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村
落
共
同
体
研
究
に
お
け
る
西
洋
史
学
と
地
理
学
の
聞

鯖
田
豊
之
『
封
建
支
配
の
成
立
と
村
落
共
同
体
』
を
め
ぐ
っ
て水

廷レ
誇

一

朗

　
こ
こ
戒
力
年
、
西
洋
史
学
は
、
村
落
共
同
体
の
研
究
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ

と
す
ぐ
れ
た
成
果
を
お
さ
め
て
き
た
。
増
田
四
郎
の
『
西
洋
封
建
社
会
成
立
期

の
研
究
』
に
つ
い
で
、
伊
藤
栄
の
『
ド
イ
ツ
村
落
共
同
体
の
研
究
』
や
清
水
盛

光
・
会
田
雄
次
編
『
封
建
社
会
と
共
同
体
』
の
大
著
を
み
、
い
ま
ま
た
鯖
田
難

之
の
『
封
建
支
配
の
成
立
と
村
落
共
同
体
』
の
雄
編
を
世
に
お
く
っ
た
。

　
一
方
地
理
学
で
は
、
集
落
形
態
学
Q
D
δ
篇
ご
鵠
σ
q
ω
ヨ
。
愚
げ
。
ざ
σ
q
一
①
や
、
村
落

社
会
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
の
発
達
が
み
ら
れ
る
が
、
藤
布
一
村
落
関
係
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
く
に
目
を
ひ
く
。
こ
れ
ら
の
研
究
が
、
歴
史
学
か
ら
多
く
の

挑
判
を
あ
お
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
地
理
学
も
ま
た
、

歴
史
学
の
成
果
に
つ
い
て
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
い
ま
ま
で
、
日

本
に
お
け
る
歴
史
と
地
理
の
交
流
は
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
地
理
学
界
で
は
、
農
業
史
に
お
け
る
マ
イ
ツ
ェ
ン
諸
臥
霞
窪
の
村

落
研
究
の
方
法
論
が
、
地
理
学
に
お
け
る
シ
ュ
リ
ニ
ー
タ
ー
6
Q
o
乞
馨
舞
の
祭

観
学
U
㊤
づ
α
ω
o
げ
鉱
富
鉾
田
乙
⑳
に
う
け
つ
が
れ
、
歴
史
学
や
社
会
学
の
村
落
研

究
と
の
協
力
の
も
と
に
、
ダ
ラ
ー
ト
マ
ソ
○
罠
昌
昌
窪
づ
や
モ
ル
テ
ン
セ
ン

鑑
。
冨
φ
β
ω
o
欝
・
二
ー
マ
イ
ア
ー
陰
野
ヨ
。
δ
同
ニ
ミ
ュ
ラ
i
－
ー
ヴ
ィ
レ
該
繕
冨
雫

≦
籠
。
な
ど
の
研
鎭
を
へ
て
、
い
ま
や
村
落
史
研
究
上
、
独
宙
の
地
歩
を
つ
く

っ
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ブ
ラ
ー
シ
ュ
く
鵠
鉱
α
o
㌶
切
冨
。
ぴ
。

の
人
文
地
理
学
は
、
経
済
史
の
フ
ェ
ー
ブ
ル
頃
。
ぐ
酵
。
と
の
知
的
交
流
が
い
ち

じ
る
し
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
切
δ
9
の
村
落
史
に
お
け
る
「
農
業
制
度
」
詠
α
q
一
二
¢

餌
σ
q
轟
ζ
o
の
概
念
は
、
ブ
ラ
ー
シ
ュ
学
派
の
「
生
活
様
式
」
の
概
念
を
う
け
つ

ぎ
、
ド
ゥ
マ
ソ
ジ
ョ
ソ
U
o
ヨ
霧
q
q
o
O
p
な
ど
の
集
落
地
理
学
の
成
果
を
た
く



批判と反
　
み
に
か
み
く
だ
い
て
い
る
。
デ
レ
ア
ー
ジ
ュ
　
］
）
巴
雰
α
q
o
や
デ
ュ
ビ
ー
U
露
び
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

な
ど
の
村
落
史
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
あ
と
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　
地
方
史
を
、
ド
イ
ツ
で
σ
q
。
ω
。
課
魯
艶
。
ロ
①
り
窪
畠
霧
園
琶
α
①
、
す
な
わ
ち

　
「
歴
史
地
誌
」
と
い
う
の
．
も
、
歴
史
と
地
理
の
緊
密
な
間
柄
を
も
の
が
た
る
。

さ
ら
に
現
在
、
総
合
的
科
学
を
め
ざ
し
て
窯
。
。
け
。
巴
冨
。
げ
。
菊
窪
白
h
o
誘
。
ぴ
餌
匿
σ
q

の
刊
行
を
み
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
歴
史
学
と
つ
よ
く
結
ば
れ
た
ω
δ
山
7

き
σ
Q
q
。
ヨ
・
削
ぎ
ざ
σ
q
富
や
富
巳
Φ
。
・
｝
窪
監
①
を
、
移
住
形
態
学
や
地
学
と
直
訳

し
、
歴
史
学
の
補
助
科
学
と
み
る
だ
け
で
、
集
落
地
理
学
の
一
部
門
や
地
誌
学

そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
と
か
く
目
を
と
じ
が
ち
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
い
ま
や
、
両
科
学
の
結
び
つ
き
が
、
歴
史
学
の
方
か
ら
積
極
酌
に

求
め
ら
れ
て
き
た
。
西
洋
史
学
の
鯖
田
は
、
前
掲
書
の
あ
と
が
き
で
こ
う
の
べ

　
て
い
る
。
　
「
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
封
建
祉
会
研
究
に
お
い
て
は
、

歴
史
学
と
地
理
学
と
の
結
び
つ
き
が
つ
よ
い
。
歴
史
学
者
の
あ
い
だ
で
は
地
理

学
の
成
果
が
大
急
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
地
理
学
者
は
歴
史
学
的
…
方
法

を
大
い
に
身
に
つ
け
て
い
る
。
封
建
社
会
は
歴
史
学
、
地
理
学
双
方
の
研
究
対

象
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
地
理
学
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
祉
会
研

’
究
と
現
在
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
て
い
ど
深
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
西
洋
中
枇
史
学
界
で
は
、
地
理
学
と
の
結
び
つ
き

は
若
干
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
『
封
建
社
会
研
究
縮
少
量
』

の
よ
う
な
性
急
な
議
論
が
と
び
出
す
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
も
あ
る
」
。
　
集
落

地
理
学
を
専
門
と
す
る
私
に
と
っ
て
、
全
く
専
門
外
と
も
い
う
べ
き
封
建
支
配

に
関
す
る
本
書
の
書
評
を
、
著
潜
か
ら
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
あ
ま
り
謙
遜
せ
ず

に
ひ
き
う
け
た
の
も
、
地
理
学
と
の
交
流
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
史

学
に
新
境
地
を
き
り
ひ
ら
こ
う
と
す
る
著
春
の
姿
勢
に
、
か
ね
て
共
鳴
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
私
は
、
本
書
の
歴
史
学
的
評
価
を
云
々
す
る
能
ヵ
は
も
ち
あ
わ
さ
な
い
。

た
ま
た
ま
史
学
研
究
会
の
編
集
部
か
ら
、
　
「
地
理
学
か
ら
西
洋
史
学
へ
」
の
執

筆
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
事
情
も
あ
り
、
本
書
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
書
評
を
は
な

れ
た
と
こ
ろ
で
、
村
落
二
三
体
言
研
究
に
つ
い
て
、
つ
ね
つ
ね
地
理
学
の
立
場

か
ら
抱
い
て
き
た
感
想
や
意
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

．
二

　
鯖
田
論
考
は
四
馬
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
一
編
「
封
建
社
会
期
村
落
研
究
の
前

提
」
の
稲
叢
早
で
、
中
世
村
落
が
現
在
の
村
落
に
つ
ら
な
る
も
の
を
も
つ
点
を

強
調
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
在
の
地
方
自
治
体
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
が
、
大
ま
か
な
と
こ
ろ
、

一
四
世
紀
以
来
の
教
区
に
つ
な
が
り
、
目
立
つ
た
安
定
性
を
示
し
て
い
る
。
し

か
し
コ
・
ミ
ュ
ー
ヌ
は
単
一
の
集
落
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
す
く
な
い
。
西
部

や
南
西
部
の
散
村
地
域
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
東
北
部
の
集
村
地
域
で
も
、

コ
ミ
ュ
ー
ヌ
は
、
集
居
を
な
す
中
心
集
落
以
外
に
、
散
居
蓼
p
詳
や
小
村
部
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】
鼠
嵩
お
舞
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
散
村
や
小
村
の
な
か
に
は
、
一

闘
世
紀
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
古
い
成
立
に
か
か
る
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
「
中
心
集
落
の
ほ
か
に
い
く
つ
も
の
ア
モ
ー
や
エ
カ
ー
ル
を
ふ
く
む
コ
ミ
ュ
ー

ヌ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
安
定
性
を
保
持
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

す
く
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
歴
史
学
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ヌ

の
歴
史
的
形
成
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
」
。
　
こ
う
の
べ

た
上
で
、
鯖
周
は
、
最
近
の
「
封
建
社
会
研
究
縮
少
論
」
の
不
徹
底
さ
を
批
判

す
6
。

　
さ
ら
に
第
二
・
三
章
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
門
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
」
　
「
教
区
」
　
「
村
落

共
同
体
扁
な
ど
の
歴
史
を
概
観
し
た
あ
と
、
　
コ
一
、
二
世
紀
集
村
成
立
説
」

に
つ
い
て
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
南
部
の
マ
コ
ネ
地
方
に
か
ん
す
る
ド
ユ
ビ
ー
の
研

