
地

球

第
九
等
第

一
親

昭
和
-

月

盲

居
住
地
理
学
の
間
讐

し
て
の
日
本

幻

住
宅
藤

田
文
学
士
の
日
本
民
家
史
)
(

小

J
.
家

治

明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
の
濃
尾
大
地
震
の
起
っ
た
頃
は
私
は
未
だ
第

1
高
等
撃
枚
生
徒
ビ
し
て
本
郷
森
川

町
の
下
宿
に
居
て
､
そ
の

一
両
日
前
の
夜
牛
に
近
火
に
退
ひ
'
同
宿
者
だ
共
に
運
び
出
し
た
荷
物
を
翌
朝
各
室
に
反
す

に
替

り
'
潜
時
造
家
韓
捷
伊
東
(忠
太
)博
士
の
法
隆
寺
建
築
桝
兜
の
卒
業
論
文
が
誤
っ
て
何
人
か
の
手
で
自
分
の
部

屋
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
bJ
が
あ
る
｡
督
時
の
私
は
日
本
台
建
集
物
に
射
し
て
何
等
の
智
誠
も
興
味
も
な
か
つ
.た
上
に

大
草
卒
業
論
文
ビ
い
ふ
紳
塑
硯
さ
る
ゝ
も
の
に
手
を
梱
る
～
す
ら
恐
ろ
し
い
気
が
し
て
､
唯

だ表
題
を

一
瞥
し
た
だ

け
で
直
に
同
君
の
部
屋

へ
届
け
た
.
触
れ
で
も
後
年
紺
野
寄
附
両
博
士
間
に
法
隆
寺
再
建
非
蒋
鶴
の
節
給
が
興
る
頃

に
L･t
つ
で
､屡
々
此
の
時
に
幡
た
太
い
紫
釦
に
綴
っ
た
立
瀬
音
大
仰
が
倣
前
に
筋
緋
ビ
現
ほ
れ
て
凍
る
の
で
あ
っ
た

其
の
後
我
々
は
日
本
村
落
の
起
源
だ
礎
超
に
薯
日
す
る
に
及
ん
で
､
居
住
の
型
式
に
孤
立
荘
宅

E
inz
e
lh

of
や
垣

朋
任
地
班
邸
の
料
地
と
し
て
の
日
本
催
鳴

(激
.和
文
邸
ii
の
日
本
民
家
史
)

t

7
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滞
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三

こ

内
式
集
落
や
そ
の
他
の
翼
各

A
ggl.m
eratio
n

を
成

TJ鎮
守
の
森
だ
農
家
の
亜
垣
ど
の
間
に
連
銭
の
あ
る
軍
資
を

認
め
た
が
'
僻
は
敢
殿
堂
塔
等
の
.舌
代
文
化
を
表
徴
す
る
建
築
ビ

一
枚
の
民
家
･J･J
の
間
の
大
な
る
洪
盤
が
横
は
る
が

如
-
に
見
え
て
p
そ
の
間
に
共
通
な
る
特
色
を
把
任
す
る
事
掛
-
が
得
ら
れ
な
ん
だ
o
近
頃
日
本
建
築
の
尊
門
衆
が

輩
出
し
て
現
代
獲
活
の
必
要
に
臆
せ
る
種
々
の
考
案
意
匠
が
提
案
さ
れ
賓
現
さ
れ
つ
～
あ
っ
て
.
造
家
撃
利
の
金
-

洋
建
築
に
範
陶
を
局
限
し
た
勘
の
あ
っ
些

二
十
数
年
前
に
此
す
れ
ば
､
隔
世
の
減
を
興
さ
ゞ

る
を
得
な
い
｡
が
都
郡

酉
共
に
急
激
に
砕
鉱
抹
却
さ
れ
つ
～
あ
る
嘗
式
家
屋
の
系
統
的
記
載
研
究
に
至
っ
て
は
焼
築
家
も
歴
史
家
も
北
八に
事

を
着
け
る
も
の
な
-
.
伊
東
博
士
の
iTii代
大
屋
屋
に
試
み
た
如
き
研
究
が
今
口
ま
で
素
的
博
士
今
氏
等
の
倍
々
の
研

究
の
外
に
是
れ
ぞ
ビ
指
摘
に
侶
す
る
も
の
が
見
皆
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

今
苗
に
藤
は
文
学
士
の
日
本
民
家
史
の
著
述
は
我
々
の
革
壁
戚
じ
っ
ゝ
あ
っ
た
開
典
を
充
た
す
敢
初
の
試
み
で
､

而
か
も
驚
-
可
-
紫
富
な
る
資
料
を
蒐
基
さ
れ
て
'
之
む
系
統
的
に
記
述
論
考
さ
れ
､
且
つ
何
人
に
も
解
し
易

-
蘭

み
心
地
好
-
筆
路
を
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
人
文
地
5
.撃
か
ら
も
文
化
史
か
ら
も
暗
黒
な
ら
し

1
万
両
が

41

時
に
光
鋸
に
浴
し
托
評
で
あ
る
.

こ
の
番
に
ょ
-
日
本
家
屋
の
様
式
を
罷
別
す
る
名
綱
の
正
確
な
る
意
義
が
明
瞭
}J

な
り
'
最
も
原
始
的
の
形
態
か
ら
穫
々
の
砕
化
慶
題
を
経
て
今
日
の
農
村
の
住
宅
が
出
水
た
経
路
が
辿

-
得
ら
れ
る

こ
ど
ゝ
な
っ
た
O
こ
の
審
に
よ
り
初
め
て
兼
蕗
を
形
成
す
る
住
宅
の
性
質
が
確
知
さ
れ
る
評
で
､
著
し
栄
藤
を
産
物

の
個
鰻
に
比
較
し
得
る
な
ら
ば
'
皆

々
の
住
宅
は
其
の
細
胞
に
相
常
す
る
も
の
で
'
そ
の
資
質
を
明
か
に
し
得
て
'

此
に
居
住
地
相
軍
の
躍
牢
な
る
基
礎
が
出
凍
る
こ
ビ
JI
L･1
る
の
で
あ
る
｡
是
は
我
が
日
本
の
人
文
地
相
界
に
於
て
居

住
論
の
方
面
に
時
期
を
割
す
る
進
歩
.iJ看
倣
す

べ
き
で
あ
る
｡
我
々
は
藤
田
君
の
展
勢
な
る
研
究
の
結
果
を
驚
嘆

L



又
た
こ
の
尊
門
的

7
大
冊
を
敬
刊
す
る
に
踏
撲
せ
な
ん
だ
刀
江
脊
院
の
奮
磯
を
推
奨
せ

ざ
る
を
符
ぬ
.

