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人
類

の
土
地
に
及
ぼ
す
影
響

小

川

療

治

地
L
人
と
の
間
に
行
は
れ
る
相
互
的
係
は
二
蓋
で
'
土
地
即
ち
窮
境
が
人
概
の
生
活
に
影
響
し
て
ゐ
る

～J同
時
.IJ

人
粕
取
活
も
亦
土
地
に
影
響
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
和
瓦
醐
係
は
共
に
極
め
て
密
接
に
重
り
食
っ
て
宜
に
切
り
離
し
て
周

へ
難

い
の
で
あ
る
｡
然
れ
ど
も
之
を
約
言
す
れ
ば

1
枚
に
人
鵜
の
環
境
か
ら
改
む
る
鷹
響
心
人
文
の
進
化
と
共
に
減

少
す
る
傾
向
計
石
し
､
之
に
反
し
て
窮
境
を
生
活
に
通
常
す
る
状
態
に
襲
化
す
る
能
力
の
増
進
す
る
傾
向
を
有
し
'

従
っ
て
人
粕
の
自
然
に
及
ぼ
す
影
響
は
文
化
の
高
ま
る
と
共
に
増
進
L
p
終
に
我
々
が
今
日
放

い
て
見
る
地
形
個
上

に
歴
々
と
認
む
る
如
き
･人
相
の
土
地
に
輿

へ
た
印
象
を
生
じ
た
露
で
あ
る
O

試
に
我
が
陸
地
測
量
部
刊
行
の
二
商
五
千
分

]
叉
は
五
番
介

一
地
形
樹
の
敷
板
を
拭

い
で
此
の
立
場
か
ら
看

1
着

せ
よ
O
六
大
都
市
そ
の
他
の
人
口
翻
案
な
地
区
の
樹
上
に
記
入
さ
れ
た
種
々
の
人
頬
の
生
活
と
活
動
を
藩
政
す
る
事

項
の
繁
多
に
し
て
複
雑
な
る
唯

だ鴛
駿
す
る
の
介
な
し

之
を
離
れ
た
山
絞
地
の
み
を
含
む
固
幅
に
亘
っ
て
､
道
路

網
の
疎
ら
と
な
る
と
共
に
取
落
も
少
-
p
耕
地
の
両
臆
も
狭
-
笹
る
を
撃

孔
る
O
然
れ
ど
も
現
在
.の
日
本
内
地
で
は

人
粉
の
土
地
に
及
ぼ
す
雛
響

]先



地

球

第
五
懸

些
三
城

一九O

こ

金
-
人
相
の
足
跡
.官
紀
も
､
葬
斤
の
痕
跡
の
な
い
盛
は
殆
ん
ど
な
い
位
で
'
所
謂
日
本
ア
ル
プ
ス
の
郷

旦
南
幌
地
域

に
至
っ
て
も
P
狗
-
登
山
熟
の
昂
進
に
よ
､｡
年
々
多
数
の
饗
聾
者
を
出
し
つ
1
あ
る
の
み
な
ら
ず
'
水
力
電
鼠
事
業

の
為
め
に
峡
谷
を
穿
ち
水
温
を
簸
-
如

き
作
薬
は
幽
筏
の
仙
境
を
打
破
せ
ず
ん
は
止
ま

ざ
る
暴
威
を
揮
ひ
っ
ゝ
あ
る

嘗
て
本
誌
第
二
幕
第
四
淡
に
掲
げ
た
大
阪
近
傍
の
地
質
樹
を

13
番
分

一
二

画

分

1
叉
は
五
嵩
卦

7
地
形
間
に
封

麿
さ
る
ゝ

な
ら
ば
明
白
な
る
如

-'
大
阪
市
街
の
西
部
に
現
存
す
る
土
地
は
淀
川
大
和
川
及
び
武
雄
川
か
ら
放
出
す

る
土
砂
に
埋
没
し
て
行
-
大
阪
圏
の
東
北
隅
の
海
岸
に
人
力
を
加
へ
て
新
田
を
榊
き
溝
渠
を
設
け
で
耕
地
を
造
っ
た