究
成
果
を
と
り
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
方
の
集
落
は
、
一
〇
〇
〇
年
以
前

に
は
、
す
べ
て
ア
モ
：
で
あ
り
、
ア
モ
ー
を
構
成
す
る
各
農
昆
経
営
は
独
立
性

が
つ
よ
く
、
集
落
単
位
の
強
制
耕
作
や
共
同
地
利
用
の
ご
と
ぎ
は
全
然
な
か
っ

た
こ
と
、
居
住
の
集
中
ヨ
さ
0
9
ざ
。
箕
目
ρ
鉱
2
μ
（
δ
一
、
げ
2
σ
器
霧
を
も
と
に
、

教
区
共
同
体
が
成
立
し
た
の
は
、
一
一
、
二
世
紀
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
共
同

体
の
成
立
は
、
そ
れ
ま
で
の
分
散
酌
な
荘
園
領
主
支
配
に
か
わ
っ
て
、
一
円
酌

な
領
域
支
配
権
を
行
使
す
る
バ
ン
領
主
の
成
立
、
し
た
が
っ
て
封
建
社
会
の
成

立
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
ふ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
よ
う
な
マ
コ
ネ
地
方
の
事
情
を
、
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
う
る
可
能
性
が

あ
る
か
、
こ
れ
が
本
書
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
著
者
は
、

ド
イ
ツ
で
も
、
耕
区
や
三
夕
制
農
法
を
も
つ
集
村
は
、
ダ
ラ
ー
ト
マ
ソ
な
ど
が

と
く
ほ
ど
始
源
的
な
も
の
で
は
な
く
、
七
・
八
撚
紀
集
村
成
立
説
が
有
力
で
あ

る
と
し
て
、
新
し
い
研
究
成
果
を
要
約
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
し
か
も
、
ド
ユ
ビ
ー
の
一
一
、
二
世
紀
集
村
成
立
説
と
、
ド
イ
ツ
の
七
、
八

世
紀
集
村
成
立
説
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
時
代
比
定
上
の
ち
が
い
を
、
た
ん
に

門
地
域
差
」
に
も
と
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
み
て
、
前
者
は
、
集
落
形
態
と
古

典
荘
園
と
の
関
連
を
重
視
し
、
後
者
は
、
バ
ン
領
主
と
の
関
連
を
重
視
し
た
説

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
時
代
比
定
の
ち
が
い
は
、
騰
史
学
上
の
封
建
社
会
構

造
を
め
ぐ
る
見
解
の
ち
が
い
ど
交
錯
す
る
こ
と
に
注
嗣
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
。　

以
上
の
よ
う
に
研
究
史
と
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
著
看
は
、
小
村
卓
越

地
域
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
マ
コ
ネ
地
方
を
、
集
村
地
域
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
東
北
部
の
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
地
方
を
え
ら
び
、
第
二
二
二
編
で
「
封
建

支
配
の
成
立
と
村
落
共
同
体
」
に
つ
い
て
、
く
わ
し
い
実
証
研
究
を
く
り
ひ
ろ

げ
た
。
曳
く
の
刊
本
史
料
の
検
討
か
ら
、
両
地
方
に
お
け
る
九
・
一
〇
世
紀
の

ア
モ
ー
か
ら
な
る
ヴ
ィ
ラ
を
浮
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
一
一
、
二
世
紀
に
悪
地
と

も
ほ
ぼ
共
通
し
て
、
集
村
ー
パ
ン
領
主
i
村
落
共
問
体
が
対
応
し
な
が
ら
成
立

し
た
、
と
と
く
。

　
封
建
体
制
下
の
パ
ン
領
主
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
・
カ
ペ
ー
王
権
な
ど
の
関
係
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判と反雀

に
つ
い
て
説
明
し
た
歴
史
的
内
容
か
ら
も
、
地
理
学
は
多
く
を
学
ぶ
。
ブ
ル
．
コ

！
ニ
ュ
の
地
が
、
南
牝
の
地
理
的
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姻
性
を
も
つ
プ
ロ

ヴ
ァ
ン
ス
箕
。
〈
営
。
①
の
一
つ
を
形
成
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
騰
史
的

領
域
の
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
書
は
よ
き
範

例
を
提
供
す
る
。

　
し
か
し
私
は
、
多
岐
的
な
鯖
田
論
考
の
な
か
か
ら
、
集
落
や
村
落
共
同
体
の

問
題
だ
け
を
と
り
だ
し
て
み
た
い
。
ま
た
地
理
学
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
た
め
に
、

中
世
史
学
の
お
か
れ
て
い
る
諸
事
惰
は
、
か
な
ら
ず
し
も
考
慮
し
な
か
っ
た
こ

と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
．

三

　
原
史
料
に
も
と
つ
く
九
・
一
〇
世
紀
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
ヴ
ィ
ラ
と
そ
の
屋
敷

や
農
地
の
復
原
は
、
歴
史
学
だ
け
で
な
く
、
集
落
の
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
も
、

大
き
な
貢
献
で
あ
ろ
う
。
耕
地
研
究
上
で
も
、
二
ー
マ
ィ
ア
な
ど
の
「
エ
ッ
シ

ュ
耕
地
最
古
説
」
闘
ω
o
｝
旨
。
ヨ
夢
o
O
ユ
。
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
耕
地
形
態
の
卓

越
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
、
嗣
を
ひ
く
。
か
れ
の
指
摘
し
た
ヴ
ィ
ラ
の
耕

地
は
、
形
態
分
類
上
、
ブ
ロ
ッ
ク
耕
地
切
一
〇
。
謀
一
霞
と
と
も
に
、
ブ
ロ
ッ
ク

交
錯
圃
耕
地
蛍
○
畠
σ
q
。
ヨ
§
σ
q
。
臣
霞
や
短
長
紐
状
耕
地
回
自
護
の
㌶
。
圃
8
コ
自
霞

と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ヴ
ィ
ラ
の
空
間
配
置
を
数
葉
の
模
式
図
に
あ
ら
わ
し
た
の

も
、
ま
た
散
村
地
域
と
集
村
地
域
の
地
域
差
を
考
慮
し
て
、
二
つ
の
サ
ン
プ
ル

エ
リ
ア
を
え
ら
ん
だ
の
も
、
適
切
で
あ
る
。
た
だ
両
地
域
の
な
か
か
ら
、
や
や

共
通
点
だ
け
を
求
め
す
ぎ
た
5
ら
み
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
地
理
学
的
に
は
、
サ
ン
プ
ル
エ
リ
ア
の
え
ら
び
方
に
難
点
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
散
村
と
い
っ
て
も
、
南
欧
に
近
い
マ
コ
ネ
と
西
部
の

ボ
カ
ー
ジ
ュ
ご
0
8
σ
q
。
地
域
で
は
、
す
く
な
く
と
も
地
理
学
的
に
は
、
そ
の

構
造
が
ち
が
う
。
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
地
方
も
、
東
北
部
フ
ラ
ン
ス
の
典
型
的
な
集
村

地
域
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
縁
辺
部
に
す
ぎ
な
い
。
古
来
、
ロ
ー
ヌ
や
ソ
ー
ヌ
の

構
造
谷
を
と
お
っ
て
、
地
中
海
的
要
素
が
し
の
び
こ
ん
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
鯖

園
自
身
が
み
と
め
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
南
北
に
長
い
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ニ
は
、

北
と
爾
か
ら
、
集
村
と
散
村
、
紐
状
耕
地
と
ブ
ロ
ッ
ク
耕
地
、
集
団
原
理
と
個

別
原
理
が
ふ
れ
あ
う
と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
文
化
類
型
の
由
来
を
め
ぐ
っ
て
、
種

々
の
見
解
が
発
表
さ
れ
た
。

　
デ
レ
ア
ー
ジ
ュ
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
・
北
東
部
の
集
村
の
起
原
を
、
青
銅
器
な

い
し
ハ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
蒔
代
、
東
方
か
ら
き
た
ト
ゥ
ミ
ュ
ル
ス
日
昌
ヨ
巳
器
量

に
、
南
西
部
の
小
村
を
、
新
石
器
時
代
や
青
銅
器
時
代
初
期
、
オ
リ
エ
ン
ト

か
ら
ス
ペ
イ
ン
を
こ
え
て
き
た
ド
ル
メ
ン
人
に
き
し
た
。
し
か
し
シ
ャ
ム
ピ
エ

Ω
冨
ヨ
覧
興
の
研
究
に
よ
る
と
、
両
文
化
類
型
は
、
デ
レ
ア
…
ジ
ュ
の
い
う
よ

う
な
系
統
の
ち
が
い
を
示
す
と
い
う
よ
り
、
臼
然
条
件
に
制
約
さ
れ
た
細
裂
や
、

そ
の
伝
播
時
期
の
ち
が
い
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
こ
う
し
た
ブ
ル
ゴ
…
ニ
ュ
の

南
北
性
に
つ
い
て
、
鯖
田
論
文
が
直
接
問
題
に
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
地
理
学
的
に
は
、
か
れ
の
復
原
し
た
九
・
一
〇
世
紀
に
お
け
る
門
地
の

ヴ
ィ
ラ
の
構
造
跨
体
、
こ
う
し
た
ち
が
い
を
微
妙
に
う
つ
し
だ
し
て
い
る
の
が

注
冒
を
ひ
く
。
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
の
方
が
、
マ
コ
ネ
に
く
ら
べ
て
集
落
規
模
が
大
き

く
、
耕
地
の
紐
状
地
化
の
傾
向
も
は
つ
ぎ
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
コ
ネ
に
は

な
か
っ
た
荘
園
の
古
典
的
性
格
が
、
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
に
は
み
と
め
ら
れ
る
。
申
世

以
降
の
南
北
性
が
、
す
く
な
く
と
も
荘
園
時
代
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と