我
々
は
本
誌
上
(
第
五
食
筋

二

六
戟
)
で
日
本
の
村
落
ビ
都
市
ビ
に
就
い
て
人
文
地
理
畢
上
の
考
察
を

試
む
る
前

ド
.
碁
て
越
中
砺
波
郡
の
孤
立
荘
宅

(
地
学
雑
誌
第
四
三
年
に
注
意
し
'
叉
た
据
畿
地
方
の
土
地
ビ
住
民

(
京
都
府

教
育
令
発
行
)
に
就

い
て
逓
ぶ
る
に
督

ち
'
近
畿
地
方
特
に
奈
良
平
野
の
催
旦
遺
跡
の
春
す
る
地
匿
に
階
庸
文
化
の

輸
入
さ
る
～
時
代
に
出
水
た
村
落
の
形
式
の
特
色
に
注
意
し
た
こ
だ
が
あ
っ
て
､
日
本
の
居
住
地
埋
草
的
研
究
に
替

わ
∵
歴
史
的
影
響
が
頗
る
重
要
な
る
を
観
め
た
｡
然
れ
ど

も
此
の
方
南
の
歴
史
地
排
撃
的
研
究
は
錆
野
喜
田
両
博
士

の
奈
良
平
野
の
煤
塵
に
関
す
る
も
の
が
出
た
外
は
殆
ん
ざ
之
に
緯
-
も
の
が
な
-
､
我
々
は
歴
史
家
の
助
力
を
仰
ぐ

に
猫
足
せ
ず
に
､
我
々
猫
特
の
手
掛
-
を
求
め
て
此
の
方
向
を
開
拓
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ビ
感
じ
っ
ゝ
あ
っ
た
｡
此
の
藩

は
我
々
の
辿
ら
ん
だ
す
る
塩
もこ
於
て
新
ら
し
い
試
み
を
始
め
ら
れ
た
も
の
で
.
そ
の
孜
々
な

る
ー努
力
だ
欄
々
た
る
眼

識
ビ
に
よ
-
廉
い
範
囲
に
捗
JC,開
明
し
得
た
結
果
は
最
初
の
試
み
に
封
し
て
我
々
の
漁
期

し
た
よ
り
も
造
か
に
塞
且

つ
大
な
る
を
党
ゆ
る
｡

藤
凹
君
は
民
家
々
屋
根
､
間
取

.(
甲
p
重
大
住
宅
､
乙
､
華
人
住
宅
)
家
作
の
担
化
､
宅
地
の
四
荒
に
分
っ
て
論

述
さ
れ
､
宙
は
附
鉄
だ
し
て
'
都
城
だ
し
て
の
大
阪
､
及
び
京
都
市
内
に
残
存
せ
る
古
代
の
末
路
の
二
頬
苦
を
収
め

六
日
貫
に
鹸

る

一
大
什

(
挿
図
二
屑
五
十
二
ビ
数
礎
版
そ
の
他
九
版
を
含
む
)
を
成
し
て
ゐ
る
.
此
の
如
-
屋
根
か

ら
始
め
て
宅
地
に
及
ぼ

し
た
記
述
の
順
序
は
民
家
を
封
象
だ
し
た
研
究
で
あ
-
'
又
た
遠
方
か
ら
望
見
し
て
識
別
し

得
る
家
屋
の
上
部
に
現
は
る
ゝ
特
徴
を
第

一
に
置
い
た
の
は
図
よ
･C,共
析
を
失
っ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
｡
触
れ
で

も
佐
宅
を
居
住
地
排
撃
の
見
地
か
ら
考
察
せ
ん
だ
す
る
に
は
'
光
づ
土
地
其
も
の
の

一
部
た
る
宅
地
を
先
に
し
.
衣

席
任
地
料
率
の
関
越
と
し
て
の
日
本
俳
銭

(藤
川
丈
蝉
士
の
H
本
拭
家
出
)

･

三

三
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四

四

プ

ラ

ン

エ
L
プ
i)-
シ

㍊

ン

に
家
屋
の
卒

再

開

に
現
は
る
/承

状
及
び
屋
根
そ
の
他
の

整

田

園

に
現
は
る
～
形
象
に
論
及
す
る
方
が
非
々
の
凍

誌
上
に
述

べ
た
都
市
だ
村
落
ど
の
考
察
に
績
け
る
に
適
懲
な
る
順
序
で
あ
ら
-
ビ
信
や
る
.

故
に
我
々
は
住
宅
の
令
股
に
捗
る
線
論
だ
し
て
宅
地
か
ら
始
め
て
家
屋
の
牢
固
聞
､
及
び
鼻
面
間
に
及
ぼ
す
順
序

で
p
藤
的
君
の
提
供
さ
れ
た
資
料
を
基
礎
}J
し
て
此
の
問
題
を
諭
せ
る
こ
と
ゝ
す
る
｡

〓

我
々
の
住
宅
ビ
い
ふ
は
桂
家
､
非
任
毅
､
庭
園
等
の
建
て
ら
れ
た
土
地
の

一
間
割
を
意
味
し
.