後
に
､東
に

一
鍵
し
て
商
工
業
の
目
的
に
利
用
さ
る
1
こ
と
と
な
っ
た
｡海
岸
線
の
翰
廓
は
人
力
に
よ
っ
て
大
に
鍵
化

し
そ
の
上
に
行
は
れ
る
人
糖
の
生
活
状
態
の
噂
化
と
共
に
土
地
の
形
潜
が
幾
た
び
も
塵
化
し
た
の
は
貨
に
顕
著
で
あ

る
｡
就
中
月
等
年
間
に
河
村
瑞
軒
が
安
治
川
を
開
き
天
保
年
聞
に
之
を
唆
探
し
た
土
抄
で
天
保
山
を
築
き
､
明
治
に

な
っ
て

-
妃
に
大
突
堤
を
築

い
て
贋
大
総
針
路
と
内
港
を
抱
き
､
新
淀
川

の
河
迫
を
開
い
て
地
形
は
最
も
激
甚
L･+
ち

塵
化
を
毒
し
た
｡

人
粕
の
影
響
に
よ
る
土
地
の
嘩
化
を
禰
組
織
立
っ
て
研
究
し
た
貨
例
は
ヰ
ン
メ
〝
氏
の
歴
史
的
風
紋
諭

H
ist.㌻il

scheL
and
sch
aftsk
un
d
e
(
7
八
八
五
)
に
見
る
が
如
-
､
歓
洲
の
歴
妃
時
代
に
累
ね
た
塵
遷
は
監
-
べ
き
も
の
で

あ

ゎ
'
又
た
ヰ
氏
の
筆
を
描

い
た
彼
に
曙
加
し
た
蛾
濫
鋼
の
畿
蓮
に
よ
っ
で
生
じ
た
地
園
の
単
軸
に
至
っ
て
は
等
低

紀
以
内
に
行
は
れ
柁
人
甜
仰銘
刀カ
の
結
果

-
は
信
じ
ら
れ
ぬ
-
で
に
面
目
を

山
新
し
た
と
い
ひ
得
る
0



聾
例
を
刺
巻
し
凍
れ
ば
際
限
が
な
い
か
-
鮎
-
之
を
撒
-
1
入
組
の
出
現
彼
に
行

っ
た
土
地
の
塵
形
を
ク
ー
レ

W
.
u
le
比
に
従
っ
て
虚
業
に
よ
る
塵
形
と
工
米
商
業
及
び
交
通
に
よ
る
塵
形
と
に
区
別
し
て
同
氏
の
挙
げ
た
概
嘘
を

左
に
祖
述
す
る
に
止
め
る
｡

-
人
類
の
生
活
に
直
接
映
-
可
ら
ざ
る
は
衣
食
住
の
三
者
で
特
に
食
物
お
安
盆
に
独
る
漁
は
農
薬
に
よ
っ
て
開
か
れ

た
の
で
あ
る
.

1
定
の
植
物
を
人
工
で
栽
培
す
る
新
作
は
自
然
の
捕
物
の
粗
食
せ
方
を
破
壊
す
る
を
君
放
し
.
此
の

関
係
は
往
々
に
し
て
或
る
地
域
の
穐
物
景
観
を

一
療
す
る
｡
北
支
那
'
沸
洲
'

