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ル
で
の
客
観
欣
況
を
掌
揮
し
、
地
域
聞
の
比
較
、
さ
ら
に
は
全
国
規
模
で
の
議

論
の
た
め
の
一
現
賞
モ
デ
ル
を
提
供
し
よ
う
と
思
う
。

日
唐
軍
制
比
較
研
究
上
の
若
干
の
問
題

-
|

寧
防
令
と
西
域
出
土
文
書
l
|

菊

池

英

日
唐
商
閣
制
度
の
研
究
、
特
に
律
令
研
究
が
相
互
の
比
較
史
的
観
黙
お
よ
び

史
料
の
相
補
的
利
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
果
を
穆
げ
う
る
と
い
う
の
は
、
古

く
か
ら
の
斯
界
の
常
識
で
あ
る
。
軍
防
令
を
中
心
と
す
る
唐
代
前
半
期
の
軍
制

に
つ
い
て
云
え
ば
、
仁
井
田
陸
博
士
の
『
唐
令
拾
遺
』

(昭
八
)
中
の
軍
防
令

復
原
は
全
係
に
亙
っ
て
こ
の
方
法
を
採
用
さ
れ
、
演
口
霊
園
憎
土
の
「
府
兵
制

度
よ
り
新
兵
制
へ
」
(
昭
五
)
も
随
所
に
日
麿
雨
制
の
比
較
に
言
及
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
後
の
研
究
の
展
開
を
通
観
す
る
と
、
日
本
史
研
究
者
が
律
令

制
度
を
論
ず
る
際
に
必
ず
と
云
っ
て
よ
い
ほ
ど
母
法
た
る
麿
令
に
言
及
す
る
の

に
封
し
、
中
園
史
研
究
者
は
日
本
律
令
制
度
研
究
の
進
展
に
比
較
的
無
関
心
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
石
尾
芳
久
氏
が
「
名
望
家
軍
」
と

「
家
産

制
的
園
家
軍
隊
」
と
い
う
概
念
の
枠
組
で
日
唐
雨
制
の
比
較
を
試
み
た
の
を
別

と
す
れ
ば
、
日
本
史
研
究
者
の
閥
心
が
、

遡

っ
て
大
化
前
代
以
来
の
停
統
枇
曾

の
固
有
軍
制
と
律
令
箪
闘
制
と
の
連
総
性
如
何
と
い
う
軍
閥
制
成
立
史
論
と
な

る
か
、
或
は
寧
闘
制
崩
鎖
す
な
わ
ち
律
令
軍
制
の
愛
質
か
ら
、
在
地
箪
事
力
の

構
造
と
、
そ
れ
を
九
世
紀
以
降
の
園
街
軍
制
が
如
何
に
編
成
す
る
か
を
通
じ
て
、

い
わ
ゆ
る
王
朝
園
家
償
制
と
武
士
園
愛
生
史
を
見
通
す
と
い
う
、
日
本
的
特
質

夫

の
解
明
に
集
中
し
、
お
よ
そ
唐
制
と
は
無
関
係
な
方
向
を
示
す
か
に
見
え
た
か

ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
史
家
の

一
部
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
日
本
的
特
質
と

し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
特
徴
の
中
に
は
、
貨
は
そ
れ
こ
そ
が
唐
制
の
一
大
眼
目

で
あ
り
唐
制
本
来
の
姿
を
篤
し
出
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
諸
鮎
が
少
か
ら
ず
存

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
史
・
中
園
史
後
方
に
と
っ
て
更
め
て
顧
み
ら
る
べ

き
問
題
貼
を
提
起
す
る
と
思
う
が
、
そ
れ
が
日
本
的
特
質
と
の
み
結
び
つ
け
ら

れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
日
本
史
家
の
聞
に
唐
制
に
射
す
る
誤
解
が
あ
る
か
ら

で
、
仁
井
田
・
潰
口
爾
博
士
の
研
究
で
は
問
題
限
定
の
上
か
ら
敢
え
て
餓
れ
ず

に
捨
象
さ
れ
た
側
面
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
雨
博
士

の
業
綴
が
偉
大
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
だ
け
が
す
べ
て
と
受
け

と
ら
れ
た
。
か
く
て
一専
ら
そ
れ
に
依
岨
嫁
し
た
日
唐
比
較
論
を
展
開
さ
れ
た
角
田

文
衛
博
士
の
論
文
が
今
日
も
底
く
影
響
を
奥
え
て
い
る
。
最
も
問
題
と
な
る
鮎

は
、
中
央
十
二
衡
と
軍
府
の
制
度
的
関
係
お
よ
び
質
問
制
力
の
後
動
と
し
て
の

「
行
軍
」
(
日
本
史
家
の
い
わ
ゆ
る
征
討
軍

・
外
征
軍
〉
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

唐
の
行
軍
制
度
は
西
域
出
土
文
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
解
明
し
う
る
鮎
が
大
き

く
、
仁
井
田

・
沼
口
爾
博
士
の
研
究
か
ら
漏
れ
て
い
た
駄
が
あ
る
が
、
逆
に
日

本
養
老
令
文
中
に
多
く
閥
係
係
文
が
存
し
唐
制
復
原
に
役
立
て
う
る
。
し
か
し

従
来
そ
れ
が
「
行
軍
」
と
い
う
濁
立
の
組
織
規
定
で
あ
る
黙
が
見
失
わ
れ
て
い

た
た
め
見
逃
が
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
叉
日
本
軍
防
令
を
手
が
か
り
と
す
る

唐
令
復
原
に
際
し
て
も
、
西
域
出
土
文
書
を
傍
設
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
確
質
さ
を
増
し
う
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
最
後
に
近
年
吐
魯

番
出
土
の
軍
制
閥
係
文
書
の
一
つ
に
つ
い
て
試
稼
を
つ
け
加
え
て
御
批
剣
を
仰

ぐ
こ
と
と
す
る
。
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