.i
声
の
家
族
が
之

を
占
有
す
る
を
常
態
だ
し
､
大
家
に
は
時
だ
し
て
之
に
隷
属
す
る
数
世
碑
の
家
族
を
包
有
L
､
叉
た
時
ビ
し
て

一
棟

の
家
屋
に
数
世
帯
の
同
居
す
る
頗
LjL藤

林
の
場
合
も
あ
る
｡
然
れ
ど
も
要
す
る
に
配
骨
的
壁
活
の

〓
叫
位
を
成
す
人

強
の

一
同
が
土
地
に
固
着
す
る
形
態
で
､
地
･,J
人
ど
の
間
の
最
も
固
定
し
た
禍
係
の
成
立
だ
謂
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る

住
宅
だ
共
に
固
定
し
た
土
地
占
有
の
他
の
形
態
は
道
路
で
'
此
は
住
宅
外
に
出
で
ゝ
活
動
す
る
必
要
に
図
-

曹
然
住

宅
に
附
随
し
て
生
す
る
も
の
で
､
此
の
両
者
を
併
せ
て
ブ
リ
ふ
ヌ
氏
は
之
を
非
佳
産
的
土
地
占
有
だ
呼
ん
で
'
衣
食

住
に
必
婁
な
る
物
資
塵
産
の
目
的
に
供
す
鳩
鐘
鷹
的
土
地
占
有
ビ
笹
別
し
た
｡

住
宅
の
第

一
の
要
素
は
土
地
帥
ち
敷
地
で
あ
っ
て
.
其
の
占
有
の
最
も
幼
稚
な
る
型
式
は
穴
居

T
IOgtOdytism

で
あ
ら
-
.
が
是
れ
は
文
化
の
幼
稚
な
遠
い
過
去
に
壮
界
慮
々
に
行
は
れ
た
だ
は
い
へ
､
現
在
の
支
那
黄
土
地
方
の

如
き
特
別
な
る
地
質
踊
係
の
存
在
す
る
場
各
に
阻
-
存
縛
L
t
日
本
及
び
恩
顧
内
に
は
聞
腐
f̂J
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る

穴
居
の
場
各
に
は
住
居
の
目
的
で
占
有
す
る
土
地
は
地
下
に
在
る
か
ら
'
黄
土
地
方
の
如
き
鹿
家
だ
雅
も
崖
下
の
川

口
に
収
穫
の
時
季
に
必
要
な
廃
地
だ
け
が
宅
地
.,J
し
て
平
面
閲
に
現
は
れ
る
に
止
る
｡



.(I,
ツ
プ

第
二
は
沙
湊
に
接
す
る
草

地

及

び
高
山
に
捧
す
る
故
地
の
住
民
間
に
主
だ
し
て
鬼
ら
る
ゝ
湛
牧

Nom
a
d
ism

で

あ
る
J
両
者
共
に
牧
草
の
生
茂
す
る
夏
季
ビ
他
の
時
季
'fJに
寄
掛
だ
北
ハに
移
動
す
る
居
住
の
状
態
で
あ
る
が
'

日
本

内
地
で
は
之
に
頻
似
し
た
鐘
紡
が
北
陸
山
地
の
農
家
に
行
は
れ
'
高
脱
状
の
山
上
に
夏
秋
の
新
種
を
賛
み
､
各
藩
の

間
は
山
下

の洪
間
に
掘
る
の
で
あ
っ
て
､
出
に
慮
あ
-
ど
い
ふ
支
那
古
代
の
鹿
家
壁
活
も
恐
ら
-
は
之
に
簸
似
す

べ
モ

ン

-
p
何
れ
も
居
住
の
季
節
的
移
動
を
意
味
す
る
｡
草
地
の
異
の
瀞
牧
は
蒙
古
キ
ル
ギ

ー
ス
等
語
族
の
如
-
天
幕
(
架

ク
パオ

台

包

)

を
張
っ
て
凍
任
し
､
之
を
盛
ん
で
去
る
か
ら
'
秋
冬
の
交
に
は
火
を
焼
い
た
塵
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
.
居

住
の
遺
跡
は
金
-
消
滅
す
る
｡
之
に
反

し
て
山
地
の
弥
敏

(
ブ

リ
ユ
ー
ヌ
氏
の
用
語
に
従
ふ
)
は
山
上
に
も
住
家
を

追

-
且
っ
畜
強
又
は
穀
物
を
容
れ
る
小
屋
も
附
屈
し
待
る
も
の
で
､

年
々
歳
々
行
は
れ
る

一
定
の
村
落
ど
の
間
の
移

動
の
形
跡
が
地
表
に
印
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

弥
敏
だ
頻
似
し
た
移
動
生
活
は
浮
浪

G
ip
sy
d
c
m
(G
ip
sy
ism
)
ビ
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

戯

れ
ざ
も
閣
暦
第

十
五
世
紀
頃
に
歓
洲
に
現
ほ
れ
た
ジ
ブ
,b
I
族
の
塵
活
に
見
る
加
-
p
金
-
壁
塵
す
る
土
地
を
占
有
す
る
こ
芭
な
-

文
化
従
っ
て
定
住
す
る
家
屋
を
も
所
有
せ
ず
に
其
盛
此
廃
の
山
林
道
路
を
遍
歴
す
る
｡
之
に
東
陽
す
る
も
の
は
日
本

で
も
碓
無
で
な
-
て
p
山
裾
そ
の
他
の
浮
浪
民
は
定
住
性
を
敏
い
た
人
頻
の
例
外
の
場
各
に
相
皆
す
る
｡

以
上
畢
げ
だ
蕉
活
状
態
は
何
れ
も
住
宅
だ
い
ふ
問
題
に
封

-
て
は
特
殊
の
陰
性
の
意
義
し
か
有
せ
ぬ
も
の
で
.
従

っ
て
叉
た
日
本
の
居
住
論
に
は
蝕
む
束
要
で
な
い
だ
想
ふ
か
ら
之
に
立
入
ら
ぬ
.

然
れ
で

も
今
述

べ
た
所
か
ら
住
宅
の
成
立
存
潜
は
人
粗
の
生
存
上
の
必
要
か
ら
起

つ
た
こ
E
は
明
ら
か
だ
準

｡
､

土
地
の
.

