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林
業
専
業
地
帯
の
実
態
と
そ
の
性
格

-
|
京
都
大
学
林
業
問
題
研
究
会
「
林
業
地
帯
」
を
読
む
人
々
の
た
め
に
|
|

わ
が
国
白
山
村
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
お
よ
そ
二
つ
の
型
が
見
ら
れ

る
。
一
つ
の
型
は
い
わ
ば
農
業
と
林
業
が
未
分
化
の
状
態
に
あ
る
「
山

村
」
が
そ
れ
で
あ
づ
て
、
古
島
敏
雄
氏
の
「
山
村
の
構
造
」
に
お
い
て
対

象
と
さ
れ
た
採
草
地
、
燃
料
林
が
、
宅
と
し
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
地
帯
で

あ
り
、
今
一
つ
の
型
は
、
農
業
は
ほ
と
ん
ど
一
言
う
に
足
ら
ず
、
林
業
を
専

業
主
L
て
、
生
計
の
基
礎
を
も
ヲ
ば
ら
林
業
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ぬ
よ
う

な
地
帯
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
「
封
建
性
」
が
根
強
く
残

存
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
従
来

そ
の
社
会
経
済
構
渇
か
社
会
科
学
の
対
象
と
な
ら
す
、
社
会
科
学
の
い
わ

ば
「
空
白
地
帯
」
り
ま
ま
置
忘
れ
ら
れ
た
形
を
と
づ
て
来
た
。
こ
の
点
に

着
目
し
て
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
目
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
す
る
京

hu 
l
 

亮

岡

大
林
業
問
題
研
究
会
は
昭
和
二
八
年
以
降
夏
の
休
み
が
来
る
症
に
山
深
き

村
々
を
訪
ね
、
一
年
に
一
ケ
付
又
は
二
ケ
村
の
実
態
調
査
を
孟
ね
て
来

た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
が
人
文
科
学
研
究
所
の
河
野
、
渡
部
、
吉
田
の
各

所
員
の
編
集
に
よ
ヮ
て
一
刊
の
害
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
南
陽
書
院
の

好
意
に
よ
ヲ
て
刊
行
さ
れ
た
。

出
来
上
ヮ
た
も
の
は
、
近
畿
(
広
義
の
)
民
有
林
地
帯
の
実
蕗
調
査
報
告

と
い
う
形
を
と
ヲ
て
い
る
。
奈
良
県
吉
野
郡
の
川
上
村
、
上
北
山
村
、
「

津
川
村
、
徳
島
県
郡
賀
郡
の
木
商
村
の
実
態
が
、
た
だ
併
列
的
に
な
ら
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
の
調
査
研
究
の
成
果
は
そ
の
背
後

に
争
く
の
調
査
研
究
の
つ
み
か
き
な
り
が
か
く
れ
て
い
る
こ
と
か
指
摘
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
調
査
が
は
じ
め
ら
れ
る
前
段
階
に
お
い
て

既
に
研
究
会
内
の
各
グ
ル
ー
プ
は
各
々
単
独
に
戒
は
共
同
L
て
、
林
業
問

題
を
手
が
け
て
来
た
。
た
と
え
ば
人
文
科
学
研
究
所
白
A
7
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と
す
お
人
類
学
専
攻
者
た
ち
と
経
済
学
部
の
農
業
経
済
学
研
究
室
並
に
医

学
部
の
公
衆
衛
生
学
教
室
で
は
一
の
調
査
グ
ル
ー
プ
と
し
て
吉
野
郡
野
迫

川
村
の
調
査
を
実
施
し
、
叉
医
学
部
の
公
衆
衛
牛
学
教
室
と
経
済
学
部
農

業
経
済
争
研
究
室
と
は
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
京
都
府
与
謝
郡
筒
川
村
(
現

在
伊
根
町
に
合
併
)
と
南
桑
田
郡
宮
前
村
(
現
在
亀
岡
市
に
合
併
)

L

ι

を

調
査
1
、
更
に
教
養
部
社
会
学
教
室
と
経
済
学
部
農
業
経
済
学
研
究
室
と

は
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
宇
治
市
笠
取
地
区
の
調
査
を
共
に
し
て
い
る
。
な