が
た
し
か
な
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
す
こ
し
執
着
し
て
み
る
余
地

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
マ
コ
ネ
だ
け
み
て
も
、
均
質
な
空
間
で
は
な
い
。
デ
ュ
ピ
ー
の
マ
コ
ネ
研
究

に
よ
る
と
、
す
で
に
＝
世
紀
に
は
、
か
わ
い
た
、
田
当
り
の
よ
い
段
丘
な
ど

に
、
古
く
か
ら
稠
密
に
占
居
が
す
す
み
、
耕
作
し
や
す
い
土
壌
に
め
ぐ
ま
れ
て
、

一
種
の
園
耕
が
い
と
な
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
ま
わ
り
の
森
林
で
は
、
水
分
が

過
剰
で
、
人
口
も
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
。
低
地
や
高
地
の
纒
拓
は
、
一
一
世
紀
に

は
じ
め
て
開
拓
さ
れ
、
新
し
い
小
村
の
成
立
を
み
た
、
と
い
う
。

占
居
が
種
々
の
蒔
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
鯖
田
も
独
自
な

史
料
操
作
で
ふ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
現
在
の
（
マ
コ
ネ
の
）
居
佳
地
点

の
う
ち
一
〇
〇
〇
年
当
時
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
プ
ー
ル

八
五
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
モ
ー
三
六
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
エ
カ
…
ル
六
・
三

パ
…
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
に
な
る
。
マ
7
ネ
地
方
に
お
い
て
は
、
ア
モ
ー
の
外

合
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
幽
幽
ー
ル
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
、
少

な
く
と
も
一
〇
〇
〇
年
以
降
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
だ

が
い
か
な
る
場
所
に
立
地
し
た
プ
ー
ル
、
あ
る
い
は
ア
モ
ー
が
、
　
一
〇
〇
〇
年

当
時
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鯖
田
説
に
お
い
て
、
一
一
、
二
世

紀
に
集
村
化
現
象
が
生
じ
、
そ
れ
と
対
応
し
て
村
落
共
同
体
と
パ
ン
領
主
制
が

確
立
し
た
と
い
う
か
ぎ
り
、
一
一
世
紀
以
降
の
ア
モ
ー
や
エ
カ
ー
ル
の
群
立
に

つ
い
て
も
、
そ
の
村
落
共
同
体
や
封
建
体
糊
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
立
地

条
件
や
要
因
が
、
は
っ
き
り
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
の
論
法
に

よ
る
と
、
今
日
ま
で
や
や
小
村
の
多
い
マ
コ
ネ
地
方
で
は
、
パ
ン
領
主
の
墓
石
、

す
な
お
ち
封
建
体
制
の
成
立
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
地
方
よ
り
不
充
分
だ
つ
た
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。

　
ま
た
鯖
田
説
の
よ
う
に
、
三
圃
農
業
の
形
成
が
集
村
化
と
関
係
す
る
と
す
れ

ば
、
マ
コ
ネ
地
方
で
は
、
そ
の
出
現
も
稲
対
的
に
は
よ
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

鯖
田
は
、
一
二
世
紀
中
葉
ご
ろ
、
壁
面
黎
の
普
及
が
、
ク
リ
．
一
二
一
修
道
院
文

書
や
マ
ー
コ
ソ
司
教
教
会
文
書
に
で
る
こ
と
や
、
直
営
地
に
お
け
る
三
嗣
定
業

経
営
を
示
す
史
料
の
存
在
だ
け
を
強
調
す
る
。
　
「
直
営
地
か
ら
出
発
し
た
三
圃

制
農
法
が
、
一
一
、
一
二
世
紀
の
う
ち
に
次
第
に
普
及
す
る
端
緒
を
物
語
っ
て

い
る
」
、
と
い
う
が
、
は
た
し
て
事
態
は
、
こ
う
あ
ざ
や
か
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
一
一
世
紀
の
マ
ー
コ
ン
司
教
教
会
文
書
四
九
三
の
史
料
を
、
か
れ
が
デ
レ

ア
…
ジ
ェ
説
を
し
り
ぞ
け
て
、
三
圏
制
の
記
事
と
断
定
す
る
根
拠
も
、
は
っ
き

り
し
な
い
。
休
閑
の
な
い
二
年
i
三
年
輪
作
が
、
中
世
に
も
北
酉
ド
イ
ツ
を
は
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批潤と反

じ
め
と
す
る
エ
ッ
シ
ュ
農
業
同
ω
。
プ
三
溝
ω
・
｝
茜
雲
を
代
表
に
、
北
海
・
バ
ル
ト

海
沿
岸
や
ケ
ル
ト
地
域
な
ど
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
、
個
別
経
営
に
な
る

三
圃
農
業
さ
え
、
は
や
く
か
ら
小
村
や
散
村
の
ブ
ロ
ッ
ク
耕
地
で
い
と
な
ま
れ

た
特
例
が
あ
る
。
ま
た
集
落
や
農
地
、
あ
る
い
は
そ
の
経
営
形
態
は
、
と
な
り

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
自
然
や
開
拓
史
の
ち
が
い
に
応
じ
て
、
微
妙
に
か
わ
る
。

三
圃
制
や
集
村
居
住
を
、
領
主
制
と
結
び
つ
け
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。

　
エ
カ
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
遺
制
期
の
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
の
ば
あ
い
、
鯖
田
の
評
価
以
上

に
集
村
化
に
近
い
現
象
の
は
や
く
出
現
し
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ

の
点
を
あ
げ
て
お
く
。
九
三
七
年
の
シ
ャ
ム
ド
ー
ル
荘
園
所
属
マ
ン
ス
な
ど
で

は
、
一
マ
ン
ス
が
二
、
三
戸
の
農
家
を
ふ
く
む
こ
と
。
当
該
荘
園
所
属
戸
数
だ

け
で
三
一
戸
・
二
五
戸
な
ど
の
ヴ
ィ
ラ
が
あ
る
こ
と
。
八
七
〇
年
の
フ
ル
カ
ル

ド
ゥ
ス
所
有
マ
ン
ス
な
ど
の
隣
接
物
件
に
耕
地
や
道
路
・
川
な
ど
が
あ
る
こ
と
・
．

か
ら
、
た
だ
ち
に
ル
ー
ズ
な
マ
ン
ス
の
分
散
は
推
論
で
き
な
い
こ
と
。
マ
ン
ス

の
平
均
面
積
二
六
ア
…
ル
強
は
、
菜
園
や
果
樹
園
を
ふ
く
む
量
敷
地
と
し
て
、

蔚
別
大
き
く
は
な
い
こ
と
。
ソ
ー
ヌ
支
流
の
小
漢
谷
に
立
地
す
る
リ
ュ
ク
ス
と
、

平
坦
地
の
多
い
エ
…
ズ
ジ
…
な
ど
の
集
落
形
態
を
、
一
応
区
別
し
て
吟
味
す
る

必
要
の
あ
る
こ
と
。

　
ド
イ
ツ
地
理
学
の
一
派
は
、
周
到
な
ド
イ
ツ
集
落
の
形
態
分
類
に
お
い
て
、

西
ド
イ
ツ
の
古
る
い
不
規
則
な
小
村
U
窪
ぴ
σ
巴
や
小
規
模
な
集
村
と
、
や
や

計
画
性
の
あ
る
袋
小
路
村
ω
8
養
舘
ω
窪
α
O
諏
を
区
別
し
、
後
者
に
三
眠
制

を
と
も
な
う
ゲ
ヴ
ァ
ン
村
落
O
。
宅
§
匿
。
誌
の
母
胎
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
。

こ
れ
が
完
全
な
計
画
性
を
示
す
の
は
、
一
二
世
紀
以
後
、
西
ド
イ
ツ
か
ら
の
植

民
団
に
よ
っ
て
で
き
る
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ
の
広
場
村
落
歪
舞
N
α
o
欺
（
〉
養
？

箆
。
鳳
）
や
特
異
な
街
村
Q
Q
嘗
器
ω
o
降
自
。
篇
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
＝
一
世
紀
こ

ろ
か
ら
、
さ
ら
に
競
芽
鮒
に
は
九
世
紀
か
ら
、
そ
れ
ま
で
さ
け
ら
れ
た
低
湿
地

や
森
林
に
も
、
大
が
か
り
な
湿
地
村
耕
地
ッ
壁
誘
。
げ
プ
亀
。
巳
一
撃
や
林
隙
村
耕

地
姜
巴
畠
げ
録
。
艮
ぼ
目
が
計
画
的
に
で
き
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
し
て

も
、
西
・
爾
ド
イ
ツ
の
母
村
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ァ
ン
体
制
の
成
熟
が
、
そ
れ
以
萌

の
蒔
直
に
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
学
界
で
も
、
す
で
に
九
世
紀
か
ら
一
〇
・
一
一
世
紀
に
か
け
て
、

北
東
フ
ラ
ン
ス
で
は
農
業
技
術
革
命
が
お
こ
り
、
水
車
の
普
及
や
大
型
黎
の
利

絹
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
鯖
田
の
「
一
一
、
二
世
紀
集

柑
成
立
説
」
の
一
般
化
に
は
、
な
お
吟
味
の
余
地
が
あ
る
と
お
も
う
。

四

　
立
地
条
件
や
地
域
の
特
殊
性
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
は
、
一
般
論
の
樹
立
に
と

っ
て
は
、
と
か
く
足
か
せ
に
な
り
や
す
い
。
近
代
科
学
は
一
般
論
や
原
理
を
こ

の
む
。
そ
こ
で
立
地
や
場
所
の
特
殊
性
を
、
歴
史
の
本
質
に
と
っ
て
は
形
式
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
む
や
み
に
す
て
さ
る
立
場
が
生
れ
る
。
大
塚
久
雄
の

