を
支
え
そ
の
内
部
に
維
持
さ
れ
て
き
た
、
白
衡
と

柵
互
扶
助
を
巾
心
と
す
る
庶
民
の
生
活
の
秩
序
そ
の
も
の
に
は
大
き
な
変
更
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
箏
実
と
す
る
な
ら
ぱ
、
町
内
全
の
社
全
学
的
な
ら
ぴ
現
代
に
お
け

る
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
一
上
か
ら
の
白
治
制
度
形
成
を
可
能
に
し

こ
札
に
支
配
さ
れ
て
い
っ
た
町
内
金
の
側
面
か
ら
少
し
目
を
転
じ
て
、
む
し
ろ
庶

民
の
日
常
生
活
の
秋
序
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
、
共
質
な
も
の
を
包
摂
し
な
が

ら
全
体
と
し
て
の
統
合
を
果
た
し
う
る
よ
う
な
特
殊
な
紅
織
原
理
を
こ
そ
探
っ
て

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
庶
民
の
生
活
の
秋
序
は
、
名

望
家
支
配
屑
に
よ
る
支
配
を
も
支
え
う
る
と
同
時
に
き
わ
め
て
近
代
的
・
民
主
的

な
合
法
的
支
配
を
も
支
え
る
弾
力
的
な
秋
庁
で
あ
リ
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
代
状
況
に

応
じ
た
柔
軟
な
適
応
に
よ
っ
て
存
続
し
続
け
る
き
わ
め
て
特
殊
な
組
織
原
理
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
巾
川
剛
に
よ
れ
ぱ
、
そ
の
秋
序
感
覚
は
す
で
に
五
人
組
を
推
末
端
と
す
る
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
－

社
全
の
う
ち
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
近
隣
結
合
の
な
か
で
培

わ
れ
た
生
活
秋
庁
の
特
徴
の
第
一
は
、
そ
れ
が
血
縁
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
よ
リ

は
、
軒
並
や
姑
寄
リ
を
も
っ
て
決
め
ら
れ
た
地
縁
に
よ
る
も
の
あ
る
こ
と
で

　
一
珊
－

あ
る
。
し
た
が
っ
て
欧
米
の
近
隣
社
全
と
連
っ
て
、
宗
教
、
信
条
、
さ
ら
に
は
階
級

や
職
業
が
雑
多
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
速
い
が
人
㎜
閑
係
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
な

い
と
こ
ろ
に
第
二
の
特
微
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
や
信
条
の
違
い
よ
り
も
、
場

ま
た
は
状
況
の
調
和
を
乱
す
こ
と
の
方
が
罪
深
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
三

　
　
　
　
　
　
地
城
祉
全
の
二
重
榊
造
と
郁
市
町
内
全

に
、
こ
の
地
緑
的
秋
序
は
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
外
部
か
ら
の
影
響
に
対
し
て
は
無
防
術
で
あ
n
・
そ
の
作
用

を
受
け
や
す
い
。
こ
の
無
性
各
性
こ
そ
、
異
質
な
支
配
を
支
え
う
る
根
拠
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
第
四
の
特
微
は
、
そ
の
規
模
が
比
鞍
的
小
さ
く
そ
の
組
織
や
機
能

が
平
均
化
さ
れ
て
お
リ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
巾
で
培
わ
れ
た
秋
序
感
党
や
儀
礼
の

パ
タ
ー
ン
は
、
日
本
人
の
多
く
に
共
有
さ
れ
た
「
文
化
型
」
を
構
成
し
、
ど
こ
に

い
っ
て
も
通
川
す
る
一
秘
の
言
語
的
機
能
を
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
村
落
共
同
体
を
は
じ
め
町
内
全
の
基
底
に
は
、
こ
の
よ
う
な
近
隣
結
合
の
な
か

で
培
わ
れ
た
生
活
秩
序
感
覚
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
町
内
全
が
五
人
組
制
度
を
起
源
と
す
る
と
い
う
説
に

は
近
江
哲
刎
を
は
じ
め
ほ
と
ん
ど
の
社
全
学
者
が
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
町