お
各
研
究
グ
ル
ー
プ
は
各
々
単
独
に
山
村
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
社
会
羊
教
室
は
滋
賀
県
東
浅
井
郡
東
草
野
村
を
、
長
学
部
農
林
経

済
学
教
室
は
広
島
県
双
三
郡
布
野
町
そ
の
他
を
、
経
済
学
部
農
業
経
済
学

研
究
室
は
京
都
府
船
井
部
瑞
穂
町
(
旧
櫓
山
地
区
)
を
之
い
う
よ
う
に
。

従
ヲ
て
こ
の
害
物
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
調
査
が
賓
施
さ
れ
る
前
段
階
に

お
い
て
、
既
に
林
業
墳
は
山
村
に
関
す
る
現
備
的
知
識
は
一
応
つ
く
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
と
と
は
重
要
で
あ
る
。
調
査
に
ス
る
に
先
立
ち
林
業
問
題

研
究
の
態
勢
は
整
備
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば

と
の
工
う
な
調
査
に
つ
い
て
の
熟
練
者
達
に
よ
づ
て
構
成
さ
れ
、

L
か
も

各
々
に
共
通
の
問
題
意
識
を
も
ヲ
て
一
村
一
村
主
調
査
を
仕
上
げ
て
い
っ

た
と
い
う
の
が
、
こ
の
調
査
の
生
れ
て
来
た
環
境
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
調
査
は
め
ぐ
ま
れ
た
主
体
的
条
件
の
下
に
賓
施
さ
れ
た
の

で
は
あ
る
が
、
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
木
頭
村
の
調
査
と
最
後
町
一
十
津

川
村
叩
調
査
と
の
聞
に
二
八
年
主
ニ

O
年
と
い
う
三
年
の
開
き
が
あ
り
、

林
業
専
業
地
帯
の
実
態
ー
と
そ
の
性
持

同
じ
〈
林
業
地
帯
と
い
ヮ
て
も
後
れ
た
村
と
進
ん
だ
村
と
の
柑
uヰ
か
明
瞭

に
見
と
ら
れ
る
場
合
、
年
一
年
と
変
説
し
q
つ
あ
る
村
の
表
情
は
、
最
初

の
木
頭
村
で
は
、
よ
り
一
層
そ
の
後
進
性
が
強
調
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
、
最

後
の

f
淳
川
村
は
木
頭
村
に
比
Lrι
よ
り
近
代
性
を
お
び
た
も
の
と

L
て

あ
ら
わ
れ
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
の
調
査
が
同
一
時
点
に
お
い
て
と
ら
え
ら

れ
た
告
村
の
賞
態
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
は
特
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
八
年
に
賓
施
さ
れ
た
木
頭
村
を
わ
た
く
し
の

研
究
室
で
昨
年
寸
二
月
、
本
年
コ
月
に
調
査
し
た
の
で
あ
る
が
、
己
の
一
聞

の
木
頭
村
の
変
化
は
、
電
源
開
発
完
成
の
時
期
に
当
っ
て
い
た
関
係
も
あ

ヲ
て
、
相
当
に
は
げ
し
い
も
の
が
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
、
各
筆
者
の
間

に
あ
る
程
度
の
見
解
の
相
違
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
ヲ
た
伐
畑
慣
習
の
問

題
も
一
層
後
景
に
し
り
ぞ
き
、
こ
れ
を
切
捨
て
て
も
問
題
と
な
ら
な
い
と

こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
確
認
L
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
調
査
対
象
の
先
進
性
と
後
進
性
、
と
白
対
比
に
つ
い
て
は

調
査
時
点
の
相
異
を
特

ι芹
意
L
T一
読
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る

η

こ
の

書
物
の
構
成
に
従
っ
て
そ
の
総
論
的
部
分
で
あ
る
第
一
編
第
一
章
林
業
の

発
展
過
程
、
第
二
草
山
林
の
所
有
と
借
地
林
業
、
第
コ
一
章
山
林
労
働
E
労

働
組
合
主
で
読
み
進
ま
れ
た
読
者
は
、
わ
が
国
有
数
の
先
進
林
業
地
帯
た

る
吉
野
川
統
域
の
林
業
が
ど
の
よ
う
な
発
展
の
経
路
を
辿
ヲ
て
今
日
に
至

ワ
て
い
る
か
、
そ
こ
に
典
型
的
色
い
え
る
資
本
家
的
林
業
、
借
地
林
業
り
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林
業
専
業
地
帯
。
実
態
と
そ
の
性
格