『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
に
お
い
て
も
、
三
舘
岩
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
条
件
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に
規
定
さ
れ
た
外
被
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
「
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
」
の
原
理

を
、
自
然
か
ら
自
由
な
耕
区
制
の
分
析
を
も
と
に
く
み
た
て
た
。
し
か
し
一
体
、

耕
地
や
牧
地
、
宅
地
、
道
路
な
ど
の
複
合
体
た
る
生
活
空
間
の
呉
体
的
な
し
く

み
を
は
な
れ
て
、
生
産
関
係
と
か
、
椎
会
関
係
の
原
理
が
、
胴
個
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
私
は
、
西
欧
の
耕
区
は
、
原
初
的
に
は
共
同
開
拓
の
単
元
で
あ
り
、
こ
れ
が

中
世
以
降
の
耕
地
整
理
を
へ
て
、
レ
ス
層
な
ど
の
絶
険
な
主
穀
生
産
に
め
ぐ
ま

れ
た
場
所
を
主
要
な
舞
含
に
、
あ
の
「
耕
区
制
」
の
経
営
単
位
た
る
「
純
正
な

耕
区
」
Φ
9
＃
Φ
○
①
毛
騨
冨
づ
に
く
み
か
え
ら
れ
た
と
い
う
見
解
を
も
つ
。
こ
の

こ
と
自
体
、
鯖
町
の
論
考
と
さ
し
て
矛
盾
す
る
わ
け
で
ぽ
な
い
し
、
こ
う
し
た

生
薩
の
場
に
藩
冒
し
た
か
れ
の
論
考
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
一
般
論
と
し
て
は
、
地
理
学
と
社
会
諸
科
学
と
の
あ
い
だ
に
は
、
い

ま
ま
で
宿
命
的
と
も
い
え
る
ず
れ
が
あ
っ
た
。
具
体
例
寂
私
自
身
の
研
究
か

ら
と
り
だ
し
て
み
よ
う
。
酉
欧
の
混
合
農
業
の
～
類
型
が
、
か
つ
て
は
耕
区
を

共
洞
耕
作
の
最
小
単
元
と
し
て
い
と
な
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
劉
本
で
は
、
一
筆

耕
地
の
集
合
体
を
字
や
坪
と
よ
ぶ
。
そ
の
水
田
の
水
が
か
り
の
共
同
規
制
が
、

あ
る
時
点
で
字
や
坪
を
最
小
単
元
と
し
て
発
動
し
た
と
い
う
私
の
見
解
は
、
栓

ム
皿
学
の
余
田
博
通
な
ど
の
実
態
調
杏
一
で
も
支
持
さ
れ
た
。
だ
が
そ
の
後
の
地
理

学
と
社
会
学
の
研
究
は
、
別
の
方
向
を
歩
い
て
い
っ
た
。
私
は
、
ゲ
ヴ
ァ
ン
と

字
（
坪
）
の
機
能
的
相
違
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
西
欧
と
日
本
に
お

け
る
村
落
の
質
の
ち
が
い
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
他
方
は
、
西

欧
の
耕
区
制
に
対
応
す
る
も
の
を
日
本
の
水
が
か
り
の
団
地
に
も
と
め
、
た
だ

ち
に
赤
地
に
共
通
す
る
社
会
発
展
の
論
理
を
く
み
た
て
る
（
余
田
『
農
業
村
落

社
会
の
論
理
構
造
』
）
。

　
フ
ィ
ー
ル
ド
に
即
し
て
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
一
系
駒
発
展
説
に
は
疑
問

が
で
て
く
る
。
た
だ
地
理
学
が
、
地
域
差
に
拘
束
さ
れ
る
あ
ま
り
、
事
実
の
集

積
に
終
始
し
て
、
全
体
の
発
展
傾
向
を
み
う
し
な
う
と
す
れ
ぽ
、
た
し
か
に
こ
れ

は
片
手
藩
ち
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
鯖
闘
の
「
地
域
差
と
い
う
言
葉
の

魔
術
扁
が
、
こ
う
し
た
断
片
化
を
つ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
適
切
な
指
摘

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
気
に
な
る
の
は
、
　
「
蒔
代
差
と
い
う
四
葉
の
魔

術
」
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
ま
地
理
学
は
、
一
つ
の
見
と
お
し
を
も
つ
。
性
質
の
ち
が
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
社
会
と
地
域
祉
会
と
が
、
し
だ
い
に
接
触
交
流
し
な
が
ら
、
結
節
点
た

る
都
市
を
析
出
し
、
そ
こ
を
媒
体
と
し
て
小
地
域
社
会
が
よ
り
大
き
い
地
域
に

と
け
あ
う
こ
と
に
鳶
冒
す
れ
ば
、
地
理
学
に
お
け
る
地
域
発
展
法
剰
が
、
地
域

差
を
包
摂
し
な
が
ら
あ
み
だ
さ
れ
る
、
と
い
う
見
と
お
し
で
あ
る
。
現
代
地
理

学
は
、
都
市
の
結
節
性
博
。
自
己
津
図
、
そ
の
影
響
舗
、
そ
の
変
遷
を
こ
ま
か
に

分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
一
一
、
二
世
紀
の
集
村
化
現
象
に
、
か
か
る
結
節
機
能
の
析

出
を
想
定
す
る
鯖
田
説
は
、
地
域
論
に
た
い
す
る
貴
重
な
提
言
で
あ
ろ
う
。
小

M8 （468）



批判と反省

村
か
ら
で
き
た
ヴ
ィ
ラ
群
を
つ
つ
む
特
定
の
地
域
範
囲
に
、
一
種
の
地
域
中
心

が
集
柑
の
形
を
と
っ
て
結
晶
し
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
バ
ン
領
主
の
登
場
や

ブ
ル
ク
・
教
区
教
会
の
成
立
な
ど
と
か
ら
み
あ
う
こ
と
、
そ
し
て
　
部
の
農
罠

が
外
延
部
の
ヴ
ィ
ラ
か
ら
集
村
た
る
本
・
拠
部
に
向
っ
て
移
動
し
た
こ
と
、
古
文

書
に
も
と
つ
く
こ
れ
ら
の
説
明
は
、
中
世
都
市
研
究
か
ら
中
世
村
落
研
究
に
す

す
ん
だ
鯖
田
ら
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
で
あ
る
。
　
「
空
き
マ
ソ
ス
」
彦
窪
雲
影

昏
。
・
β
導
に
つ
い
て
の
解
釈
も
、
生
彩
に
と
む
。

　
し
か
し
過
去
の
地
域
差
と
い
う
と
き
、
現
在
の
自
然
環
境
か
ら
、
た
だ
ち
に

歴
史
時
代
の
環
境
を
推
定
す
る
の
は
あ
ぶ
な
い
。
、
鯖
田
論
考
を
は
な
れ
る
が
、

シ
ュ
リ
ュ
ー
タ
ー
の
『
初
期
歴
史
望
地
に
お
け
る
居
住
空
間
』
な
ど
に
示
さ
れ

た
衆
観
史
研
究
の
方
法
論
は
、
歴
史
、
学
に
も
ま
だ
ま
だ
活
用
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

村
落
史
研
究
の
学
史
に
お
い
て
、
ダ
ラ
ー
ト
マ
ソ
の
考
え
方
は
、
集
村
即
村
落

共
同
体
の
始
源
性
を
と
く
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
共
同
体
説
の
亜
流
と
う
け
と

れ
や
す
い
が
、
先
史
時
代
の
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
レ
ス
層
上
に
は
や
く
も
集
村

が
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
成
立
の
場
に
ひ
ろ
び
う
と
し
た
ス
テ
ッ
プ

麓
原
ω
審
℃
℃
§
】
お
㌶
O
を
想
定
し
た
生
態
学
的
見
解
は
、
・
た
と
え
今
臼
、
植

物
学
や
考
古
学
か
ら
の
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
く
む
べ
き
も

の
を
の
こ
し
て
い
る
。
今
後
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、
マ
コ
ネ
と
デ
ィ
ジ
ョ

ネ
に
お
け
る
九
・
一
〇
世
細
脚
ヴ
ィ
ラ
の
環
境
が
究
明
さ
れ
、
さ
ら
に
一
一
世
紀

以
後
の
新
し
い
集
落
の
成
立
や
そ
の
封
建
支
配
と
か
ら
ま
せ
て
、
森
林
開
発
な

ど
の
事
情
が
具
体
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
両
科
学
に
と
っ
て
大
き
い
収
穫
で
あ
ろ

う
。
た
だ
そ
の
さ
い
、
ブ
ル
．
3
i
ニ
ュ
の
南
北
性
の
問
題
が
、
よ
り
す
す
ん
だ

形
で
顕
在
化
す
る
と
お
も
う
。

五

　
復
原
さ
れ
た
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
遺
二
期
の
示
唆
に
と
む
ヴ
ィ
ラ
像
一
す
な
わ

ち
小
村
状
の
屋
敷
の
配
置
と
、
量
敷
に
直
接
つ
づ
く
一
か
た
ま
り
0
内
耕
地
と
、

外
縁
部
の
散
在
耕
地
片
と
、
荘
園
領
主
の
分
散
約
な
支
配
を
特
色
と
す
る
「
小

規
模
で
ル
ー
ズ
な
構
造
を
も
つ
」
ヴ
ィ
ラ
の
景
観
1
一
を
一
応
認
め
る
と
し
て

も
、
そ
こ
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
結
論
、
お
よ
び
そ
の
推
理
の
プ
μ
セ
ス
に

つ
い
て
は
、
疑
問
の
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

．
　
結
論
と
し
て
、
鯖
田
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
あ
げ
る
。
同
一
ヴ
ィ
ラ
に
す
む
個
々