ハ
ン
ガ
リ
ー
､
甫

p
シ
ア
の
如
き
贋

大
な
る
葦
原
札
は
之
に
近
似
し
た
樹
木
の
元
来
稀
少
な
魔
で
は
農
業
の
進
歩
に
ま
わ
底

魚
は
激
嘩
せ
ぬ
場
合
も
あ
る

那
,
大
抵
は
先
づ
森
林
を
伐

-
付
し
て
貼
る
彼
に
敷
物
の
種
を
蒔
-
の
順
序
で
あ
る
｡
従
っ
て
農
業
の
進
歩
は
以
前

に
森
林
地
で
あ
っ
た
塵
の
両
目
を
金
-

1
担
す
る
を
常
と
す
る
｡

希
臓
'
伊
太
利
'
覇
逸
等
は
そ
の
歓
洲
に
於
け
る

貨
例
で
'
他

の弧
簡
地
方
の
御
磨
Lj,る
人
口
を
有
す
る
地
区
も
亦
柁
多
-
は
久
L
-
白
然
の
穐
物
群
を
失
ひ
耕
作
植

物
の
み
が
暢
茂
す
る
こ
と
1
L･4
つ
吾
｡
比
の
闘
係
は
植
物
#
膏

の
旺
盛
な
勲
萌
地
力
の
人
口
が
稀
紬
で
住
民
の
文
化

程
度
の
低
い
盛
で
は
独
樽
の
如
-
著
し
か
ら
ぬ
の
は
人
力
と
天
然
カ
と
の
関
係
が
温
帯
と
敵
珊
と
に
於
で
正
反
射
な

る
満
め
で
あ
る
0

人
碑
が
自
然
界
に
婁
形
を
超
す
作
用
を
観
る
に
故
意
に
出
で
､

1
定
の
日
的
な
有
す
る
活
動
か
ら
窟
按
に
生
や
る

人
妹
の
土
地
に
及
ぼ
で
財
響

Ii
t

毘



地

<
癖

第
五
懸

軍

二
組

室

四

場
食
の
介
に
間
接
に
諏
意
識
的
に
日
的
以
外
の
結
成
を
生
ず
る
損
金
が
頗
之
あ
る
を
免
れ
ぬ
｡
時
と
し
.P
.比
の
棟
者

の
結
果
が
案
外
に
著
大
で
'
或
る
目
的
が
あ
っ
て
取
っ
た
行
動
が
人
相
の
生
活
に
何
日
か
ら
ぬ
不
利
益
な
結
果
を
無

意
識
的
に
招
致
せ
ね
と
は
限
ら
ぬ
O

無
意
識
的
,J
行
ふ
弊
化
の

1
は
耕
作
植
物
の
栽
培
が
種
々
患
草
の
教
生
哲
促
し
た
み
へ
森
林
の
樹
木
を
伐
探
し
た

馬
め
に
下
化
生
の
潅
木
草
本
飯
の
種
物
量
郡
を
滅
却
す
る
等
の
軍
資
に
認
め
る
O
植
物
鼎
に
此
の
如
き

牽
化
を
生
す

れ
ば
之
に
件
ふ
て
動
物
界
も
亦
克
鼻
化
を
改
む
る
は
常
食

の径
路
で
あ
る
.
森
林
の
伐
採
は
之
に
棲
息
し
た
野
獣
の
-

生
存
倹
件
を
奪
ふ
こ
と
に
な
っ
て
.'
時
と
し
て
は
或
る
地
方
の
動
物
群
の
絶
滅
を
若
き
起
す
に
重
り
得
る
O
勿
論
野

獣
及
び
禽
粗
の
絶
滅
に
は
原
始
的
文
化
時
代
の
必
欝
か
ら
今
日
ま
で
存
疏
す
る
狩
猟
地
価
が
之
に
加
は
ゎ
､
故
意
に

狩
-
韮
す
傾
向
も
あ
っ
て
'
箇
々
の
地
域
に
於
で
仝
-
粥
乾
し
去
っ
た
動
物
の
種
稗
は
敗
に
頗
る
多
-
､
今
術
は
倍

絶
滅
種
数
の
増
進
す
る
の
み
で
あ
る
｡
今
日
行
は
る
.4

独
匝
及
び
費
徽
院
の
設
定

の如
き
は
比
の
傾
向
を
緩
和
す
る

に
鎗

-
有
効
と
は
見
え
ぬ
.