成
立
過
程
を
解
明
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
同
じ
吉
野
郡
の

林
業
で
あ
り
な
が
ら
新
宵
の
木
材
問
屋
に
依
存
し
て
来
た
北
山
及
び
十
津

川
林
業
か
、
慨
し
て
、
木
材
の
流
通
過
樟
を
支
罰
す
る
に
止
ま
っ
た
新
宮
の

木
材
問
屋
が
川
上
村
の
場
合
と
臭
っ
て
積
極
的
に
造
材
過
程
に
ま
で
進
出

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
ヮ
て
、
若
し
く
立
お
く
れ
た
発
展
の
過
程
を
辿
っ

た
点
に
深
い
興
味
を
い
だ
か
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
特
に
川
上
村
に
見

ら
れ
る
山
林
労
働
の
態
秤
は
純
然
た
る
工
場
労
働
者
的
組
織
L
」
意
識
と
の

下
に
、
労
働
協
約
を
取
り
結
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

対
立
は
ま
さ
に
都
市
に
お
け
る
資
本
家
と
労
働
者
と
の
そ
れ
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
読
者
は
こ
の
よ
う
な
典
期
的
に
資
本
主
義
的
な
経
済
構
造

を
も
っ
吉
野
の
、
殊
に
川
上
付
と
、
第
二
編
第
一
章
、
封
建
制
下
の
木
頭

林
業
、
第
二
章
山
林
所
有
と
そ
の
変
造
、
第
三
章
山
林
経
飴
と
労
働
関
係
、

第
四
章
山
林
と
長
地
に
述
べ
ら
れ
る
木
頭
林
業
地
刊
の
経
済
構
造
と
を
対

比
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
禍
当
の
へ
だ
た
り
を
読
み
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
木
頭
村
林
業
を
支
回
す
る
那
賀
川
下
流
の
製
材
業
者
l
山
林
地
主
の

支
配
の
強
固
さ
と
、
そ
の
収
取
の
二
重
性
(
資
本
家
的
、
地
主
的
〉
の
執
助

主
主
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

L
か
も
封
建
性
と
近
代
性
と
の

相
到
の
巾
に
あ
る
木
頭
林
業
も
、
そ
の
後
森
林
組
合
。
分
裂
、
(
那
賀
川

下
流
の
い
わ
ゆ
る
中
島
財
閥
の
支
配
下
に
あ
る
木
頭
森
林
組
合
か
ら
の
木

頭
村
森
林
組
合
、
上
不
頃
村
森
林
組
合
の
独
立
)
、
電
源
開
発
の
た
め
の
ダ

人
建
一
悪
事
業
に
よ
る
労
働
力
需
要
の
増
大
に
よ
ヲ
て
、
者
し
〈
変
耕
を
と
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げ
、
封
建
的
収
取
の
う
ま
味
は
全
〈
と
い
っ
て
よ
い
符
姿
を
消
し
て
い
る

こ
主
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
経
済
構
造
の
比
較
検
討
を
了
っ
た
読
者
は
こ
こ
で
村
の

政
治
と
経
済
に
眼
を
転
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。
第
一
編
第
四
章
第
三
節
村

の
政
治
と
経
済
、
同
章
第
四
節
小
隊
自
治
会
と
階
級
関
係
色
、
第
五
章
第

三
節
武
蔵
部
落
の
社
会
構
造
、
第
二
欄
第
五
章
政
治
と
階
級
関
係
と
を
対

照
し
、
経
済
構
造
の
差
異
が
ど
の
よ
う
に
社
会
意
識
に
或
は
政
治
に
反
映

す
る
か
、
更
に
社
会
意
識
或
は
政
治
の
動
き
は
ど
の
上
う
な
経
済
構
造
に

基
い
て
い
る
の
か
を
再
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
読
者
は
経
済
構
造
白