内
社
全
が
近
隣
紬
合
と
は
異
な
る
レ
ペ
ル
で
の
町
結
合
お
よ
ぴ
地
域
集
団
結
合
の

母
胎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
五
人
組
の
あ
っ

た
村
落
共
同
体
と
は
異
な
リ
、
家
厘
の
連
担
を
特
微
と
す
る
ア
モ
ル
フ
な
広
が
リ

を
も
つ
町
部
で
の
住
民
の
共
同
欲
求
の
充
足
の
た
め
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

　
　
一
別
一

で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
内
会
が
、
一
定
の
居
住
地
区
を
前
提
と
す
る
地
縁

を
重
祝
し
た
生
活
共
胴
体
な
い
し
は
生
活
集
団
か
ら
派
生
し
た
自
治
体
的
地
域
集

団
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
町
内
全
を
単
な
る
白
治
組
繊
な
い
し
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
、
基
底
に
あ
る
生
活
秩
序
お
よ
び
そ
の
文
化
的
特
質
と
切
n
・
放
し

て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
底
の
上
に
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
が
同

時
に
閉
わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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町
内
金
を
白
治
組
織
と
し
て
の
み
兄
よ
う
と
す
る
と
、
親
睦
を
巾
心
と
し
た
機

能
を
果
た
し
商
齢
者
の
堆
ま
リ
で
あ
る
よ
う
な
大
都
市
地
域
で
の
町
内
全
は
、
衰

退
の
一
途
を
た
ど
る
不
活
発
な
面
の
み
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
睦
な
ど
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
は
、
も
と

も
と
近
隣
結
合
の
な
か
で
培
わ
れ
蓄
絞
さ
れ
た
生
活
秩
序
感
党
が
地
域
集
団
レ
ベ

ル
の
町
内
全
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
本
来
、
近
代

的
な
地
方
自
治
体
と
し
て
の
含
理
的
側
面
と
は
柵
い
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
近
代
的
官
製
自
治
体
が
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
を
引
き
受
け
る
よ
う

に
な
れ
ぱ
な
る
ほ
ど
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
が
町
内
全
独
特
の
集
団
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肪
－

の
一
側
面
と
し
て
存
続
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
従
来
こ
の
よ
う
な
庶
民
の
日
常
生
活
の
原
理
は
、
上
か
ら
の
支
配
の
も
と
で
自

由
に
操
作
さ
れ
る
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
か
単
に
無
視
さ
れ
る
に
と
ど
ま
リ
、

そ
の
原
理
そ
の
も
の
の
解
明
に
十
分
な
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

地
域
社
全
の
二
重
構
造
は
、
そ
の
意
味
で
は
権
力
支
配
の
二
重
構
造
と
は
別
の
、

近
代
合
理
的
社
全
秩
序
と
庶
民
の
生
活
秩
序
と
い
う
社
全
秩
序
次
元
で
の
二
重
構

造
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
リ
、
前
者
は
む
し
ろ
後
者
の
基
盤
の
上
に
成
立
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
、
地
域
集
団
研
究
の
今
後
の
指
針
と
方
向
性

　
町
内
社
全
そ
の
も
の
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
今
後
の
地
遭
な
研
究

に
待
た
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
性
格
を
も
っ
た
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

域
集
団
で
あ
る
町
内
全
が
、
明
治
期
、
犬
正
・
昭
和
初
期
、
そ
し
て
戦
後
の
急
激

な
社
全
の
変
動
の
な
か
で
、
い
か
な
る
基
本
的
性
格
を
維
持
し
い
か
な
る
変
容
を

と
げ
た
の
か
が
、
各
地
域
で
の
各
時
代
状
況
の
な
か
で
の
生
活
共
同
体
と
の
か
か

わ
り
の
な
か
で
、
詳
細
に
観
察
さ
れ
検
討
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
生
活
共
同
体
の
分
析
次
元
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が

考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
ま
ず
①
近
隣
結
合
、
②
町
結

合
、
③
地
域
集
団
結
合
と
い
う
3
つ
の
結
合
原
理
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
た
菊
池
美

代
志
の
枠
組
が
あ
る
。
町
結
含
が
現
代
に
お
い
て
も
広
く
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
は