動
物
界
に
於
け
る
此
の
城
少
絶
滅
の
傾
向
と
反
射
に
人
類
の
干
渉
に
よ
っ
て
或
る
地
方
に
意
識
的
及
び
無
意
識
的

に
特
殊

の種
を
増
加
す
る
塊
合
も
な
い
で
は
な
い
O
ベ
ル
ク
提
督
が
探
検
の
根
接
地
と
し
て
灘
入
場
即
ち
小
笠
原
嶋

に
綻
･9
..
此
に
艦
隊
を
部
泊
せ
し
め
た
間
に
放
牧
し
た
豚
が
そ
の
後
に
野
勘
化
し
た
漸
増
櫨
そ
の
]
例
で
､
此
の
他

鼠
や
雀
な
ど
が
那
花
に
瓜耶
大
審
息
し
た
揚
倉
も
珍
ら
し
-
な
い
0



穀
物
栽
培
の
臼
的
で
行
は
れ
る
伐
林
は
往
々
努
力
の
省
城
の
馬
め
に
焼
林
の
方
綾
が
之
に
代
は
-
'
英
圃
移
住
者

が
ア
パ
ラ
チ
ア
の
森
林
を
焼
い
て
登
米
利
印
度
人
を
駆
逐
し
っ
ゝ
耕
地
を
開
墾
し
た
場
食
に
此
の
方
法
が
頗
る
好
ん

で
行
ほ
れ
た
｡
内
壁
古
の
熱
河
に
隣
接
し
た
圏
域
で
支
那
移
住
民
が
精
違
算
卸
猟
場
の
森
林
を
焼
き
排
ふ
賓
況
お
目

擬
し
て
､我
々
は
ク
ー
パ
ー
等
の
北
米
洲
小
説
家
の
措

い
た
光
最
を
精
紡
す
る
こ
と
が
出
来
た
0
滴
洲
の
白
餅
山
を
幽

ウ
オ
チ

む
原
始
林
は
清
洲
静
で

寓

集

と
呼
び
'
轡
蒼
化
る
針
葉
樹
林
が
海
路
千
米
以
上
の
高
虚
を
占
め
'
そ
の
下
は
相
そ
の

他
の
滞
栗
林
で
秋
閑
は
3-言

頃
両
者
の
色
彩
の
封
照
奇
観
密
室
す
る
が
'
そ
の
東
部
の
我
々
の
所
謂
間
鴨
と
呼
ぶ
地

方
は
朝
鮮
人
が
移
任
し
て
碑
は
日
放
き
に
拘
は
ら
す
､
綻
斜
を
成
し
化
成
陵
地
の
部
分

は
大
抵
秀
頼
を
見

ざ
る
ま
で

伐
捺
さ
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
場
合
で
は
虎
狼
等
の
猛
鉄
の
棲
息
を
妨
ぐ
る
意
味
で
焼
き
沸
ほ
れ
た
部
分
が
少
-
な
か
つ

た
と
想
ほ
れ
た
.

比
の
如
き
伐
林
と
趣
を
典
に
す
る
も
の
は
日
本
の
山
接
地
に
行
は
る
～
植
林
を
件
ふ
伐
林
で
､
紀
伊
半
島
の
束
部

宮
川
の
上
雄
は
大
壷
ケ
原
の
頂
上
に
及
ぶ
ま
で
明
治
三
十
四
年
頃
に
僻
は
原
始
林
の
状
勢
を
保
存
し
て
ゐ
陀
C'
然
る

に
そ
の
東
側
の
紀
の
川
即
ち
普
野
川
の
流
域
は
土
倉
氏
の
カ
で
伐
林
に
置
い
て
柏
林
を
行
ひ
､
板
材
の
輪
伐
な
行
ひ

っ
1
あ
っ
て
､ー
森
林
に
蔵
は
れ
陀
斜
面
は
樹
齢
を
異
に
し
化
艶
段
か
に
整
然
と
区
別
さ
る
11
人
工
的
森
林
に
化
し
て

ゐ
柁
部
分
が
頗
多
か
つ
た
?
,
常
時
比
の
両
者
の
中
間
に
位
す
る
と
想
ほ
れ
た
の
は
太
平
洋

(鹿
野
灘
)
に
向
つ
た
斜

九
轍
の
土
粕
に
及
ぼ
す
影
響

]豊

乱



地

′

球

鮮
五
魯

第
三
娩

一
台

洗

面
で
あ
る
｡
此
虚
で
路
従
来
放
ち
倒
し
た
材
木
を
通
常
な
挨
流
に
積
み
出
し
て
そ
の
暴
紋
を
利
用
し
て
日
魚
に
流
し