側
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
近
代
性
」
と
「
封
建
性
」
の
相
周
か
上
部
構

造
の
上
に
も
、
そ
の
ま
ま
反
映
し
、
或
は
よ
り
い
き
い
き
と
現
象
し
て
い

る
こ
と
を
読
み
と
ら
れ
る
こ
1

乙
で
あ
る
う
。
「
政
治
E
階
紘
関
係
」
に
担

い
て
あ
ぎ
や
か
に
え
が
か
れ
て
い
る
山
林
解
放
闘
争
を
め
ぐ
る
政
治
の
動

き
、
社
会
党
村
長
に
よ
る
村
の
政
治
支
配
は
上
北
山
村
の
山
林
解
放
闘
争

と
同
じ
く
、
一
場
の
夢
に
化
し
は
し
た
が
、
そ
の
後
の
村
の
政
治
情
勢
の

変
化
は
堅
置
に
歩
一
歩
前
進
し
て
い
る
こ
と
を
わ
た
〈
し
た
ち
の
行
ヮ
た

そ
の
後
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
認
め
ざ
る
を
得
な
レ
。

最
後
に
読
者
は
第
四
章
第
五
節
上
北
山
村
の
生
活
状
態
、
第
五
章
第
四

節
十
津
川
村
の
生
活
状
態
、
第
二
編
第
六
章
生
活
及
び
医
療
の
賓
態
に
辿

り
つ
か
れ
る
。
こ
の
生
活
資
態
の
調
査
の
み
が
、
主
主
し
て
対
象
と
な
ヲ

た
三
ケ
村
を
全
く
同
一
の
メ

γ
パ
ー
に
よ
る
文
完
全
に
同
一
の
方
法
論
を



川
崎
て
す
る
賀
態
把
掻
で
あ
ヮ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
統
一
あ
る
視
角
に
立

ワ
て
の
比
較
検
討
刊
か
な
き
れ
得
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
自
身
も
調
査
対

象
主
な
っ
た
三
村
の
生
活
貿
態
が
こ
の
各
々
の
格
済
構
造
主
そ
の
性
絡
を

E
の
土
う
に
反
映
す
る
か
を
興
味
を
以
て
吟
味
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
殊

に
三
ケ
村
の
婦
人
の
地
位
、
婦
人
労
働
の
軽
重
の
比
較
は
教
え
ら
れ
る
と

と
ろ
が
多
か
っ
た
。

以
l
h

の
よ
う
な
読
み
万
は
骨
古
オ
1
ソ
ド
ァ
グ
ス
た
読
み
方
で
あ
る

が
、
こ
の
方
向
を
全
く
逆
に
読
み
進
ん
で
行
く
こ
と
も
興
味
が
あ
ろ
う
、

最
も
具
体
的
に
旅
行
者
の
限
に
も
先
ず
と
び
こ
ん
で
来
る
山
深
き
村
々
に

住
む
人
々
の
生
活
の
あ
り
方
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
各
々
の
も
つ
生
活
態

容
の
相
違
が
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
か
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
ヲ
て
、
そ
の

経
済
構
造
、
そ
の
歴
史
的
変
化
に
及
ぶ
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
叉
特

に
歴
世
に
興
味
を
ょ
せ
ら
れ
る
読
者
は
こ
の
書
物
の
歴
史
叙
述
の
部
分
を

ぜ
ク
ク
ア
ッ
プ

L
て
川
上
村
を
主
と
し
て
対
象
と
す
る
第
一
編
第
一
章
第

一
節
封
建
制
下
の
吉
野
林
業
と
、
第
四
章
第
二
節
徳
川
時
代
。
上
北
山
村

、
第
五
章
第
二
節
明
治
維
新
と
十
蔀
川
村
、
第
三
編
第
一
章
封
建
制
下
の

木
頭
林
業
主
読
ま
れ
た
後
、
主
と
し
て
十
津
川
村
を
対
象
正
し
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
林
業
の
資
本
主
義
的
発
展
の
過
程
を