疑
間
で
あ
る
が
、
近
隣
結
合
と
地
城
集
団
結
合
は
今
日
の
町
内
社
全
を
み
て
い
く

さ
い
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
地
域
社
全
は
、
近
隣
結
合
を
基
礎
と
し

た
地
域
諾
集
団
の
複
合
体
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
組
繊
形
態
上
の
関

係
＾
集
団
間
の
所
属
関
係
な
ど
）
、
人
的
所
属
経
験
か
ら
み
た
関
係
、
財
政
的
依
存

閑
係
、
活
動
上
の
棚
互
依
存
関
係
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
が
、

特
定
の
地
域
空
問
に
依
存
し
た
地
域
諦
集
団
の
複
合
的
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
成
し
て
い
る
と
い
う
意
昧
で
、
地
域
社
全
の
骨
組
み
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
れ
ら
の
結
合
を
規
定
す
る
諦
次
元
と
し
て
十
分
に
注
意
が
払
わ
れ
ね
ぱ
な
ら

な
い
の
は
、
①
遭
路
、
各
家
の
隣
接
閑
係
、
集
団
の
空
間
的
配
置
一
空
間
次
元
一
、

②
各
家
、
近
隣
関
係
、
集
団
関
係
の
歴
史
的
持
続
性
一
時
間
次
元
一
、
③
各
家
、

組
、
地
域
集
団
間
の
棚
互
の
社
全
的
威
信
の
認
知
＾
社
全
的
次
元
）
な
ど
、
主
と

し
て
地
域
依
存
的
諸
次
元
で
あ
ろ
う
。
各
種
の
地
城
集
団
と
そ
の
複
合
関
係
は
、

地
域
に
居
住
す
る
住
民
を
そ
の
空
間
的
配
置
、
居
住
歴
、
威
信
に
応
じ
て
組
織
化

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
制
度
化
し
て
い
る
。



　
町
内
全
が
地
域
集
団
で
あ
リ
地
域
集
団
が
地
域
に
依
存
す
る
か
ぎ
リ
、
一
定
の

地
理
的
範
域
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
依
存
し
て
い
る
か
が
、
ま
た
そ
の
依
存
し
か

た
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
が
閉
わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
各
家
の
間
の
系

譜
関
係
や
社
会
的
威
信
の
和
逮
が
そ
の
空
㎜
的
配
置
を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う

し
、
現
代
の
新
興
住
宅
地
域
の
よ
う
に
移
リ
住
ん
で
き
た
人
ぴ
と
の
空
間
的
隣
按

関
係
や
居
住
歴
が
、
社
全
的
威
信
や
序
列
閑
係
を
生
み
山
す
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ

九
ら
の
規
定
要
因
閉
の
柵
亙
の
閑
係
は
、
産
業
・
就
業
構
造
の
変
化
、
人
口
・
世

帯
構
成
の
変
化
な
ど
と
い
っ
た
社
全
の
変
動
要
囚
と
の
閑
係
の
な
か
で
大
き
く
変

わ
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
ま
た
以
上
に
加
え
て
、
地
域
諸
集
団
の
複
合
的
関
係
は
ま
た
、
周
期
的
な
時
間

秩
序
を
な
し
て
い
る
。
各
地
域
集
団
の
活
動
は
地
域
社
全
の
年
間
行
箏
の
な
か
に

他
の
集
団
の
活
動
と
時
間
的
に
調
整
さ
れ
て
配
箭
さ
れ
て
お
リ
、
各
種
集
団
の
そ

の
よ
う
な
時
閉
的
秋
序
は
外
部
か
ら
の
膨
響
に
対
し
て
あ
る
種
の
祇
抗
力
を
も
つ

の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
各
地
城
社
全
の
班
例
研
究
を
通
し
て
、
近
隣
結
合
、
地
域
集

団
結
合
の
各
レ
ペ
ル
で
概
察
さ
れ
る
、
生
活
秋
序
感
覚
お
よ
ぴ
集
団
形
成
原
理
に

み
ら
れ
る
特
殊
日
本
的
性
格
は
、
文
化
型
と
し
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
地
方
自
治
体
組
織
の
よ
う
な
官
製
組
繊
に
も
部
分

的
に
は
反
映
し
て
い
よ
う
し
、
も
ち
ろ
ん
文
化
型
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
変
化
を