の
農
畏
経
営
は
か
な
り
独
立
性
が
つ
よ
か
っ
た
こ
と
、
　
「
か
か
る
独
立
性
は
、

当
蒔
に
あ
っ
て
は
粗
放
経
営
に
通
じ
る
も
の
で
、
大
部
分
の
農
属
は
ひ
く
い
生

産
力
水
準
の
も
と
で
、
た
え
ず
飢
餓
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
、

　
「
公
・
伯
・
ヴ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
な
ど
の
公
権
力
は
全
く
名
獣
的
・
形
式
的
な
も

の
に
と
ど
ま
り
、
確
固
と
し
た
政
治
的
秩
序
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
」
、
す

な
わ
ち
「
現
在
の
コ
ミ
ュ
…
ヌ
の
原
型
た
る
村
落
真
岡
体
は
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
」
こ
と
。

　
マ
ロ
ネ
の
イ
ジ
ュ
H
σ
q
O
や
ド
マ
ン
ジ
ュ
O
o
営
§
σ
q
o
の
ヴ
ィ
ラ
に
お
い
て
、
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〇
二
一
－
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
は
な
れ
た
耕
区
に
マ
ン
ス
が
分
散
し
た
例

を
鯖
田
は
あ
げ
る
が
、
分
散
と
い
っ
て
も
限
界
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
一
・
五

キ
ロ
の
分
散
か
ら
、
た
だ
ち
に
マ
ン
ス
相
互
の
結
び
つ
き
が
ル
…
ズ
だ
っ
た
と

推
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
程
度
の
距
離
を
徒
歩
で
こ
な
す
こ
と
は
、
現
在

の
山
村
で
も
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
行
動
範
闘
に
す
ぎ
な
い
。
屋
敷
間
の
距
離
に
つ

い
て
は
、
あ
と
で
も
ふ
れ
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
耕
区
に
多
年
生
ブ
ド
ウ
畑
が
漉
在

し
た
こ
と
か
ら
、
耕
区
単
位
の
作
付
や
作
替
が
困
難
で
、
耕
区
へ
の
共
同
放
牧

も
ブ
ド
ウ
の
幹
の
か
た
く
な
る
冬
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
祭
ま
で
不
可
能
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
耕
区
制
に
も
と
つ
く
典
型
葡
な
共
同
輪
作
が
む
つ
か
し
か
っ
た
と

い
う
か
れ
の
解
釈
は
、
果
樹
の
村
の
地
域
性
を
ふ
ま
え
て
共
感
を
よ
ぶ
。
た
だ

南
欧
の
果
樹
栽
培
地
方
で
は
、
こ
う
し
た
状
態
が
、
一
一
、
二
世
紀
以
後
も
ひ

き
つ
づ
き
尾
を
ひ
い
た
の
も
事
実
で
、
マ
纂
ネ
地
方
で
は
、
い
ま
も
か
な
り
の

ブ
ド
ウ
生
産
を
み
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　
適
格
な
史
料
分
析
か
ら
、
か
れ
は
外
耕
地
の
各
戸
の
保
有
地
が
じ
か
に
混
在

せ
ず
、
ブ
ド
ウ
畑
や
宅
地
の
ほ
か
、
道
路
。
・
貯
ρ
＄
℃
g
三
ざ
酔
な
ど
で
区
切
ら

れ
て
い
た
ば
あ
い
の
多
い
こ
と
を
復
原
し
た
上
で
、
共
隅
耕
作
の
お
こ
な
わ
れ

た
可
能
性
が
す
く
な
い
と
推
定
す
る
。
し
か
し
ヴ
ィ
ラ
に
お
け
る
耕
地
景
観
の

一
部
は
、
ラ
イ
ン
や
ド
ナ
ウ
流
域
か
ら
北
東
フ
ラ
ン
ス
や
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
な
ど

の
ゲ
ヴ
ァ
ン
耕
地
が
卓
越
し
た
地
域
の
外
側
で
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
な
ど
の
ケ
ル
ト
地
域
や
バ
ル
ト
海
沿
岸
・
ア
ル
プ
ス
前
地
な
ど
の
山
間
部

に
お
い
て
、
お
そ
く
ま
で
の
こ
っ
た
農
地
の
し
く
み
と
近
似
す
る
。
こ
う
し
た

比
較
地
理
学
的
吟
味
は
、
し
な
く
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
ケ
ル
ト
農

業
な
ど
で
は
、
外
耕
地
で
粗
放
的
な
穀
草
農
業
が
共
同
体
酌
規
制
の
も
と
で
い

と
な
ま
れ
、
特
有
の
ク
ジ
割
を
も
と
も
な
っ
た
（
憎
勇
二
σ
q
曙
ω
8
讐
）
。

　
ま
た
共
周
地
に
つ
い
て
は
、
セ
ル
フ
の
利
黙
す
る
森
林
や
牧
地
は
、
か
れ
の

属
す
る
領
主
所
有
の
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
同
一
ヴ
ィ
ラ
内
に
ち

が
っ
た
領
主
所
属
の
セ
ル
フ
が
す
ん
だ
こ
と
か
ら
、
同
一
ヴ
ィ
ラ
の
住
民
相
互

間
に
、
共
同
地
を
紐
帯
と
す
る
生
活
の
共
同
が
な
か
っ
た
、
と
鯖
田
は
考
え
る
。

領
主
に
よ
っ
て
森
林
や
牧
草
地
が
所
有
さ
れ
る
以
前
に
は
、
同
一
ヴ
ァ
イ
ラ
に

す
む
住
畏
闘
に
共
有
地
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
か
、
始
源
的
に
も
共
有
地
は

な
か
っ
た
と
い
う
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
か
れ
は
、
一
〇
世
紀
前
後
の
文
献
に

自
由
民
の
共
同
利
用
地
同
Φ
羅
p
貯
窪
。
o
塩
田
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
欝
由
民

の
あ
い
だ
に
共
同
体
的
団
結
の
あ
っ
た
こ
と
を
一
応
は
み
と
め
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
団
結
は
、
血
縁
関
係
に
よ
る
も
の
（
家
族
共
同
体
）
で
、
ヴ
ィ
ラ
単
位

と
は
い
い
が
た
い
、
と
い
う
。
だ
が
、
血
縁
や
ジ
ッ
ペ
の
関
係
が
生
活
の
共
同

を
支
え
る
の
は
、
血
縁
の
も
の
同
志
が
、
も
と
も
と
至
近
な
距
離
内
に
す
ん
で

い
た
か
ら
で
あ
り
、
勲
縁
を
地
縁
が
支
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
生
活
の

共
同
か
ら
、
血
縁
が
擬
制
と
し
て
成
立
す
る
こ
之
も
、
ま
れ
で
は
な
い
。
狩
猟

部
族
に
お
け
る
パ
ソ
ド
ご
び
ρ
三
一
や
ホ
ル
ド
ゲ
〇
三
な
ど
の
地
縁
集
団
を
お
も
い

だ
そ
う
。
鯖
田
の
い
う
「
あ
い
ま
い
模
糊
と
し
た
個
々
の
農
民
経
営
の
独
立
性
」
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な
ど
を
、
は
た
し
て
九
・
　
○
世
紀
の
ヴ
ィ
ラ
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ソ
で

ほ
「
ム
ル
ヒ
一
族
の
村
内
で
臨
…
昌
三
霞
6
｝
比
コ
σ
蔑
§
毒
門
0
9
と
か
、
　
「
リ
ウ
プ
ダ

一
族
の
村
内
で
偏
ヨ
ピ
三
℃
O
参
ぢ
σ
Q
ρ
ヨ
鐙
o
ρ
な
ど
の
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
う
い
5
事
態
は
、
本
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ

の
さ
い
、
鯖
田
論
考
と
対
応
す
る
点
の
多
い
中
村
賢
一
郎
の
雄
編
「
ド
イ
ツ
に

お
け
る
村
落
共
同
体
と
そ
の
霞
治
的
権
利
」
　
（
清
水
・
会
田
編
著
）
な
ど
に
論

誕
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
南
ド
イ
ソ
の
バ
ソ
領
主
制
の
成
立
を
九
世
紀
以
来
の
も

の
と
認
め
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
と
西
南
ド
イ
ツ
闘
の
「
直
線
で
三
〇

〇
キ
ロ
あ
ま
り
し
か
な
い
」
両
地
の
「
地
域
差
扁
を
否
定
す
る
鯖
田
の
論
旨
は
、

ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

占VN

　
集
落
地
理
学
的
研
究
か
ら
一
般
論
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
集
村
に
せ
よ
、

小
村
や
散
村
に
せ
よ
、
集
落
は
安
全
を
求
め
て
、
飲
料
水
・
日
射
・
防
水
・
防

風
・
耕
地
と
の
関
係
な
ど
を
こ
ま
か
に
考
慮
し
て
立
地
し
、
集
落
の
境
域
を
構

成
す
る
地
理
的
諸
事
象
は
、
屋
敷
も
、
耕
地
も
、
牧
地
も
、
森
林
も
、
用
水
路

も
、
道
路
も
、
そ
れ
ぞ
れ
再
生
産
の
機
能
を
は
た
し
う
る
よ
う
に
く
み
あ
わ
さ

れ
、
各
時
代
に
憲
じ
た
機
能
統
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
集
落
の

「
ア
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
な
分
立
」
と
い
う
定
式
で
は
、
集
落
の
持
続
性
が
保
証
で

き
な
い
。
か
つ
当
蒔
の
ヴ
ィ
ラ
は
、
ま
わ
り
を
森
林
や
沼
沢
で
お
お
わ
れ
、
ま

さ
に
一
つ
の
完
結
体
に
近
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
共
周
地
も
、
個
別
保
有
権
の