適
確
に
と
ら
え
て
い
る
第
一
編
第
一
章
第
三
節
資
本
主
義
夫
-
吉
野
林
業

を
、
そ
し
て
最
後
に
統
制
経
済
下
の
日
本
林
業
の
あ
り
方
を
代
表
す
る
戦

時
戦
後
の
吉
野
林
業
と
い
っ
た
形
で
読
ま
れ
る
な
ら
ば
、
現
在
迄
主
と
ま

林
業
専
業
地
帯
の
実
態
と
そ
の
位
格

ヲ
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
居
ら
な
い
日
本
林
業
発
達
の
歴
史
を
地
域
こ
そ
限

定
さ
れ
て
い
る
が
美
事
に
一
系
列
に
つ
づ
ヮ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

更
に
山
林
の
所
有
に
つ
い
て
は
、
農
学
部
の
林
政
与
を
専
攻
さ
れ
る
半

田
助
教
授
が
、
士
地
台
帳
を
も
と
、
と
し
た
ま
こ
と
に
克
明
な
分
析
を
錯
約

的
に
取
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
林
業
経
済
の
最
も
基
礎
的
研
究
に

貴
重
な
業
讃
を
加
え
ら
れ
た
も
の
〉
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
同
一
視
角
の
下
に
見
ら
れ
た
各
村
の
山
林
所
有
の
比
較
は
わ
れ
わ

れ
に
多
く
の
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。

以
上
こ
の
書
物
の
構
成
の
よ
か
ら
こ
こ
ろ
み
に
読
者
が
ど
の
よ
う
に
読

む
こ
と
が
の
ぞ
宜
し
い
か
を
一
目
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
書
物

が
一
体
と
の
よ
う
な
社
会
科
学
上
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

簡
単
に
ふ
れ
て
見
た
い
。

洞
野
氏
も
こ
の
書
物
の
序
に
お
い
て
の
ベ
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
。
わ
が

国
の
社
会
科
学
は
、
し
た
が
ヲ
て
宝
た
わ
が
国
の
社
会
的
資
践
は
、
林
業

地
帯
が
な
げ
か
け
る
問
題
を
正
し
く
と
り
あ
げ
、
誤
り
な
き
方
向
づ
け
を

あ
た
え
て
来
た
k
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
わ
が
国
の
長

地
改
革
は
山
林
所
有
の
問
題
を
あ
た
か
も
一
種
の
タ
プ
1
視
し
て
、
こ
れ

を
き
付
て
通
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
封
建
的
関
係
は
、
山
林
地
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林
蕗
専
業
地
帯
の
実
態
と
そ
の
他
椅

帯
を
主
要
な
地
盤
と
L
T
残
存
し
た
之
い
う
見
解
が
生
れ
、
こ
こ
か
ら
叉

こ
の
こ
と
を
主
要
な
根
拠
と
し
て
、
戦
後
の
農
地
改
甘
干
の
果
し
た
積
極
的

な
役
割
を
全
く
認
め
な
い
見
解
す
ら
生
れ
て
来
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見

解
に
対
し
て
、
こ
れ
が
「
は
た
し
て
事
責
に
よ
ヮ
て
正
当
に
裏
づ
け
ら
れ

た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
叉
こ
う
い
う
見
解
か
ら
導
吾
出
き
れ
る

社
会
的
責
践
を
わ
た
し
士
ち
は
有
効
な
も
の
と
認
め
る
乙
主
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
か
。
L

と
い
う
疑
問
は
社
会
科
学
者
k
し
て
当
然
い
だ
か
ざ
る
を

得
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
社
会
科
学
者
の
答
え
る
、
由
は
、
山
林
地
帯
。

を
賢
地
に
踏
査
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
事
賓
の
物
語
る
と
こ
ろ
を
虚
心
に

き
く
こ
と
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
既
成
観
ム
品
に
も
と

ず
く
論
理
で
は
な
く
て
、
事
費
に
も
之
ず
く
論
陣
を
ひ
き
出
す
こ

ιが
必

要
で
あ
る
。

こ
の
害
物
は
上
述
の
意
図
に
対
し
て
、
未
だ
十
分
と
は
言
え
ぬ
が
、
事

貨
に
よ
ヮ
て
、
従
フ
て
理
論
を
お
し
つ
け
る
こ
之
な
く
、
あ
る
程
度
の
成

果
を
あ
げ
て
い
る
も
の

ι見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
地
域
と
し
て
は
関
西
の
林
業
地
帯
に
か
ぎ
ら
れ
、
そ
れ
も
民
有
林