被
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
地
城
集
団
襖
合
を
支
え
て
い
る
価
値
観
に
し
て

も
必
ず
し
も
つ
ね
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
世
代
や
集
団
そ

の
も
の
の
性
格
に
よ
っ
て
ズ
レ
を
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
地
城
祉
全
の
二
重
維
造
と
郡
市
町
内
全

そ
の
序
列
的
秩
序
は
、
内
部
の
緊
張
や
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
外
部
か
ら
の
圧
力

に
よ
っ
て
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
地
域
社
全
の
秩
序
構
成

は
、
庶
民
の
生
活
秩
序
と
地
域
集
団
レ
ペ
ル
の
基
礎
の
上
に
人
工
的
に
形
成
さ
れ

た
疑
似
合
理
的
社
全
秋
序
の
基
本
的
な
二
重
構
造
を
な
し
て
お
リ
、
今
後
も
そ
れ

ら
が
急
速
に
一
元
化
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
そ
こ
に
居
住
す
る
住
民
が
自
ら
の
所
属
す
る
地
域
社
全
の
時
空
を
共

同
で
意
昧
づ
け
秋
序
づ
け
て
い
る
営
み
を
、
地
域
集
団
の
観
点
か
ら
観
察
し
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
外
部
社
全
お
よ
ぴ
内
部
の
変
動
要
囚
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の

よ
う
な
地
域
集
団
の
複
合
的
関
係
の
形
成
や
維
持
を
規
定
し
て
い
る
基
本
的
な
パ

タ
ー
ン
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
自
体
の
存
続
可
能
性
や
現
代
日

本
の
都
市
地
域
社
全
お
け
る
布
効
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
今
後
の
問
題
に
触
れ
る
な
ら
ぱ
、
戦
後
の
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
、

地
域
の
人
び
と
の
生
活
は
、
・
生
産
の
た
め
の
共
同
を
地
域
に
依
存
す
る
度
合
い
を

ま
す
ま
す
減
少
せ
し
め
て
き
て
い
る
。
と
く
に
大
都
市
に
お
け
る
生
活
は
住
生
活

　
＾
珊
－

を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
き
て
お
リ
、
そ
の
主
体
は
、
商
店
主
な
ど
の
自
営

業
主
を
別
と
す
れ
ぱ
、
主
婦
、
子
供
、
高
齢
者
な
ど
、
一
般
に
経
済
的
生
産
に
従

卒
し
て
い
な
い
人
ぴ
と
で
あ
る
。
従
来
と
か
く
、
地
域
社
全
が
こ
の
よ
う
な
経
済

的
非
生
産
者
層
を
巾
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
傾
向
を
、
地
域
社
会
の
空
洞

化
と
考
え
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
松
平
誠
の
い
う
よ
う
に
、
生
産
の
た
め

の
共
同
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を
地
域
社
全
の
空
洞
化
と
み
る
は
高
度
成
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肝
一

期
の
価
位
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
そ
こ
に
そ
れ

ら
の
生
活
者
を
中
心
と
し
た
新
た
な
生
活
の
可
能
性
を
模
索
す
る
な
か
で
、
町
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



会
と
呼
ぱ
れ
る
地
城
集
団
の
生
活
秩
序
と
集
団
原
理
を
見
血
し
、
「
表
屑
の
ま
ち
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
〕

の
下
に
あ
る
「
深
屑
の
ま
ち
」
に
、
今
後
予
想
さ
れ
る
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
た
新

た
な
自
治
と
生
活
の
実
質
を
与
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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頁

＾
1
7
一
秋
元
体
郎
　
同
詐
、
二
二
八
頁

＾
1
8
）
秋
元
枠
郎
『
現
代
都
市
の
権
力
椛
造
』
、
脊
木
苫
店
、
一
九
七
一
年
、
二
二
八
頁

＾
1
9
）
こ
こ
に
町
内
A
ム
の
存
在
理
山
を
行
政
の
貧
困
に
求
め
る
説
が
根
拠
を
持
っ
て
く
る
が
、
巾
村

　
　
八
朗
の
い
う
よ
う
に
、
行
政
の
貧
困
は
つ
ね
に
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
予
想
さ
れ
、
今
日
に
お
い
て
も
行
政
と
町
内
全
の
兆
木
的
閑
係
は
変
化
し
て
い
な
い
。
し
た