確
立
し
な
い
粗
放
な
場
所
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
狩
猟
や
新
譜
・
放
牧
、
薪
炭

や
用
材
の
提
供
な
ど
の
機
能
の
ほ
か
、
個
別
保
有
に
な
る
一
筆
ご
と
の
耕
地
経

営
を
維
持
す
る
た
る
た
め
の
泥
灰
土
な
ど
の
肥
料
採
取
地
、
用
水
繍
襲
撃
、
防
風

雷
林
な
ど
と
し
て
も
、
住
罠
の
再
生
産
を
支
え
る
た
め
の
補
充
的
な
役
割
を
も

つ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
機
能
は
、
牧
地
や
筒
鳥
・
交
通
路
ω
茸
霧
螢
℃
¢
げ
江
0
9

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
同
地
な
る
ゆ
え
に
、
う
ま
く
つ
づ
い
た
爾
を
も
つ
。

　
「
ヴ
ィ
ラ
は
、
そ
れ
霞
体
と
し
て
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
連
帯
性

を
も
た
な
か
っ
た
」
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ワ
イ
ズ

テ
ユ
ー
マ
ー
♂
＜
o
冨
げ
げ
欝
ヨ
。
肘
は
と
も
か
く
、
ゲ
ル
マ
ン
部
仙
扶
法
典
〔
ざ
σ
q
φ
匂
。

σ
幾
び
舘
。
罎
露
に
も
、
ヴ
ィ
ラ
全
住
民
の
承
認
の
寵
事
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
誰
か
が
あ
る
ヴ
ィ
ラ
内
の
他
人
の
許
に
移
住
せ
ん
と
欲
し
ω
毛
震
巴
8
讐
ヨ

ぎ
～
、
一
一
㌶
ヨ
一
σ
q
蜜
耀
く
○
ぎ
貧
搾
、
そ
の
ヴ
ィ
ラ
内
に
居
住
す
る
春
の
一
人
な
い

し
は
幾
人
か
が
彼
を
収
容
せ
ん
と
欲
し
た
る
場
合
に
、
も
し
一
人
に
て
も
反
対

す
る
巻
存
す
る
と
き
は
、
彼
は
其
処
に
移
住
す
る
の
許
可
を
有
せ
ざ
る
べ
し
偏

（
い
。
渚
匂
D
p
＝
0
2
鼻
伊
掃
）
。
も
ち
ろ
ん
、
共
問
の
範
囲
が
複
数
の
ヴ
ァ
イ
ラ
単

位
で
あ
っ
た
ば
あ
い
も
、
す
く
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
鯖
田
が
論
証
す
る

よ
う
に
、
古
典
荘
園
の
単
位
領
有
規
模
が
、
一
般
に
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の

ヴ
ィ
ラ
群
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
も
と
も
と
こ
の
程
度
の
範
囲
が
、
盤
上
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の
一
次
的
共
同
生
濾
圏
の
外
に
ひ
ろ
が
っ
た
二
次
的
共
嗣
関
心
圏
だ
つ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

　
集
落
の
境
域
を
く
み
た
て
る
地
的
諸
事
象
の
機
能
酌
統
一
が
く
ず
れ
る
の
は
、

大
局
的
に
は
、
か
か
る
諸
事
象
の
は
た
す
機
能
に
か
わ
る
技
術
…
的
設
備
が
で
き

た
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
技
術
を
媒
介
と
せ
ず
、
政
治
だ
け
で
か
か
る
地
域

統
一
体
ω
冨
気
書
σ
q
。
・
。
ぎ
｝
嵩
諜
を
分
断
す
る
こ
と
は
、
む
つ
か
し
い
。
こ
の
こ

と
は
、
地
理
学
が
各
地
域
の
実
態
調
査
の
な
か
で
く
み
と
っ
た
原
理
で
あ
る
。

カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
遣
制
期
の
荘
園
に
お
い
て
、
諸
領
主
が
同
一
ヴ
ィ
ラ
に
い
り
こ

む
度
合
が
つ
よ
け
れ
ば
つ
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
権
力
は
梱
殺
さ
れ
，
と
も
か
く
ヴ

ィ
ラ
の
地
域
統
一
体
は
大
き
い
変
調
は
う
け
な
か
っ
た
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
で
も
ベ
ロ
ウ
＜
o
⇔
切
9
9
〈
や
コ
ス
ミ

ソ
ス
キ
ー
顕
。
ω
諺
ぎ
も
・
〆
《
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
鯖
田
の
す
ば
ら
し
い
解

釈
ど
お
り
、
パ
ン
領
主
の
拾
頭
や
集
村
化
が
、
村
落
共
同
体
の
発
展
上
に
一
つ

の
工
器
ッ
ク
を
画
し
た
の
は
た
し
か
と
し
て
も
、
　
一
方
的
に
村
落
共
同
体
を

「
薩
み
出
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
　
一
一
、
二
世
紀
以
降
の
教

区
と
な
る
母
胎
が
、
在
地
の
ヴ
ィ
ラ
に
準
傭
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

上
、
す
く
な
く
と
も
デ
ィ
ジ
ョ
ネ
の
ば
あ
い
、
集
村
化
運
勤
以
繭
に
集
村
に
近

い
形
態
が
な
か
っ
た
と
は
、
鯖
田
自
身
主
張
し
て
い
な
い
。

　
村
落
自
治
権
が
史
料
に
で
る
の
は
、
一
二
世
紀
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、

趨
治
権
の
確
立
を
も
つ
て
村
落
共
同
体
戒
立
の
メ
ル
ク
岬
、
ー
ル
に
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
一
二
世
紀
以
前
、
自
治
権
が
顕
在
化
す
る
ま
え
の
郡
霞
的
な
統

一
体
が
、
領
主
支
配
の
背
後
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
理
論
鶴
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
カ
弓
削
ン
ガ
ー
遺
制
期
の
バ
グ
ス
窟
α
q
霧
が
、
　
「
名
目
的

な
政
治
秩
序
」
に
化
し
て
い
た
と
し
て
も
、
本
来
の
パ
グ
ス
（
ド
イ
ツ
の
ガ
ウ

O
曽
信
）
は
、
ケ
ル
ナ
ズ
。
⑦
同
嶺
。
触
や
ク
レ
マ
ー
○
同
整
磁
。
樽
、
ヘ
ム
ベ
ル
ク
踏
。
諺
－

ぴ
段
α
q
な
ど
の
研
究
か
ら
し
て
、
ま
た
増
田
四
郷
の
歴
史
学
的
研
究
か
ら
み
て

も
、
多
数
の
集
落
を
ふ
く
み
、
大
森
林
や
沼
沢
な
ど
で
と
り
か
こ
ま
れ
た
地
域

統
一
体
で
あ
っ
た
の
を
否
定
で
き
な
い
。
い
か
に
制
度
と
し
て
の
パ
グ
ス
が
形

式
化
し
て
も
、
ま
た
領
主
権
力
に
よ
る
分
断
を
み
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
縁
に

支
え
ら
れ
た
人
酌
集
団
の
下
位
組
織
は
、
ヴ
ィ
ラ
や
数
ヴ
ィ
ラ
群
の
範
囲
内
で

う
け
と
め
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
8
財
費
σ
Q
即
β
の
ご
と
き
は
、
い
く
た
の

変
遷
を
へ
た
今
日
な
お
、
ス
イ
ス
の
カ
ン
ト
ソ
の
一
と
し
て
、
古
き
ゲ
ル
マ
ン

の
自
治
精
神
を
う
け
つ
ぐ
場
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
パ
グ
ス
や
ヴ
ィ
カ
リ
ア

く
ぢ
霞
智
や
、
　
一
般
集
会
影
鎮
ぼ
の
や
β
玄
ぎ
八
白
・
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
村
落

共
同
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、
な
お
究
明
す
べ
き
点
が
す
く
な
く
な
い
。

七

　
在
地
側
の
史
料
が
す
く
な
い
蕪
園
体
制
下
に
お
い
て
、
在
地
の
実
態
を
史
料

の
表
面
だ
け
か
ら
推
定
す
る
の
は
、
至
難
な
仕
寒
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
中
隣

村
落
石
研
究
に
お
い
て
も
、
農
践
の
地
縁
的
結
合
は
、
意
外
に
か
る
く
評
価
さ
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批判と反

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
黒
田
俊
雄
の
労
作
「
村
落
共
隅
体
の
中
世
酌
特
質
」
　
（
前

掲
『
封
建
社
会
と
共
議
体
』
所
収
）
に
お
い
て
も
、
　
「
荘
園
の
区
域
と
い
い
、

r
住
罠
と
の
関
係
と
い
い
、
山
野
の
占
拠
と
用
益
の
関
係
と
い
い
、
そ
こ
に
は
村

落
的
な
性
格
を
な
ん
ら
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
と
断
定
し
て
い
る
。

　
鯖
賑
論
文
に
み
ち
び
か
れ
て
再
構
成
し
た
前
節
の
見
地
か
ら
し
て
、
こ
の
断

定
を
そ
の
ま
ま
う
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
厳
密
な
史
料
の
検
討
に
立
脚

す
る
歴
史
学
飼
研
究
か
ら
学
び
と
る
こ
と
は
多
い
が
、
　
「
荘
園
制
的
な
表
層
の

下
部
に
、
な
に
か
村
落
酌
な
も
の
、
共
同
体
的
な
も
の
が
あ
っ
て
や
が
て
こ
れ

が
中
世
に
な
っ
て
表
出
す
る
と
み
る
の
は
、
あ
い
ま
い
な
概
念
に
依
存
し
て
の

た
ん
な
る
想
定
に
す
ぎ
な
い
」
、
と
黒
田
が
い
い
き
る
と
き
、
歴
史
と
地
理
の

宿
命
的
な
ず
れ
を
感
じ
る
。
小
犬
謹
書
そ
の
他
に
つ
い
て
、
地
理
学
的
見
地
か

ら
黒
田
説
と
は
や
や
ち
が
っ
た
解
釈
が
で
き
る
と
私
が
考
え
る
の
は
、
た
ん
な

る
想
定
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
小
犬
警
保
を
田
地
の
み
な
ら