の
発
展
し
た
二
つ
の
地
帯
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど

も
、
こ
の
二
つ
の
地
帯
の
う
ち
、
こ
と
に
古
野
林
業
地
帯
は
わ
が
国
に
お

け
る
最
も
先
進
的
な
民
有
林
地
帯
で
あ
り
、
最
も
資
本
主
義
的
林
業
の
勢

畏
し
た
地
帯
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
林
業
の
発
展
が
ど
の
土
う
な
経
路
を
山
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ヮ
て
来
た
か
、
又
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
を
明
か
に
し
た
こ
k
は
、
目

本
資
本
主
義
発
達
史
の
空
白
を
埋
め
た
こ
と
と
な
り
、
大
き
く
い
え
ば
日

本
資
本
主
義
の
構
造

J

把
握
に
た
い
し
て
、
新
し
い
視
点
を
導
き
人
れ
る
に

役
立
ヲ
た
こ
と
に
も
な
る
。
更
に
こ
の
地
域
に
比
較
L
て
新
興
の
林
業
地

帯
と
し
て
、
吉
野
郡
白
上
北
山
村
、
十
津
川
村
及
び
徳
島
県
木
頭
村
の
林

築
地
帯
ι官
、
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
ヮ
て
、
お
〈
れ
た
林
業
の
急
速
な
発

展
、
日
本
林
業
の
方
向
を
あ
と
づ
け
、
林
業
の
あ
り
方
を
広
い
地
盤
の
上

で
検
討
す
る
可
間
性
を
あ
た
え
て
く
れ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

従
ヮ
て
調
査
地
域
の
狭
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
か

な
り
広
範
囲
に
、
叉
前
進
的
に
、
後
れ
た
山
村
地
帯
の
将
来
の
見
取
図
と

し
て
、
多
く
を
学
び
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
や
り
れ
る
。

要
す
る
に
こ
の
書
物
の
社
会
科
学
上
の
開
題
提
起
LJ
ご
し
て
は
、
第
一
に

従
来
の
山
村
経
済
の
質
態
把
握
が
、
ほ
と
ん
ど
農
業
、
林
業
の
未
分
化
状

態
に
あ
る
、
即
ち
林
業
専
業
へ
の
傾
斜
を
も
た
な
い
か
、
戒
は
持
つ
邑
し

て
も
常
に
農
業
へ
の
執
着
キ
捨
て
妄
り
得
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
山
柑
」
を

対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
と
の
書
物
は
林
業
専
業
地
時
を
対
象
と
し

て
、
と
ら
え
て
い

Z
こ
色
。
第
二
に
、
第
一
の
問
題
と
世
接
に
結
び
つ
い

て
、
従
来
の
山
村
の
経
済
構
造
の
把
慌
が
、
著
し
く
封
建
性
」
の
方
向

に
傾
き
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
ヲ
た
こ
と
、
そ
れ
は
採
草
地
、
薪
炭
林
に
重

点
が
指
向
さ
れ
士
こ
と
と
関
連
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
っ
返
代
性
」
の
方
向

が
無
視
乃
至
困
却
視
さ
れ
す
ぎ
る
結
果
が
生
れ
て
く
る
が
、
林
業
に
観
点



を
移
す
場
合
、
同
じ
く
山
村
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
賓
態
を
示

す
も
の
と
は
言
え
ぬ
こ
と
が
、
こ
の
書
物
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
。
と
の
書

物
の
一
市
す
と
こ
ろ
は
、
後
進
林
業
地
帯
に
お
い
て
も
、
「
近
代
性
」
左
「
封

建
性
」
の
相
殖
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
前
者
の
の
び
ゆ
く
結
果
L

と
し

て
、
在
換
え
し
て
行
〈
過
程
で
あ
る
。
第
三
に
こ
の
書
物
は
、
同
一
の
対

象
を
各
専
門
分
野
か
ら
各
々
独
自
の
方
法
論
に
寸
脚
し
て
と
ら
え
て
い
る

の
で
あ
る
が
.