　
　
が
っ
て
行
政
貧
困
説
を
一
概
に
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
文
化
型
論
に
た
て
ぱ
、
行
政

　
　
の
貧
困
が
改
善
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
町
内
全
の
存
在
理
山
が
縮
小
す
る
と
考
え
る
こ
と

　
　
も
困
難
で
あ
る
。

＾
2
0
）
秋
元
律
郎
、
前
掲
苫
　
＝
二
頁

＾
2
1
）
安
凶
二
郎
、
前
掲
論
文
、
一
七
六
頁

＾
2
2
〕
倉
沢
進
「
町
内
く
ム
と
日
木
の
地
域
祉
全
」
、
地
域
祉
全
研
究
所
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
7
9
　
町
内

　
　
全
」
六
頁

＾
2
3
）
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
「
町
内
全
は
地
方
n
治
作
で
あ
る
」
と
す
る
安
m
三
郎
の
主
張
も
う

　
　
な
ず
け
る
。
安
㎜
三
郎
、
前
掲
論
文
、
一
七
三
－
一
八
三
頁
。

＾
2
4
）
安
凶
二
郎
、
同
論
文
、
一
七
九
頁
目
安
㎜
は
そ
の
説
明
原
理
を
、
日
木
社
全
論
に
よ
く
で
て

　
　
く
る
集
団
止
義
と
情
縦
主
雅
の
結
合
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
2
5
）
巾
川
　
剛
『
町
内
全
』
、
巾
央
公
論
祉
、
一
九
八
○
年
、
八
七
－
一
一
一
頁

＾
2
6
）
菊
池
美
代
志
、
前
拙
苫
　
　
二
二
九
頁

一
2
7
一
松
平
　
誠
『
察
リ
の
文
化
　
都
市
が
つ
く
る
生
活
文
化
の
か
た
ち
』
　
一
九
八
三
年
、
有
斐

　
　
閑
、
　
一
〇
－
二
八
頁
。

（
2
8
）
松
平
　
誠
　
前
掲
苫

＾
2
9
一
松
平
に
よ
れ
ぱ
、
江
戸
の
地
同
リ
維
済
が
確
立
し
、
江
戸
と
そ
こ
へ
逝
じ
る
諸
衡
遭
の
宿
場

　
　
や
落
の
城
下
町
が
有
機
灼
な
純
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
南
品
流
通
圏
が
で
き
あ
が



　
　
っ
た
文
化
・
文
政
期
に
、
村
落
共
阿
体
に
…
川
－
を
も
つ
人
ぴ
と
を
小
心
に
、
市
を
通
じ
て
外

　
　
部
経
済
と
つ
な
が
り
急
成
長
し
た
独
向
の
生
沽
様
式
を
も
つ
坐
活
集
団
か
ら
な
る
祉
全
が

　
　
「
町
内
」
で
あ
リ
、
そ
れ
は
「
u
本
の
近
世
に
お
け
る
南
品
化
産
と
そ
の
流
逝
が
在
来
雁
葉

　
　
の
基
盤
の
上
で
、
国
の
経
済
の
規
模
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
き
く
発
展
を
と
げ
た
刎
治
3
0

　
　
年
代
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
」
完
成
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
町
内
も
時
代
と
と
も

　
　
に
変
質
を
遂
げ
て
い
く
。
ま
ず
一
九
三
〇
年
代
の
H
本
の
維
済
の
重
工
業
化
の
彫
響
を
受
け

　
　
て
、
と
く
に
納
の
扱
い
に
よ
っ
て
成
長
し
た
大
店
の
衰
退
と
新
た
な
商
人
た
ち
の
興
隆
、
さ

　
　
ら
に
は
工
場
坐
産
の
導
入
に
よ
っ
て
壷
場
し
た
新
た
な
リ
ー
ダ
ー
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
拠
い

　
　
手
の
交
代
が
お
こ
リ
、
そ
の
様
刷
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
収
後
の
一
九
六
〇
年
代