ず
畠
地
・
池
・
山
林
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
完
結
し
た
生
産
の
場

と
し
て
、
確
保
し
て
ゆ
く
力
が
、
領
象
た
る
穀
倉
院
に
で
は
な
く
土
民
等
に
移

っ
て
い
る
k
と
彼
は
い
う
が
、
も
し
以
前
に
生
産
の
揚
と
し
て
の
小
犬
丸
保
の

完
結
性
（
村
落
的
な
も
の
）
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
田
堵
経
営
も
、
そ
れ
に

寄
生
す
る
荘
園
経
営
も
不
可
能
で
は
な
い
か
。
真
白
は
、
以
前
か
ら
の
在
地
の

完
結
性
が
、
穀
倉
院
な
ど
の
領
主
勢
力
で
分
断
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
確
保
（
「
魚
条
」
）
の
た
め
に
農
罠
の
提
訴
を
み
た
の
で
は
な
い
か
。
黒
田

は
、
以
前
の
用
益
農
罠
相
互
の
関
係
を
、
　
「
古
代
ア
ジ
ア
納
共
同
体
」
的
な
も

の
と
み
、
　
「
こ
の
共
同
体
が
…
…
異
っ
た
原
理
に
立
つ
荘
園
支
配
に
お
お
わ
れ

た
ま
ま
で
存
続
し
た
」
と
す
る
が
、
こ
の
共
営
体
は
、
　
物
な
に
か
村
落
的
な
も

の
、
共
同
体
的
な
も
の
」
を
も
た
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
　
一
二
世
紀
は
、

村
落
共
筒
体
の
「
成
立
史
」
に
た
い
し
て
で
は
な
く
、
村
落
共
同
体
の
顕
在
化

に
と
っ
て
、
藪
期
的
な
時
期
で
あ
っ
た
と
み
た
の
で
は
、
歴
史
学
の
体
系
が
こ

わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
い
か
な
る
政
治
祉
会
体
制
の
も
と
に
お
い
て
も
、
農
氏
生
活
が
い
と
な
ま
れ

る
の
は
、
住
民
た
ち
が
協
力
し
て
、
生
活
の
場
に
お
け
る
地
的
諸
要
素
の
機
能

的
連
鎖
を
た
く
み
に
活
奏
し
た
ば
あ
い
で
あ
り
、
そ
の
連
鎖
を
上
か
ら
掌
握
す

る
仕
方
に
よ
っ
て
、
政
治
権
力
の
性
格
が
き
ま
る
。

　
と
こ
ろ
で
上
か
ら
の
政
治
権
力
で
あ
る
が
、
そ
の
統
轄
範
睡
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
時
代
と
権
力
の
種
類
に
応
じ
て
、
ほ
ぼ
一
定
の
地
理
的
規
模
が
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
鯖
田
の
論
考
か
ら
も
教
え
ら
れ
る
。
単
位
荘
園
の
支
配
範
翻

は
、
直
営
地
を
中
心
に
数
キ
ロ
以
下
、
バ
ン
領
主
の
支
配
領
域
は
、
大
体
今
日

の
カ
ン
ト
ン
程
度
（
～
○
一
二
〇
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
私
は
、
一

部
修
正
を
必
要
と
す
る
が
、
「
共
同
体
の
地
理
酌
規
模
」
（
『
史
林
』
三
八
の
六
）

で
パ
グ
ス
や
中
世
の
ぎ
嵩
費
①
争
鍛
§
紳
霞
一
・
O
o
一
唇
。
墨
、
村
教
区
を
包
括
す
る

大
教
区
（
団
o
o
o
蓉
ω
9
窒
、
さ
ら
に
日
本
の
郡
な
ど
が
、
地
形
そ
の
他
の
偏
差

を
さ
し
ひ
く
と
、
ほ
ぼ
半
径
八
一
九
キ
ロ
メ
…
ト
ル
、
二
五
〇
平
方
キ
ロ
前
後
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の
標
準
規
模
を
も
つ
た
こ
と
、
し
か
も
こ
の
程
度
の
地
理
酌
規
模
が
、
管
轄
区

域
を
直
接
統
轄
す
る
の
に
遷
し
た
繍
帰
り
の
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ

の
範
囲
を
結
節
す
る
地
域
中
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
政
治
力

は
、
無
限
の
権
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
地
域
的
限
界
性
を
も
つ
。
．

　
鯖
田
の
論
考
を
は
る
か
に
離
れ
て
し
ま
う
が
、
一
部
の
歴
史
学
は
、
政
治
体

制
の
意
義
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
と
き
に
支
配
さ
れ
る
地
域
の
サ
プ
ス
タ
ン
テ

ィ
ヴ
な
あ
り
か
た
を
み
の
が
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
点
に
か

ら
ん
で
、
私
自
身
が
フ
ィ
；
ル
ド
を
ふ
ん
だ
事
例
の
な
か
か
ら
、
東
北
の
煙
山

村
松
ノ
木
調
査
に
も
と
つ
く
中
村
吉
治
編
『
村
落
構
造
の
史
的
分
析
』
を
と
り
・

あ
げ
て
お
き
た
い
。
主
と
し
て
近
徴
村
落
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
本
書
で
と

か
れ
る
村
落
共
同
体
論
は
、
多
く
の
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い
る
。
申
村
は
、
種

々
の
共
同
組
織
の
範
囲
が
藩
政
村
の
境
域
か
ら
ず
れ
解
体
し
は
じ
め
た
共
同
体

を
、
藩
政
が
上
か
ら
統
轄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
維
持
が
政
治
的
に
は
か

ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
論
が
、
か
つ
て
藩
政
村
に
な
っ
た
こ

と
の
な
い
丁
場
（
煙
山
藩
政
村
の
下
部
単
位
）
た
る
松
ノ
木
を
サ
ン
プ
ル
に
く

み
た
て
ら
れ
た
こ
と
、
村
落
共
同
体
た
る
部
落
が
、
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に

よ
る
と
、
現
地
で
も
松
ノ
木
で
は
な
く
、
も
一
つ
上
の
単
位
の
煙
山
と
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
地
方
が
、
北
上
川
右
岸
段
丘
上
の
特
異
な
散
村
や
小
村

が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
で
あ
れ
、
祉
会
学
で

あ
れ
、
疑
義
を
感
じ
な
く
て
も
よ
い
は
ず
は
な
い
。

　
政
治
－
社
会
一
地
域
一
霞
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
今
後
ま
す
ま
す
歴

史
と
地
理
の
協
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

八

　
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
、
農
罠
生
活
の
側
で
は
、
季
節

的
な
生
合
の
リ
ズ
ム
に
応
じ
て
、
か
ず
か
ず
の
祭
や
行
事
が
た
も
た
れ
た
。
フ

レ
ー
ザ
ー
鳴
タ
N
O
殴
の
『
金
枝
篇
』
や
日
本
民
俗
学
の
と
く
太
古
以
来
の
儀

礼
が
、
時
代
に
よ
る
変
容
と
追
加
の
な
か
で
維
持
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
を
支
え

た
村
落
共
同
体
が
、
時
代
ご
と
の
特
性
を
お
び
な
が
ら
、
な
お
そ
の
奥
深
い
と

こ
ろ
で
、
本
質
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
ひ
ろ
が
り
と
、
そ
れ
に
適
芯
し
た
機
能
を
も

ち
つ
づ
け
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
集
落
の
ど
こ
か
に
、
村
民
を
集
め
る
広

場
や
平
等
の
境
内
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
匿
す
べ
ぎ
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
　
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ
旨
旨
竃
α
ω
o
目
の
『
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ツ

ク
史
』
に
み
る
先
駆
的
な
村
落
史
研
究
が
、
騰
史
学
や
集
落
地
理
学
に
う
け
つ

が
れ
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
り
…
ル
ノ
ζ
寓
・
葱
。
日
賦
な
ど
の
近
代
民
俗
学

の
分
野
に
と
っ
て
も
、
大
き
い
礎
石
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
し
て
み
た
い
。

し
か
も
リ
ー
ル
の
『
科
学
と
し
て
の
民
俗
学
』
は
、
直
接
の
原
型
と
し
て
カ
ー

ル
・
リ
ッ
タ
ー
豊
熟
霞
の
地
理
学
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
中
世
村
落
共
同
体

の
研
究
に
と
っ
て
有
力
な
史
料
た
る
ワ
イ
ズ
テ
ェ
ー
マ
ー
の
編
集
と
研
究
に
先

鞭
を
つ
げ
た
一
九
世
紀
後
半
の
ヤ
コ
ブ
・
グ
リ
ム
』
。
○
脱
ぎ
回
ヨ
は
、
ひ
ろ
い
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批判と反

意
味
で
の
民
俗
学
麿
で
あ
っ
た
。
に
つ
め
た
一
高
ン
ス
の
よ
う
な
現
代
の
村
落

諸
科
学
の
成
果
を
、
こ
の
へ
ん
で
民
俗
学
の
滋
汁
の
な
か
に
し
た
し
て
み
る
必

要
は
、
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
の
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
一
一
、
二
世
紀
　
前
後
の
教
区
と
の
連

続
面
を
と
り
だ
す
鯖
田
が
、
突
然
そ
れ
以
前
の
時
期
に
お
け
る
村
落
共
同
体
を

否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
、
私
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

教
区
と
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
と
の
非
連
続
面
を
と
り
だ
し
て
、
鯖
田
説
を
批
判
す
る
の