U

河
象
に
あ
く
ま
で
忠
負
に
取
り
く
ん
だ
結
果
と
し
て
、
多

少
の
耳
解
の
相
違
を
一
訴
し
な
が
ら
も
、
大
体
に
お
い
て
統
一
し
た
方
向
を

指
し
示
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
四
に
従
来
の
山

村
の
賢
態
把
握
が
経
済
学
的
な
把
握
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
学
的

把
慢
の
色
彩
を
濃
厚
に
持
ヲ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
L
、
こ
の
書
物
に

お
い
て
は
、
経
済
学
的

r適
確
な
杷
射
を
主
要
目
標
、
と
し
て
、
そ
わ
が
成

功
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
之
は
重
要
で
あ
る
。

読
者
は
こ
の
書
物
に
土
フ
て
、
山
深
き
吉
野
に
、
又
か
つ
て
は
平
家
の

落
武
者
の
住
む
と
っ
た
え
ら
れ
た
人
旦
は
な
れ
た
木
頭
に
、
資
本
主
義
の

は
げ
し
い
沈
れ
の
ぶ
ち
あ
た
ヲ
て
行
〈
様
相
を
読
み
も
乙
ら
れ
、
そ
f
か
ら

山
村
に
お
け
る
「
近
代
性
」
の
無
恒
例
L
得
血
事
官
を
理
解
せ
ら
れ
土
こ
と

主
考
支
る
。
こ
の
書
物
は
、
上
述
の
如
き
一
の
新
風
を
宇
界
に
吹
き
こ
む

で
あ
右
う
と
い
う
意
味
で
は
、
啓
蒙
白
書
主
名
づ
け
て
誤
り
と
は
言
え
ぬ

で
あ
ろ
う
。

林
業
専
業
地
帯
の
実
態
唱
と
そ
の
佐
裕

最
後
に
こ
の
書
物
が
は
た
し
、
叉
は
た
ず
で
あ
る
う
わ
が
闇
社
会
科
学

の
一
夢
前
進
を
十
分
許
価
し
た
上
で
、
な
お
今
一
歩
前
進
せ
し
め
る
た
め

の
若
干
の
希
望
を
の
ベ
亡
お
く
な
ら
ば
、
工
業
部
門
に
対
比
し
て
お
く
れ

た
わ
が
酉
農
林
漁
業
の
三
原
始
産
業
の
う
ち
、
漁
業
、
林
業
は
農
業
に
比

し
て
、
大
規
援
な
企
業
家
的
奪
回
の
優
位
は
動
か
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

農
業
に
お
い
て
は
、
殊
に
水
稲
栽
棋
の
場
合
、
経
営
大
規
模
化
が
著
し
く

立
ち
お
く
れ
て
周
り
、
執
劫
に
生
き
の
び
て
い
る
小
規
模
農
業
は
稲
葉
林

業
と
か
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
品
事
賞
が
、
よ
り
深
く
究
明
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
小
規
護
法
業
か
ら
生
れ
る
季
節
的
過
剰
人
口
は

林
業
漁
業
へ
の
指
働
力
の
最
大
の
給
源
で
あ
り
、
叉
そ
の
低
賃
銀
の
基
盤

で
あ
る
こ
と
に
焦
点
を
お
い
た
研
究
が
期
持
さ
れ
る
。
第
二
に
林
業
経
済

の
国
で
軍
要
な
課
題
は
、
固
有
林
地
帯
と
、
共
有
林
(
町
村
有
林
、
部
落
有

林
)
に
ウ
ヰ
イ
ト
の
あ
る
地
帯
、
世
び
に
こ
の
書
物
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た