　
　
の
廿
…
度
維
済
成
長
の
影
響
も
、
地
城
へ
の
新
た
な
、
工
場
誘
致
策
な
ど
を
迦
じ
て
人
ぴ
と
の
就

　
　
葉
構
造
を
著
し
く
変
化
さ
せ
る
と
と
も
に
町
の
机
い
手
を
変
化
さ
せ
、
そ
の
後
の
町
内
の
様

　
　
柵
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
松
平
誠
、
同
苫
、
二
八
－
二
九
、
頁
。

＾
3
0
）
菊
池
英
代
志
　
前
拠
論
文
、
二
二
二
、
頁

一
3
1
一
巾
川
　
剛
、
前
拙
苫
、
一
四
九
、
頁

（
3
2
）
巾
川
　
剛
は
、
「
治
安
保
持
と
い
う
上
か
ら
の
政
策
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
百
姓
町
人

　
　
に
と
っ
て
は
、
地
緑
祉
全
の
秋
庁
を
保
持
す
る
訓
紳
場
と
な
リ
、
坐
沽
保
証
の
機
構
と
も
な

　
　
っ
た
。
こ
の
意
昧
で
、
五
人
舳
を
蝋
な
る
抑
圧
の
道
具
と
見
る
こ
と
は
当
を
得
て
い
な
い
だ

　
　
ろ
う
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
小
川
　
剛
、
前
悩
沓
、
　
一
四
七
、
頁

＾
3
3
）
「
日
木
で
は
血
緑
集
団
の
力
が
早
い
時
期
に
弱
ま
り
、
地
緑
集
団
の
力
が
強
ま
っ
た
こ
と

　
　
は
、
氏
神
が
血
緑
集
団
の
守
リ
神
で
は
な
く
な
リ
、
土
地
の
神
で
あ
る
産
上
神
と
混
同
さ

　
　
れ
、
さ
ら
に
出
坐
と
も
閑
係
の
な
い
釧
守
と
榊
然
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
に
も
う
か
が
う

　
　
こ
と
が
で
き
る
」
。
巾
川
　
剛
、
前
拠
詐
、
一
四
七
、
頁

一
3
4
一
菊
池
美
代
志
、
前
個
苫
　
二
二
〇
－
二
一
二
頁

（
3
5
）
安
川
三
郎
は
前
掲
論
文
二
八
○
頁
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
元
来
悩
緒

　
　
主
義
的
色
彩
を
多
分
に
も
つ
日
本
の
地
城
祉
全
が
、
近
代
化
の
過
程
で
市
町
村
と
町
内
全
の

　
　
二
元
概
造
に
分
化
し
、
前
者
が
汰
第
に
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
を
充
実
さ
せ
る
に
伴
い
、

　
　
後
者
は
縮
小
す
る
沽
鋤
範
囲
の
な
か
で
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
の
み
を
破
存
さ
せ
る

　
　
結
果
と
な
っ
た
」
。
官
製
的
n
治
機
概
が
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
を
肩
代
わ
リ
す
れ
ぱ
す

　
　
る
ほ
ど
、
ケ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
機
能
が
町
内
全
に
集
約
さ
れ
て
く
る
こ
と
も
耶
実
で
あ
ろ

　
　
う
。

＾
3
6
）
地
城
集
団
は
、
地
域
に
旭
住
す
る
人
ぴ
と
を
雛
成
員
と
す
る
点
を
共
通
属
性
と
す
る
。
山
石
崎

　
　
信
彦
は
、
町
内
全
を
マ
ッ
キ
ー
バ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
に
依
拠
し
つ
つ
「
住
緑
ア
ソ
シ
エ

　
　
ー
シ
ョ
ン
」
と
規
定
す
る
。
…
石
崎
信
彦
、
鰺
坂
学
、
上
m
惟
一
、
高
木
正
朗
、
広
原
盗
明
、

　
　
吉
原
眈
樹
編
、
前
悩
書
、
一
九
八
九
年
、
八
－
一
一
頁

＾
3
7
一
松
平
　
誠
、
前
拙
苦
、
二
七
五
－
二
七
六
．
頁

＾
3
8
）
巾
川
　
剛
、
前
悩
書
、
一
八
八
－
二
〇
八
頁

地
城
祉
全
の
二
兎
概
造
と
榔
市
町
内
全

七
一