落
す
途
の
な
か
っ
た
馬
め
に
発
汗
の
人
ら
甘
ん
だ
の
が
､
水
車
粟
を
仕
掛
叶
で
板
線
藍

nJ
-
林
道
を
開
い
て
'
入
梅

の
カ
で
躍
出
す
る
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
ゝ
な
っ
て
'
急
激
.i
刑
梶
等
の
原
始
的
林
木
を
伐
探
し
て
杉
の
梅
林
な
行

ひ
っ
ム

あ
っ
た
C･
比
の
貸
例
で
日
本
森
株
の
粧
浄
化
す
る
経
路
の
方
向
を
認
知
す
る
を
得
る
と
同
時
に
､
を
の
林
細

の
政
塵
す
る
状
況
を
も
了
解
す
る
に
足
か
も
の
で
あ
っ
た
cJ

筏
林
の
気
候
に
及
ぼ
す
影
響
の
有
害
な
る
は
座
認
め
ら
れ
る
所
で
､
塵
が
満
め
河
水
の
汎
濫
を
家
し
河
道
に
沿
ふ

た
平
地
の
荒
廟
を
起
す
に
至
る
の
は
繰
言
を
要
せ
ぬ
O

開
盛
不
十
分
で
森
林
に
乏
し
い
地
域
に
於
け
る
新
作
に
件
ひ
畿
蓬
す
る
海
況
と
之
と
反
射
に
,温
潤
に
過
ぎ
て
況
紬

地
を
成
し
LJ
土
地
の
疏
水
と
む
亦
た
自
然
の
植
物

とそ
の
地
独
と
を
塵
化
す
る
例
で
あ
る
｡
前
者
は
粥
月
内
海
地
域

の
地
形
問
に
現
は
る
1
大
小
無
数
の
地
で
'
歌
光
岡
洲
の
氷
期
堆
石
に
件
ふ
て
自
然
に
出
家
た
も
の
と
登

-
性
質
を

異
に
し
た
人
工
的
池
沼
で
あ
る
の
が
面
白
い
｡
見
た

一
厨
入
省
を
絞
っ
た
港
就
法
は
支
那
土
耳
其
土
地
即
ち
新
屯
省

Jr,
リ
⊥

の
西
部
で

塔

盟

木

抄
漠

に両
し
天
山
を
負
ふ
花
平
地
に
布
は
れ
'
乗
候
の
寡
浦
を
補
ふ
方
故
と
し
て
源
を
氷
河
に
仰

ぐ
山
中
の
洗
流
を
躍
進
に
よ
っ
て
此
虚
に
導
い
て
そ
の
蒸
潜
に
よ
る
波
先
を
防
い
だ
の
は
慮
る
妙
案
と
い
は
ね
は
準

ら
伯
o

此
等
の
例

と
趣
を
典
に
す
る
の
は
北
米
倉
衆
紺
の
南
部
寡
両
地
に
行
は
る
ゝ

地
下
水
の
利
用
に
よ
る
湛
瀧
法
で
ー



洗
い
掘
班
井
に
よ
っ
て
宜
派
な
和
田
を
開
き
得
て
=
本
移
住
比
の
披
航
な
促
す
に
至
っ
た
｡
俳
人
が
北
弗
の
砂
供
に

於
で
人
工
の
泉
哩
,lq･J起
し
､
英
樹
の
壕
洲
移
住
者
が
牧
場
を
開
-
に
同
じ
方
綾
で
成
功
し
た
切
も
異
曲
同
巧
の
結
束

を
徒
花
も

の
と
い
ひ
得
る
O

-

然
れ
ど
も
人
工
疏
水
の
最
大
の
功
業
は
海
面
下
の
土
地
の
多
い
御
薗
で
蘭
人
の
行
ひ
っ
1
あ
る
所
で
.
此
の
方
法

で
四
千
方
肝
に
近

い
土
地
を
沈
没
か
ら
救
っ
た
と
い
ほ
れ
て
ゐ
る
C2
此
の
如
-
し
て
排
水
し
た
土
地
は
所
謂
ポ

ル
ダ

ー
･
ス

P
olders
で
蘭
園
の
地
樹
上
に
著
し
く
目
に
つ
-
も
の
で
あ
る
C.