民
有
林
地
帯
と
の
対
比
で
あ
る
。
同
じ
く
林
業
地
情
、
と
い
ヮ
て
も
、
そ
こ

に
村
の
経
済
構
造
の
上
に
、
林
業
叶
一
産
力
の
上
に
、
更
に
村
民
の
生
活
資

態
、
及
び
意
識
の
上
に
相
当
の
ひ
ら
き
を
見
る
の
で
あ
ヲ
て
、
こ
の
調
査

に
お
い
て
も
上
北
山
村
の
小
橡
地
ほ
れ
と
川
上
村
の
相
達
、
戒
は
同
じ
凹
園

の
林
業
地
帯
に
位
置
を
L
め
な
が
ら
民
有
林
地
帯
の
代
表
と
見
ら
れ
る
木

頭
林
業
と
、
国
有
林
を
中
心
と
す
る
高
知
林
業
と
の
差
異
が
問
題
で
あ
る
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林
業
専
業
地
帯
の
実
鶴
唱
と
そ
の
性
格

ぅ
。
こ
の
意
味
で
こ
の
林
業
問
題
研
究
会
が
更
に
次
の
目
標
を
国
者
林
地

帯
、
共
有
林
地
帯
へ
と
漸
次
そ
の
調
査
の
枠
を
お
し
ひ
ろ
げ
る
と
共
に
、

更
に
採
草
地
り
意
義
の
な
お
十
分
に
認
め
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
山
村
」
地

帯
主
一
今
一
度
新
た
な
る
視
角
を
以
て
見
直
し
て
み
る
こ
と
が
是
非
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
古
い
伝
統
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
、
「
封
建
性
」
の
重

圧
に
あ
え
い
で
来
た
わ
が
国
の
長
山
漁
村
も
年
一
年
と
衣
換
え
を
行
ヮ
て

来
て
い
る
。
世
界
の
め
主
ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
社
会
経
済
の
変
転
は
直
接

間
接
に
休
み
な
く
、
山
に
海
に
平
場
に
そ
の
影
響
を
あ
た
え
つ
つ
あ
る
現

在
、
社
会
科
学
の
理
論
は
現
賞
に
追
い
つ
く
こ
と
に
お
わ
れ
て
い
る
の
が

賢
状
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
は
休
む
こ
と
な
〈
常
に
現
賓
を
直
視
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
今
な
お
多
く
の
村
で
見
ら
れ
る
「
封
建
性
」
と

「
近
代
性
」
の
は
げ
し
い
抗
争
の
巾
か
ら
、
過
告
の
そ
れ
で
は
な
〈
、
次

に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
へ
の
前
進
を
、
如
何
に
微
刺
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う

L
見
落
す
こ
と
な
く
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
「
封
建
性
」

の
諸
現
象
の
い
わ
ば
脱
皮
作
用
が
た
え
ま
な
く
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
脱

皮
さ
れ
衣
換
え
し
た
「
封
建
性
」
は
一
枚
そ
の
衣
を
と
れ
ば
「
近
代
性
」

の
内
賓
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

吉
野
川
上
林
業
の
蓄
積
せ
ら
れ
た
資
本
は
、
「
封
建
性
」
の
う
ま
味
を

十
分
殴
い
つ
く
し
た
後
、
四
国
の
林
業
へ
と
西
一
進
す
る
u

こ
こ
で
も
す
で

に
限
界
に
来
た
「
封
建
怯
」
の
う
ま
味
は
、
木
頭
林
業
の
チ
ャ

ν
ぜ
オ

ν

第
七
十
八
巻

第

一号

七
プミ

二
九
四

Y
氏
を
し
て
、
更
に
西
に
限
を
む
け
さ
せ
、
九
州
の
熊
本
、
大
分
等
の
山

林
地
帯
に
投
資
対
象
を
移
動
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
文
四
国
に
渡
っ
た

吉
野
林
業
資
本
も
同
じ
く
九
州
へ
と
そ
の
鋭
い
吸
角
を
差
L
む
け
て
い
る

と
き
い
て
い
る
。
資
本
家
的
な
利
潤
追
求
で
満
足
す
べ
き
は
ず
の
近
代
林

業
家
は
過
長
の
封
建
的
収
取
の
う
ま
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
対
象
を
九

州
山
林
地
帯
に
集
中
し
て
行
き
つ
つ
あ
る
の
が
現
在
の
状
況
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
や
が
て
そ
の
限
界
に
つ
き
あ
た
る
の
は
眼
に
見
え
て
い
る
の
で
あ

る
が
。
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