;
匿
を
敷
地
ビ
し
て
之
に
風
雨
を
防
ぎ
寒
暑
を
凌
ぐ
璃
め
に
屋
状
を
造

-
壁
を
建
て
､
坐
臥
の
安
楽
の
箱
物

居
住
地
瓢
輿
S
剛
脚
と
-
て
の
日
本
催
宅

(溢
田
文
革
+
Eの
日
本
拭
家
出
)

乾

五
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に
尿
管
を
か
き
怒
声
を
開
閉
す
る
等
の
あ
ら
ゆ
る
施
設
が
加

へ
ら
れ
た
濠
屋
が
建
築
さ
れ
る
に
至
る
O
而
し
て
そ
の

生
業
の
如
何
に
従
ひ
選
定
さ
れ
る
敷
地
だ
周
遊
の
土
地
ど
の
陶
係
が
各
典
っ
て
ゐ
る
IJ

一
定
衆
港
の
成
立
し
た
後
に

始
め
て
生
す
る
商
工
業
に
従
事
す
る
も
の
～
住
宅
を
除
外
し
て
考
ふ
る
に
.
日
本
の
原
始
的
住
宅

だ
周
遊
の
土
地
と

の
相
互
踊
係
は
判
然
た
る
雑
鹿
漁
三
種
の
協
別
あ
る
べ
き
で
､
森
林
'
新
地
､
河
湖
海
面
に
獲
る
所
の
動
植
物
に
食

料
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
｡
但
し
多
-
の
漁
村
だ
錐
も

一
部
は
土
地
の
壁
産
を
利
用
す
る
こ
E
は
最
初
か
ら
行
は
れ
た
だ

想
像
さ
れ
'
叉
た
森
林
か
ら
薪
臥
材
木
を
探

-
鳥
獣
を
滴
ら

へ
得
る
山
村
で
は
狩
猟
だ
樵
漁

/̂J
が
共
に
今
も
重
要
な

る
別
業
で
あ
っ
て
.
其
の
殆
ん
ざ
蜜
業
に
近
い
上
音
を
推
測
し
得
る
｡

近
世
に
至
っ
て
欧
洲
人
の
入
-
込
ん
だ
北
米
令
衆
的
兼
部
や
穂
川
末
期
以
後
内
地
人
の
旅
行
移
住
の
行
ほ
れ
た
北

海
道
の
開
襟
初
期
の
状
況
か
ら
想
像
す
れ
ば
､
我
が
群
島
の
帥
武
天
盈
御
東
征
の
頃
も
之
に
筋
緋
た
る
も
の
で
'
密

林
に
敵
ほ
れ
た
山
地
に
縛
い
て
喬
木
激
木
等
の
叢
生
す
る
薮
林
ビ
命
名
す

べ
き
も
の
が
丘
阜
平
地
に
醐
捜
し
､
唯
々

胤
洗
す
る
河
川
に
沿
ひ
河
原
や
沼
棒
が
そ
の
間
に
或
は
遵
縛
し
､
或
は
散
在
し
た
薯
で
あ
る
｡
最
些

二
百
飴
年
間
に

築
造
さ
れ
た
堤
防
の
な
か
っ
た
逮
き
以
前
に
は
'
洪
水
の
氾
濫
に
任
せ
た
洪
渦
地
は
安
穏
な
か
屠
任
を
許
さ
ぬ
か
ら

巳
む
を
得
ず
薮
林
を
伐
-
あ
け
或
は
焼
き
排
っ
て
住
宅
を
設
け
そ
の
周
囲
を
開
墾
す
る
だ
い
ふ
状
況
が
内
地
で
も
関

数
の
第

1
歩
で
あ
っ
た
ビ
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

此
の
如
き
原
始
的
宅
地
の
教
生
を
内
地
に
求
む
る
こ
亡
は
今
は
頗
る
困
難
な
る
ち
.
東
北
線
の
銭
道
が
敷
設
さ
れ

初
め
た
頃
の
那
須
野
ケ
原
の
附
逝
､
兼
海
道
線
の
開
け
た
頃
の
遠
江
高
師
ケ
原

(
二
川
騨
附
近
)
等
は
少
-
も
地
形

岡
上
に
そ
の
状
況
を
輔
侃
想
像
す
る
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
｡
是
は
ブ
-
ユ
ー
ヌ
氏
の
馨
げ
た
南
狗
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
郊



外
の
森
林
地
域
が
塵
々
伐
-
開
か
れ
た
例
A.J
此
頗
す

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
､
試
に
之
を
固
示
す
る
｡

ホー
7

越
中
の
荘
宅
が
針
葉
樹
を
防
風
の
目
的
で
宅
地
の
周
遊
に
焼
ら
し
た
の
に
初
め
て
牲
意
L
常
時
に
'
我
々
は
之
を

鎮
守
の
森
の
立
木
に
比
接
し
て
､
日
本
鹿
家
の
原
型
に
潮
ら
ん
だ
し
た
が
､
今
や
藤
田
潜
は
乾
に
此
の
如
き
立
木
の

起
源
を

『
日
本
の
農
家
は
元
来
が
森
林
中
に
あ
っ
た
も
の
』
(
四
八
三
賞
)
と
し
て
詮
明
せ
ん
だ
す
る
の
は
今
述

べ
た

賓
例
か
ら
考

へ
て
正
常
な
る
を
認
め
る
｡

藤
田
著
は
こ
の
立
木
の
幅
が
二
三
十
歩
に
及
ぶ
ペ
し
ビ
考

へ
で
､
之
を
鵜

殿

だ

同
じ
意
義
の
も
の
だ
解
せ
ん
だ
し

た
｡
登
院
を
限
る
林
域
と
個
人
住
宅
の
外
囲
亡
に
原
始
的
地
文
状
態
が
共
に
保
春
さ
れ
た
ビ
推
論
し
種
る
ど
し
て
も

雨
着
の
起
源
の
共
通
か
ら
低
ち
に
文
字
通
り
の
朝
敵
を
民
家
の
立
木
の
垣
だ
を
同

一

だは
い
ひ
離
い
か
も
知
れ
ね
が

同
君
の

『
越
中
の
カ
イ

エ
ョ
式
の
屋
敷
.fJい
ふ
は
古
い
時
代
の
住
宅
の
形
式
で
も
あ
-
､
同
時
に
碑
の
屋
敷
の
形
式

で
あ
る
』
}J
断
じ
た
の
は
我
が
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
｡

≡

住
宅
の
敷
地
即
ち
宅
地
の
旗
さ
だ
そ
の
形
状
に
就
い
て
考
ふ
る
に
'
是
は
第

7
に
占
有
し
程
る
土
地
の
性
質
件
に

地
形
にこ
制
限
さ
れ
る
も
の
で
.
中
海
な
る
森
林
地
が
伐
り
開
か
れ
て
出
水
化
場
合
は
'
そ
の
敢
小
の
面
積
は
家
屋
の