工
業
商
業
及
び
交
通
に
よ
る
塵
形
は
農
業
に
托
し
て
顕
著
で
は
な
い
が
'
楯
山
の
露
天
掘
り
と
石
切
場
は
そ
の
中

荊
人
目
を
若
-
に
足
る
も
の
で
p
そ
の
掘
-
取
っ
た
窪
み
と
来
て
石
と
は

1
枚
の
人
工
的
風
景
を
成
し
て
ゐ
る
｡
久

カ
ラ
ミ

光
陣
と
し
て
は
廃
坑
の
鞘
錬
場
の
遺
跡
に
堆
積
す
る

鯨

浮

が
贋
い
野
原
に
分
布
し
て
ゐ
る
例
も
あ
る
｡
山
東
餓
道
の

浩
紋
に
あ
る
金
魔
鏡
蛾
山
は
こ
の
前
後
の
好
例
で
､
此
の
餓
山
の
開
握
は
六
朝
時
代
に
燕
恭
啓
徳
で
あ
っ
た
と
小
は

れ
'
そ
の
露
預
が
山
の
中
限
を
糾
い
て
踊
･｡
取
ら
れ
た
ま
･1

で
.
そ
の
山
於
不
毛
の
土
地
に
錬
辞
が
一
両
に
落
ち
て

ゐ
る
の
を
目
撃
し
て
'
古
代
の
東
栄
が
掲
鹿
に
な
ら
ぬ
と
い
ふ
威
を
濃
さ
5

る
を
得
な
ん

だ
O

之
に
増
し
た
壮
観
は
南
満
洲
餓
遮
食
乱
の
撫
順
炭
田
で
行
ひ
っ
1
あ
る
露
天
掘
り
で
7
度
は
錬
匠
の
四
部
に
理
奄

7ンフ非チ
ア

t
ル

す
か
該
荻
床
の
最
も
厚
-
て
二
宮
尺
以
上
に
蓮
す
る
部
分
の
採
掘
法
で
'
大
き
な

固

戯

域

の

如
-
鵬
蹄
形
に
段
牌
を

人
甑
の
土
地
に
及
ぼ
す
影
響

l
九
弧

七



地

銀

第
五
啓

発
三
助

夷

<

作
っ
て
衆
土
か
ら
洪
床

へ
躍
り
込
む
も
の
で
あ
る
O
是
は
南
弗
洲
キ
ン
バ
ー
レ
-
そ
の
他
の
金
剛
石
坑
で
'
-火
山
作

用
の
吹
貫
き
火
口

P
ip
e
を
探
-
躍
り
込
ん
で
行
-
の
と
東
西
軸
勤
し
.化
抹
錬
業
の
簡
奇
酌
で
あ
ら
う
Q

交
通
に
よ
る
塵
形
に
就
い
て
考
ふ
る
に
文
化
の
低
い
民
族
の
交
通
は
平
野
及
び
淡
谷
に
治
ひ
自
然
の
進
路
を
辿
る

を
常
と
王
高

慢
L･.
る
山
嶺
を
越
え
嚇
紗
た
る
沙
蛙
を
横
ざ
る
交
通
は
近
代
ij
至
っ
て
大
に
畿
連
木

時
に
五
十
年
前

俳
人
の
.モ
ソ
ニ

ー薩

道
を
穿
っ
て
ア
ル
プ
ス
の
構
断
蛾
道
を
布
設
し
て
以
来
交
通
の
障
壁
た
満
山
孜
が
人
力
に
種

服
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
叉
た
之
に
劣
ら
ぬ
土
木
の
大
工
事
は
爾
海
商
を
洩
結
す
る
運
河
で
あ
っ
て
､
フ
ム
ポ
ル
ル
が