南
面
4/J
兼
両
又
は
両
面
の
二
万
が
日
光
を
十
分
に
受
け
る
必
要
か
ら
'
略
ぼ
立
木
の
高
さ
に
等
し
い
距
離

だけ
の
飲

裕
が
望
ま
し
い
.
若
し
周
囲
の
樹
木
が
三
十
尺
に
蓮
す
べ
し
だ
廿
ば
方
十
間
乃
至
十
五
間
即
ち
約
官
乃
至
二
官
坤
の

基
地
が
必
要
だ
な
る
｡

古
代
の
宅
地
の
頗
さ
を
考
ふ
る
tこ
う
藤
円
君
は
績
=
本
紀
(
琴

ニ
)
慶
等

二
年
の
詔
勅
に

研
任
地
規
準
の
間
脳
と
し
て
の
日
本
仕
砲

(藤
印
文
革
士
の
日
本
民
家
血
)

ヒ

･
七
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但
氏
々
姐
墓
及
宵
姓
宅
蓮
'
栽
樹
満
林
､
井
周
三
十
許
渉
､
不
在
禁
限
(
本
番
在
の
学
を
脱
す
)

だ
い
ふ
を
引
き
､

一
隅
渉

を
五
八
ビ
す
れ
ば
､
周
二
三
十
歩
は
百
八
乃
至
官
女
十
八
'IJな
り
､
風
蓋
は
兎
に
角
､
之

を
邸
地
の
周
回
ビ
す
れ
ば

.
そ
の
内
容
は
僅
か
に

一
連
四
閏
年
乃
至
大
間
昭
の
正
方
形
'
即
ち
両
横
二
十
乃
至
三
十

七
坪
bJ
な
-
､
宅
地
だ
し
て
飴
-
に
小
さ
-
､
林
を
為
す
地
積
も
な
い
だ
し
た
｡
我
々
も
是
は
信
じ
難
い
ビ
考

へ
る

が
藤
閏
君
は
之
を
怪
ん

だ紫
苑
二
三
十
歩
の
幅
の
林
地
な
ら
ん
だ
考

へ
､
林
の
両
親
間
の
距
離
少
-
旦

二
四
十
間
あ

る
も
の
と
し
'
敷
地
は
九
官
印
乃
繋
千
六
甘
坪
に
連
す

べ
し
ぎ
し
た
.
I

今
按
す
る
に
氏
々
の
親
基
及
び
百
姓
の
宅
速
だ
限
定
し
た
意
昧
よ
-
推
し
て
此
の
如
-
千
坪
叉
は
そ
れ
以
上
の
大

宅
地
を
腫
民
に
許
し
花
や
否
や
は
疑
ほ
し
い
｡
故
に
二
三
十
歩
の
隔
あ
る
林
地
碑
を
椋
ら
す
宅
地
に
相
常
す
る
も
の

が
本
音

(
五
〇
〇
百
)
肥
後
菊
池
郡
の
例
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
ど
し
て
も
､

一
枚
官
姓
の
住
宅
が
此
の
如
-
大
き

か
っ
た
4/J
す
る
に
蹟
麟
す
る
｡
我
々
は
此
の
詔
勅
の
文
意
を
四
川
各
二
三
十
歩
だ
解
し
､
四
両
の

一
速
の
長
さ
各
二

三
十
歩
だ
す
れ
ば
二
百
八
十
坤
か
.ら
六
百
二
十
坤
の
敷
地
ど
な
-
､
此
の
勅
語
の
前
に
賜
地
賓
は
た
ゞ

一
二
畝
に
過

ぎ
ね
に
頗
-
:I
谷
に
跨
-
境
碁
を
設
け
る
の
を
普
す
る
意
味
.,J
吻
合
す
る
を
認
め
る
｡

此
の
如
-
考
ふ
れ
ば
庶
民
の
住
宅
敷
地
の
全
面
積
は
普
通

一
二
助
で
､
林
地
瀞
を
合
せ
て
二
三
宵
坤
で
あ
る
の
が

革
質
ら
し
-
へ
そ
の
面
積
の
大
な
る
場
合
に
は
中
央
に
二
三
官
坪
の
峯
地
を
開
き
.
周
囲
に
林
地
背
が
あ
つ
た
の
を

上
古
の
宅
地
の
原
型
に
近
い
も
の
だ
す

べ
き
か
ビ
想
ふ
｡

支
郷
で
は
孟
子
に
五
胡
の
宅
に
桑
を
我

へ
る
ĴJ
い
ふ
如
-
'
蛮
い
宅
地
の
蓮
に
桑
畑
を
作
り
養
覚
の
副
業
を
督
む

の
を
甜
憩
的
の
鹿
家
の
型
式
ビ
考

へ
た
が
'
平
地
に
乏
し
い
日
本
に
菅
栄
の
輸
入
せ
ら
れ
る
以
前
の
鹿
家
は
上
に
越



べ
た
如
き
形
態
で
.
孟
子
に
い
ふ
よ
ト
小
で
あ
っ
た
ビ
想
像
す

べ
き
で
あ
ら
-
O

比
の
如
-
敷
地
の
限
界
を
劃
す
る
林
地
が
住
宅
に
重
要
な
る
意
義
あ
る
も
の
で
p
是
か
ら
生
垣
榛
る
も
の
が
教
達

～h･-JI

し
で
､
塵
遠
地
方
に
見
る
如
-
立
派
な
る
横
の
塵
垣
ま
で
に
も
な
っ
た
｡
本
尊
に
垣
内
t･J
い
ふ
語
を
原
始
住
宅
の
型

式
だ
認
め
た
の
は
iE
L
-
､
我
々
の
茸
て
近
畿
地
方
の
修
里
追
跡
に
見
る
垣
内
式
村
落

だ
呼
ん
だ
も
の
ほ

此
の
如
き

孤
立
住
宅
の
宅
地
を
限
る
名
縛
か
ら
樽
じ
て
多
数
宅
地
を
包
括
す
る
に
用
ゐ
ら
れ
花
に
過
ぎ
ぬ
ら
し
-
な
っ
た
0

宅
地
の
頗
さ
に
地
方
的
相
異
及
び
時
代
的
鍵
化
あ
る
こ
!̂J
に
就

い
て
本
番
に
示
せ
る
所
も
亦
た
頗
る
面
白

い
.

宅
地
の
頗
さ
の
地
勢
に
制
限
せ
ら
れ
る
好
例
は
近
江
闘
栗
太
伊
香
両
郡
に
認
め
ら
れ
､
琵
琶
湖
樺
に
瀕
す
る
前
者

は
宅
地
平
均
面
積

l
七
二
坪
で
t
.後
者
の
山
奥
鷲
見
村
で
は
平
均
九
六
坪
に
過
ぎ
ね
の
で
あ
る
｡
前
者
で
も
草
津
の

如
き
人
家
の
密
集
す
る
種
村
で
は
八
七
坪
に
減
少
し
て
ゐ
る
｡

之
に
此
す
れ
ば
能
登
羽
咋
郡
の
如
き
は
平
地
山
地
海
岸
を
含
む

虞
で
.
そ
の
卒
均

二

一
四
時
な
る
が
､
海
岸
の
漁

村
に
於
て
著
し
-
小
で
.
帆
船
の
好
錨
地
と
し
て
名
も
相
浦
だ
い
ふ
も
の
ゝ
如
き
僅
か
に
五
二
坪
に
過
ぎ
ぬ
｡
頑
浦

は
牛
島
の
西
岸
に
在
る
極
め
て
小
さ
-
切
れ
込
ん

だ唐
人
で
､
周
囲
は
第
三
紀
の
丘
鼻
の
険
岸
で
耕
地
に
乏
し
く

海
岸
村
落
の
宅
地
の
狭
隆
な
る
竪

ボ
す
著
明
な
る
例
で
あ
る
｡

之
を
要
す
る
に
宅
地
の
面
積
は
使
用
に
通
す
る
平
地
及
び
絞
斜
面
の
面
積
だ
戸
口
ど
の
割
合
で
自
然
的
に
定
ま
る

の
で
あ
る
.
然
る
に
前
者
は
賂
ぼ
固
定
L
P
後
者
は
年
を
遼
ふ
て
噂
加
す
る
傾
向
が
あ
る
｡
故
に
農
村
に
於
て
耕
地

開
敬
の
餅
地
な
-
戸
口
の
樹
殖
が
許
さ
れ
L･i
い
事
情
に
達
す
る
ま
で
は
宅
地
の
面
積
が
逓
減
す
べ
き
は
勿
論
で
あ
る

従
っ
て
開
敏
の
初
期
か
ら
進
行
す
る
だ
共
に
逓
減
す
る
傾
向
が

tI
敗
で
'
本
尊
(
五

〇
〇
頁
)
に
い
ふ
越
中
の

1
千
坪

尻
≠
地
理
邸
の
関
越
と
L
Y
の
=
本
催
宅

(藤
川
文
革
士
の
日
本
拭
家
出
)

二

二
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1
二

に
近
い
も
の
､
肥
後
菊
池
郡
の
二
千
坪
以
上
(
八
反
屋
放
)
の
も
の
ゝ
如
き
は
多
-
は
草
分
け
の
豪
放
の
維
持
し
柑
た

除
外
例
ど
も
い
ふ
べ
き
か
ビ
想
は
れ
る
｡

宅
地
面
積
逓
減
の
趨
勢
は
本
番
(
五
〇
四
貫
)
に
掲
げ
た
明
治
十
六
年
だ
大
正
十
三
年
ど
の
宅
地
平
均
面
積
統
計
及

び
膳
別
分
布
図
を
観
る
に
'
明
治
十
六
年
既
に
近
畿
凹
間
中
問
十
六
瞳
三
地
置
ビ
北
陸
の
涌
井
石
川
二
螺
で
は
滋
賀

願

二
二
〇
坪
を
最
大
だ
し
､
首
坤
に
達
せ
る
も
の
九
豚
あ
-
'
且

っ

何
れ
も
前
磯
の
増
油
量

だ償
小
で
あ
る
が
､
之

に
接
す
る
本
州
中
央
の
新
聞
宵
山
長
野
岐
阜
愛
知
川
梨
静
岡
の
七
螺
は
明
治
十
六
年
に
何
れ
も

二
二
〇
坪
以
上
で
あ

っ
た
の
が
.
大
正
十
三
年
に
は
新
潟
を
除
い
て
何
れ
も
二
割
内
外
の
減
少
を
釆
た
し
､
そ
れ
以
下
に
落
ち
た
｡
見
よ

も
兼
牝
の
闘
兼
奥
朋
渚
煤
は
文
京
醐
奈
川
を
除
い
て
は
何
れ
も
遇
か
に
贋
-
.
藤
島
の

一
九
二
坪
以
外
は
明
治
十
六

年

に
は
何
れ
も
二
〇
〇
嘩
以
上
で
あ
っ
て
'
大
正
十
三
年
に
は
激
減
し
て
､
岩
手
埼
玉
千
束
三
糠
以
外
は
何
れ
も
二

〇
〇
埠
以
下
}J
な
っ
た
｡
九
州
は
宮
崎
以
外
の
六
螺
は
中
観
に
菰
ぎ

一
五
〇
坤
以
上
の
盛
な
-
'
宮
晴
の
み
は
東
北

ビ
同
じ
-
前
は
二
四
九
坪
を
有
し
た
の
が
､
是
も
大
正
十
三
年

1
四
三
坪
に
激
減
し
た
.