塵
土
層
放
行
の
際
教
案
し
た
中
米
の
大
運
河
は
久
し
-
資
現
さ
れ
や

に
'
党
づ
蘇
士
運
河
が
開
撃
さ
れ
.
.,,
ナ
マ
運

河
の
方
は
人
事
と
天
然
の
幾
多
の
障
擬
に
妨
げ
ら
れ
て
現
世
紀
に
入
っ
て
始
め
て
通
航

の
自
由
を
得
る
に
至
つ
LJ.ロ

血

肇
の
大
工
事
に
比
す
れ
ば
商
工
業
の
凝
達
に
件
ふ
港
滑
の
施
設
及
び
工
場
の
建
灸
の
如
き
は
局
部
の
地
形
固
上

に
現
は
る
ゝ

塵
化
に
止
-
土
地
そ
の
も
の
に
異
ふ
る
轡
形
は
飴
-
著
し
く
は
.L･i
い
の
が
普
通
で
あ
る
Q

最
後
に
何
ぼ
考
察
を
穿
す
る
問
題
は
人
鵜
の
任
魔
と
し
て
土
地
を
利
用
す
る
こ
と
で
'
塵
は
現
今
の
胡
-
文
化
民

族
が
大
都
市
に
集
合
せ
ん
と
す
る
傾
向
と
典
に
地
球
表
面
に
人
癖
の
輿
ふ
る
印
象
中
頗
る
重
大
な
る
藩
我
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
｡
此
の
問
題
は
本
月
兼
に
開
か
れ
る
講
習
骨
の
主
題
た
る
窮
落
の
地
坪
拳
的
研
究
の
範
囲
に
贋
し
,
定

に
稀
を
改
め
で
之
,智
述
べ
る
諾
-
で
あ
る
0



ー
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僻
は
此
の
外
に
人
概
の
社
食
的
生
活
の
衆
現
で
地
圏
上
に
特
に
明
確
に
示
さ
れ
た
国
境
及
び
之
に
附
隠
し
た
軍
事

上
の
施
設
た
る
要
塞
の
如
き
政
治
及
び
軍
事
地
理
単
に
的
す
る
租
々
の
問
題
も
残
っ
て
ゐ
る
が
'
此
等
も
亦
た
他
の

時
機
に
謙
っ
て
蓑
に
は
之
を
省
-
0

0

モ

ス

t

ル

問

題

仲
界
戦
争
の
終

る
や
'
モ
ス
ー
ル
地

方は
外
交
上

の
澄
頚

飾
繋
と
な
れ
り
.
藍
し
=
の
地
方
に
有
的
産
地
あ
る
の
み
な
ら
ず
牧
欝
農

産
の
刺
亦
勘
か
ら
ざ
る
か
以
て
な
り
､
こ
の
地
方
に
乗
越
す
る
は
俳
凶
と
英
朗
に

L

Y
'
俳
閑
は
シ
ーー
ア
の
束
現
在
こ
の
石
油
産
地

に
拭
け
ん
と
L
､
英
国
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
北
墳
･,仲
･
l
J
に
拭
め
ん
と
金
づ
る
も
の
に
し
て
'
メ
ソ
ポ
ダ
･･､ア
の
新
興
甜
家
イ
ラ
ク

と
ト
ル
n
共
和
閲
と
の
辞
と
な
り
Y
寵
に
こ
の
地
力
の
空

に
暗
影
私
扱
ぜ
り
｡
-

係
堺
地
は
殆
ど
八
七
~八
九
〇
平
瀬
肝
の
両
横
と
八
〇
〇
'0
0
0
の
人
口
私
有
す
'
イ
ラ
グ
王
国
の
襲
求
み
支
持
す
る
は
英
閲
の
政