此
の
統
計
だ
分
布
図
ど
の
描
示
す
る
所
に
よ
れ
ば
四
十

1
年
間
に
宅
地
面
積
の
減
少
が

一
般
に
起
ち
'
而
か
も
近

畿
を
中
心

とし
て
之
に
按
す
る
地
位
は
何
れ
も
温
か
に
以
前
か
ら
官
坤
弱
の
小
宅
地
だ
L･{
つ
て
､
最
近
の
減
少
著
し

-
堤
-
､
之
に
反
し
て
二
〇
〇
坤
(
七
劫
)
以
上
の
大
宅
地
を
有
し
た
地
方
の
政
鍵
は
悪
-
可
き
も
の
で
､
就
中
宮
蹄

願

誓
一
四
九
坪
か
ら
牛
減
し
て

一
四
三
坪
ど
な
っ
た
如
き
極
珊
な
場
合

す
ら
終
ら
れ
る
｡

沌
若
文
撃
士
が
奈
良
平
野
の
柑
渉
人
口
の
増
減
を
調

べ
た
結
果
に
依
れ
ば
'
或
る
も
の
は
饗
化
僅
少
'
或
る
も
の

は
減
少

の傾
向
車
不
し
､
本
邦
で
最
も
古
-
離
蓮
し
た
速
射
で
は
人
口
は
既

に飽
和
状
鷹
に
蓮
し
て
ゐ
る
こ
巳
が
蛸



か
ど
な
っ
た
｡
今
此
の
雨
間
に
示
す
所
を
比
較
す
る
に
.
宅
地
両
種
に
も
同
様
の
現
象
が
あ
っ
て
､
奈
良
螺
の
如
き

は
前
の
至

一輝
か
ら
後
の
八
七
坪
ÎJ
い
ふ
小
鼻
化
が
起
-
滋
賀
糠
で
に
糞
は
胡

1
三

〇
坤
後

1
二
八
坪
で
殆
ん
で
各

-
担
化
tL･6
-
'
近
畿
中
間
四
囲
を
通
じ
て
埠
減
の

一
般
に
小
な
る
特
色
を
茨
徴
す
る
も
の
ど
い
ひ
得
る
｡

我
々
は
茸
で
奈
良
中
野
の
村
落
が
長
方
形
の
堀
に
囲
ま
れ
た
原
限
界
の
外
に
第
二
の
堀
を
造
つ
セ
聴
展
だ
第
三
の

堀
を
設
け
ぬ
発
展
に
よ
旦
一
十
敷
戸
か
ら
五
十
月
内
外
の
部
落
に
な
っ
た
状
態
を
見
て
､
非
常
に
興
味
を
戚
じ
た
の

で
あ
つ
た
が
'
今
や
此
の
如
き
村
落
内
の
各
住
宅
が
最
初
出
凍
た
時
既
に
農
家
ビ
し
て
最
小
限
皮
の
宅
地
に
分
割
さ

帆
.
分
家
す
る
も
の
ゝ
住
宅
は
堀
の
外
に
設
け
る
外
に
途
な
-
し
て
'
此
の
如
き
形
態
ど
な
っ
た
握
路
を
朋
に
す
る

を
得
た
ビ
侶
す
る
｡

今
述

べ
た
外
に
鋼
は
本
番
の
附
園
だ
統
計
に
現
ほ
れ
た
注
意
す

べ
き
他
の
轟
賓
は
東
京
大
阪
両
帝
の
宅
地
の
狭
悔

な
る
に
し
て
､
前
者
六
〇
坤
ビ
五
三
坤
後
者
七
二
坪
だ
四
六
坪
に
し
て
.
明
治
初
年
以
凍
典
に
金
牌
の
最
小
hP･･6
る
こ

亡
で
あ
る
.
是
は
市
街
住
宅
が
同
府
の
大
部
分
を
占
む
る
閑
係
に
外
な
ら
ぬ
｡

又
た
此
の
事
賓
か
ら
宅
地
面
積
の
減
少
の

一
般
的
傾
向
は
戸
口
の
都
市
集
中
の
進
行
に
比
例
す
る
も
の
に
し
て
､

農
村
に
於
け
る
箇
々
の
宅
地
に
大
な
る
壁
化
が
起
,I
つ
～
あ
る
だ
涼
断
し
難
い
こ
だ
が
逆
に
推
論
さ
れ
る
｡
著
大
な

る

一
握
の
中
心
た
る
都
市
が
な
い
朗
の
激
賀
衆
良
両
煤
の
宅
地
が
瓦
に
太
さ
を
異
に
す
る
に
殉
は
ら
す
.
典
に
四
十

一
年
間
に
何
等
の
礎
化
を
見
な
い
の
は
'
そ
の

一
驚
で
あ
る
｡

之
を
換
言
す
れ
ば
市
術
宅
地
の
面
積
が
1戸
数
の
増
加
に
反
比
例
し
て
急
激
に
減
少
し
､
其
の
結
典
が
金
岡
各
地
方

の
宅
地
平
均
而
精
の
激
減
だ
し
て
現
は
れ
化
の
が
大
正
十
三
年
統
計
で
あ
る
｡
到
る
塵
の
繊
造
幣
線
停
軍
場
附
進
の

痕
億
劫
兜
操
り
問
題
と
し
て
の
日
本
催
宅

(藤

E=文
畢
ii
の
日
本
拭
家
並
)

二
11

≡
1



鳩

瑚

節

九

塔

飾

丁
灘

蒜

7
田

中
住
宅
及
び
工
場
に
附
属
す
る
職
工
其
の
他
の
住
宅
が
出
溌
っ
ゝ
あ
る
の
は
こ
の
統
計
上
の
数
字
を
具
象
化
し
た
寄

算
の

一
で
あ
わ
ノ'
都
市
の
大
任
宅
の
基
地
が
開
放
さ
れ
て
小
宅
地
に
分
割
さ
れ
､
郊
外
の
耕
地
が
住
宅
化
さ
れ
る
等

も
亦
た
之
.fJ
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡

都
市
住
宅
の
単
作
敷
地
が
賂
水
に
如
何
な
る
坪
数
の
最
小
限
度
に
達
し
狩
る
か
も
亦
た
之
に
附
随
L
LV
生
す
る
興

味
あ
る
問
題
で
あ
る
｡
若
し
現
在
の
小
住
宅
が

一
昨
年
の
建
築
聖

一
〇
坤
の
敷
地
に
作
る
澱
度
が
珊
憩
的
最
小
住
宅

で
あ
る
ビ
L
視
る
な
ら
ば
､
大
小
都
市
の
住
宅
が
三
層
乃
至
五
暦
の
範
囲
に
垂
直
に
生
長
す
る
場
各
に
そ
の
二
分

1

乃
至

二
分

7
の
敷
地
に
減
少
し
て
も
差
支
な
い
こ
と
～
な
る
筈
で
あ
る
｡
之
を
換
言
す
れ
ば
平
均
五
人
の
家
族
を
含

む

一
声
の
面
積
が
約
十
時
ど
な
ゎ
.
人
口

一
人
督

ト三

坪
が
略
ば
最
小
限
度
の
耐
積
ど
な
る
韓
で
あ
る
｡
都
市
各
階

の
面
積
は
此
の
外
に
公
私
用
の
道
路
､
撃
枚
寺
院
等
の
共
用
建
築
物
の
峯
地
を
必
要
AfJ
す
る
か
ら
'
二
人
督

-
約
四

坤
を
要
す
る
だ
せ
ば
､
五
十
万
人
を
有
す
る
大
都
市
中
敷
地
は
約
二
首
万
坪
f̂J
な
る
｡
大
阪
の
如
き
中
央
に
近
い
部

分
の
如
き
塵
は
現
在
既
に
比
の
如
き
人
口
密
集
状
況
を
皐
L
で
ゐ
る
か
･fJ
察
せ
ら
れ
る
｡

宅
地
の
而
積
の
最
小
限
界
は
生
業
の
性
質
に
よ
-
決
定
さ
れ
'
そ
の
最
も
贋
か
ら
ざ
る
可
ら

ざ
る
も
の
は
農
家
で

あ
る
｡
前
に
畢
げ
た
登
園
各
腺
の
宅
地
平
均
両
横
の
等
差
は
幾
月
の
大
多
数
を
占
む
る
盛
か
ら
商
工
月
数
の
剖
食
の

槍
す
に
従
ひ
生
す
る
壁
化
が
そ
の
第

一
で
あ
る
｡
住
家
非
任
家
庭
を
含
む
農
家
の
面
積
は
香
川
牒
讃
岐
の
平
野
の
如

き
小
作
農
の
多
き
地
方
に
於
で
も
'
恐
ら
-
は
そ
の

一
戸
平
均
宵
坤
以
下
に
は
降

-
恥
か
る
ぺ
-
､
奈
良
平
野
の
如

き
は
既
に
教
習
年
前
に
そ
の

一
定
限
界
に
蓮
し
て
今
は
薯
し
き
槍
減
が
起
ら
ぬ
も
の
だ
想
は
れ
る
｡
従
っ
て
鹿
家
の

宅
地
面
積
は

一
般
に
最
小
限
鼎
の
坪
数
が
大
な
る
ビ
同
時
に
減
少
す
る
傾
向
に
封
す
る
安
定
性
も
大
な
り
だ
考

へ
得



る
筈
で
あ
る
｡

蒙

の
宅
地
平
均
面
積
に
地
方
的
等
差
が
通
る
他
の
鞘
由
は
新
地
己
の
閥
係
で
､
水
田
の
み
な
耕
地
だ
す
る
沖
積

平
地
に
敬
逢
し
た
村
落
は
大
抵
隈
な
-
開
架
さ
れ
周
約
的
耕
作
の
極
度
に
逢
し
て
ゐ
る
か
ら
'
宅
地
は
耕
地
に
比
し

て
最
小
の
割
各
を
占
む
る
を
常
ビ
L
t
奈
良
高
槍
等
に
見
る
如
-
殆
ん
'.rJJ
疏
某
果
樹
等
を
宅
地
内
に
栽
え
る
飴
地
を

春
し
て
ゐ
な
い
｡
此
の
如
き
場
合
に
は
叉
柁
牧
草
を
生
す
る
共
有
地
L<
r
f,J
も
互
-
.
耕
作
及
び
運
搬
用
の
馬
隼
を
畜

い
程
L･B
い
か
ら
､
従
っ
て
家
畜
の
小
屋
を
造
る
地
積
も
な
-
.
宅
地
の
面
積
は
そ
れ

だけ
小
計
-
て
よ
い
｡

畑
地
の
多
い
洪
積
基
地
を
含
む
場
令
で
は
此
だ
反
封
の
槻
係
ど
な
り
宅
地
が
此
政
的
に
旗
-
L･4
b
t
山
間
の
平
地

に
乏
し
い
庭
ビ
錐
も
第

一
の
場
令
の
如
-
に
腐
屈
で
な
い
の
を
常
だ
す
る
｡
関
東
以
北
の
鹿
家
の
多

い
地
方
が
金
鯉

ビ
し
て
平
均
而
積
の
大
な
る
は
洪
積
基
地
又
は
火
山
裾
野
の
如
き
緩
斜
面
が
旗
-
発
達
し
た
こ
･jJ
～
開
墾
の
未

だ曹

及
せ
ね
こ
だ
ゝ
で
説
明
さ
れ
る
｡
此
の
関
係
は
藤
田
常
の
示
す
朗
に
従
ひ
前
に
既
に
述

べ
た
臥
で
あ
る
が
'
鏑
は
附

加

へ
て
罷
-
0

(

未
完
)

北
上
山
地
の
南
端
部
､
牡
鹿
牛
島
の
岩
石
節
理
の
研
究

-

失

部

長

克

石
巻
に
近
き
三
線
紀
非
内
石
の
石
切
場
に
於
で
産
山
す
る
ア
ン
誓

ア
イ
ト
は
殆
rru
骨
に
そ
の
原
形
を
失
ひ
長
欄
園

北
上
山
地
山
南
･端
部
'
牡
粒
牛

島

の
川.G石
仲
秋
の
削
兜

一1d

7
五