持
上
経
済
上
の
利
益
に
合

致
す
何
と
な
れ
ば
イ
ラ

ク
は
国
際
僻
見
よ
り
英
国
の
委
任
統
拘
地
域
と
L
tJ
其
の
陳
溝
の
下
に
あ
れ
ば
bf･i

り
'
モ
ス
-
ル
の
境
界
に
的
L
y
､さ
き
に
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
'
ク
エ
ネ
バ
'
及
プ
ラ
ッ
セ
ル
の
三
ヶ
所
に
於
て
聯
風
食
緋
に

か
け
ら
れ
L
が
購
局
三
食
の
蛮
風
か
任
命
し
て
国
境

か
測
定

す
る
=
と
1
な
り
r
其
蛮
風
の
]<人
と
し
て
1
,
7の
地
カ
の
地
租
選
者

に
し
て
旬
牙
制
約
骨
相
､
外
捗
大
臣
テ
レ
キ
の
既
存
み
ろ
に
亘
れ
り
0

蛮
風
に
宋
地
に
取
鍋
べ
て

】
九
二
四
-
二

五
年
叫
に
軸
骨
習
及
地
圏
か
提
出
す
る
こ
と
1
な
り

】
九
二
五
年
の
英
幽
陸
軍
地
卸
す
鵜

分

】
地
形
国
が
解
か
れ
猶
は
土
俗
'
人
口
'
宗
教
､
交
泡
等
の
附
囲
み
も
編
裂
し
わ
り
'
濃
報
骨
の
紡
弘刑
に
従

へ
は
号
ス
-
ル
の
北

方
に
引
き
小い
ろ
共
闘
締
叉
は
グ
ラ
ッ
セ
〝
様
と
も
糾
す
べ
き
境
が
･1
〝
Tt
の
主
張
せ
る
遥
か
南
に
引
く
線
よ
り
･J
､
モ
ス
-
ル
市
布

保
鰻
す
る
止
に
於
Y
軍
略
上
位
某
叱
り
と
い
ふ
に
あ
り
'
さ
れ
ど
ト
ル

n
は
人
民
投
票
に
よ
り
て
決
定
せ
ん
こ
と
な
要
求

で
'
取
調

べ
の
上
北
･J
面
白
さ
ほ
モ
ス
-
ル
の
池
繭
紺
係
が
バ
グ
ダ
ー
ト
及

パ
ス
ラ
と
は
磐
城
に
し
て
.5
1の
カ
シ
リ
ア
ヌ
は
ア
ナ
ト
リ
ア
と
関

係
の
弾
き

主

か
｡
而
し
て

ク
ル
ド
人
の
敬
が
=
の
地
力

に
非
常
に
砂
を
=
と
-
､
著
し
喜
市
哩
に
L
y
t
こ
れ
叉
イ
ラ
ク
渡
英
組

の
要
求
を
盗
階
叱
り
と
敦

へ
し
む
､
然
か
れ
と
も
ト
ル
n
ほ
人
民
投
票
私
要
求
し
て
止
史
ず
'
登
し
ィ
ラ
グ
王
国
の
政
治
は
未
だ
安

発
心
ら
ざ
る
が
故
に
､
垂
乱
統
治
が
行
ほ
れ
ろ
塊
倉
か

考
へ
モ
ス
ル
ね
ト
ル
コ
に
典

へ
ん
と
す
る
忠
且
も
あ
り
.
イ
ラ
ク
も
英

国が

保
縄
す
る
傑
約
は
山
九
二
四
年
十

1
月
開
脚
問
に
凶
ヶ
年
み
限
り
Y
締
結
し
た
る
が
故
に
も
し
英
国
が
モ
ス
-
ル
州
に
於
tJ
イ
ラ
ク

の
刑
余
か
確
保
し
髄
に
ざ
る
時
=
の
傑
約
は
鈍
効
JJ
怒
り
'
或
は
ト
ル
tT.の
寮
求
が
貨
徹
す
る
や
～,知
れ
ず

山
九
二
八
年
に
要
り
て

如
め
Y
純
宋
み
見
ろ
七･i
ら
ん
｡

人
餌
の
土
地
に
及
ぼ
す
彩
響

1
冶