は
、
も
ち
ろ
ん
適
切
で
な
い
。
鯖
田
説
を
支
え
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
パ
ン
領

主
や
封
建
支
配
な
ど
の
歴
史
的
票
実
だ
け
で
な
く
、
梅
酒
文
化
の
連
続
性
と
、

そ
の
背
後
に
あ
る
地
域
の
機
能
的
統
一
に
つ
い
て
の
地
理
学
帥
事
実
を
、
よ
り

籏
極
的
に
明
る
み
に
だ
す
ほ
か
な
い
。

　
鯖
認
理
論
は
、
意
外
に
も
「
カ
タ
ス
、
ト
ロ
ー
フ
ェ
ン
テ
オ
リ
ー
」
で
あ
っ
た
。

し
か
も
カ
タ
ス
ロ
ー
フ
の
媒
介
点
に
、
荘
園
領
主
か
ら
パ
ン
領
霊
へ
の
転
換
が

お
か
れ
、
そ
れ
が
地
理
学
的
な
集
村
化
現
象
と
対
遣
さ
れ
る
。
も
と
も
と
中
世

に
お
け
る
集
村
化
現
象
匂
ゴ
9
鵬
ヨ
μ
σ
q
の
解
明
は
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
モ

ル
テ
ン
セ
ン
や
・
シ
ャ
ル
ラ
ウ
Q
o
o
プ
㊤
ユ
ρ
葺
・
ポ
ー
レ
ソ
ト
℃
o
ぴ
冨
コ
伽
⇔
を
は
じ

め
と
す
る
中
世
村
落
荒
廃
現
象
の
歴
奥
地
理
学
か
ら
み
ち
び
か
れ
た
成
果
で
あ

る
。
　
一
方
、
古
典
荘
園
領
霊
制
か
ら
パ
ン
領
主
制
へ
の
発
展
の
研
究
は
、
封
建

支
配
に
か
ん
す
る
中
世
史
学
の
論
争
の
多
い
課
題
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
、
二
つ

の
分
野
の
成
果
が
、
た
く
み
に
接
着
さ
れ
た
。
こ
の
こ
こ
ろ
み
は
、
な
ん
と
し

て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
・
た
だ
そ
こ
に
、
予
期
し
な
い
「
カ
タ
ス
ト
ロ
…
フ

ェ
ン
テ
オ
リ
ー
」
の
芽
を
ふ
き
だ
し
た
と
こ
ろ
に
、
歴
史
と
地
理
と
の
よ
り
｝

願
の
共
力
に
よ
っ
て
接
蒼
法
の
改
良
さ
れ
る
余
地
を
の
こ
し
て
い
る
よ
う
に
お

も
わ
れ
る
。九

　
村
落
研
究
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
歴
史
と
地
理
の
協
力
は
、
以
上
の
こ
と
が

ら
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
世
、
あ
る
い
は
最
近
の
地
籍
図
を
も
と

に
、
地
形
的
知
識
や
史
料
・
地
名
な
ど
を
利
醸
し
て
、
過
玄
の
景
観
を
復
原
す

る
操
作
に
つ
い
て
は
、
方
法
論
的
に
も
か
な
り
整
備
さ
れ
て
き
た
。
二
ー
マ
イ

ア
な
ど
は
、
耕
地
遺
跡
の
年
代
比
定
に
カ
…
ボ
ン
・
デ
イ
テ
ン
グ
を
利
用
し
て

い
る
。
空
中
写
真
の
応
用
も
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
、
最
近
で
は
ド
イ
ツ
や
日

本
で
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
ま
た
モ
ル
テ
ン
セ
ン
学
派
は
、
中
世
以
後
森
林
化
し

た
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
集
落
や
耕
地
遺
跡
を
と
り
だ
し
た
。
こ
れ
ら
の

研
究
法
を
批
判
し
、
発
展
さ
す
た
め
に
も
、
地
理
学
は
、
鯖
田
論
考
を
手
が
か

り
と
し
て
、
歴
史
学
と
の
協
力
に
期
待
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鯖
田
論
考
を
も
含
め
て
最
近
の
西
洋
史
学
が
、
で
き
る
か
ぎ
り

の
原
史
料
を
駆
使
し
て
研
究
を
す
す
め
て
い
る
点
に
は
、
敬
服
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
地
埋
学
に
お
け
る
外
商
研
究
に
お
い
て
も
、
今
後
大

い
に
推
進
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
細
身
研
究
で
あ
る
か
ぎ
り
、
歴
史
学
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で
あ
れ
、
地
理
学
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
は
か
ぎ
り
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
対
象
と
す
る
現
地
の
生
き
た
空
気
を
、
自
由
に
は
呼
吸
し
が
た
い
も

ど
か
し
さ
が
あ
る
。

　
鯖
国
は
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
両
国
の
研
究
史
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
う
し
た
隙
路
を
打
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
全
く
同
感
で
あ
る
が
、

門
外
漢
の
希
望
と
し
て
は
、
つ
い
で
に
北
欧
史
や
棄
欧
史
、
南
欧
史
学
の
成
果

を
も
、
比
較
対
照
の
場
に
加
え
る
姿
勢
が
と
ら
れ
て
も
よ
い
と
お
も
う
。
東
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
に
は
、
は
や
く
デ
レ
ア
ー
ジ
ュ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ブ
ド

ウ
だ
け
で
な
く
、
後
期
ロ
ー
マ
の
ケ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
肝
隙
地
翻
が
残
存
し
た
余

地
も
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
耕
区
制
と
三
圃
制
が
、
西
欧
の
特
定
場
所
で
形

を
と
と
の
え
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
外
縁
部
に
向
っ
て
、
お
そ
ら
く
訓
封
建
領
主
に

よ
る
干
与
（
創
造
で
は
な
い
）
の
も
と
に
拡
散
し
た
と
す
れ
ば
、
酉
欧
の
外
縁

部
や
、
北
欧
や
東
欧
な
ど
の
一
部
で
は
、
核
心
部
よ
り
や
や
お
く
れ
た
時
期
に
、

し
か
も
自
然
や
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
変
容
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
成
立
を
み

た
は
ず
で
あ
る
。
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
で
は
一
二
、
三
世
紀
こ
ろ
か
ら
二
脳
か
ら
三

圃
へ
の
推
移
が
さ
か
ん
に
な
り
（
グ
レ
イ
φ
欝
寓
）
、
東
ド
イ
ツ
で
は
一
二
批
紀

以
後
、
南
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
一
三
世
紀
こ
ろ
（
ゲ
ラ
ソ
ソ
ン
○
鍔
磐
鵠
9
冒
）
、

西
南
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
そ
の
こ
ろ
（
ユ
テ
ィ
カ
ラ
甘
艶
野
巴
斜
）
耕
区
制
や

計
醐
的
集
村
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
西
欧
核
心
部
で
は
、
す
く

な
く
ど
も
そ
れ
以
前
に
三
圃
制
や
集
村
が
成
熟
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
た
し

か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
周
じ
寺
井
地
帯
で
も
、
漢
代
華
北
の
氾
勝
之
書
や
斉
民

要
術
な
ど
に
と
か
れ
る
集
約
薗
な
華
北
農
法
の
典
型
は
、
中
世
ヨ
ー
ニ
ッ
パ
の

粗
放
農
業
と
は
、
質
的
に
ち
が
う
。
こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
っ
て
、
各
地
域
に
お

け
る
村
落
の
よ
り
高
度
の
研
究
が
可
能
と
な
る
ど
お
も
う
。

　
た
と
え
ば
、
農
業
史
に
お
け
る
飯
沼
二
郎
の
「
農
業
技
術
論
序
説
」
（
『
入
文

学
報
痛
一
四
）
は
、
か
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
業
技
術
史
研
究
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

な
が
ら
、
エ
カ
独
自
の
比
較
史
的
立
場
に
た
っ
て
、
地
表
上
の
諸
村
落
社
会
の

発
展
類
型
に
つ
い
て
、
す
ぐ
れ
た
試
論
を
の
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ケ
ッ
ペ
ン

気
候
区
の
利
用
の
し
か
た
や
、
禽
然
の
評
簡
の
し
か
た
な
ど
で
、
地
理
学
的
に

は
難
点
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
聖
訓
的
発
展
史
観
の
誕
生
は
、
ま
さ
に
現
代
の

社
会
的
要
請
に
答
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
鯖
田
の
方
法
と
と
も
に
、
こ
こ
に

も
史
学
と
地
理
学
の
綜
合
を
め
ざ
す
一
つ
の
方
法
が
あ
る
こ
と
に
淀
矧
し
て
お

き
た
い
。

　
し
か
し
こ
こ
に
も
、
け
わ
し
い
道
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。
諸
外
国
研
究
に

と
も
な
う
限
界
性
は
、
む
し
ろ
よ
り
シ
ャ
ー
プ
な
形
で
露
呈
す
る
。
望
洋
史
学

の
越
智
武
臣
は
、
こ
う
し
た
限
界
を
克
服
す
る
一
案
と
し
て
、
外
国
と
日
本
の

「
で
あ
い
」
の
勝
点
か
ら
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
を
提
唱
し
た
（
「
東
と
西
と
の

結
び
方
－
歴
史
と
良
品
感
覚
」
『
史
林
㎞
四
四
の
三
）
。
泓
は
こ
の
新
鮮
な
画
幅

に
賛
成
で
あ
る
。
現
代
ヨ
；
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
村
落
共
岡
鉢
は
、
社
会
経
済
史

学
の
一
蔀
で
い
わ
れ
る
ほ
ど
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
鯖
田
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の
門
封
建
社
会
研
究
縮
少
論
批
判
」
が
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
、
日
本
村
落
共
同
体
が
、
未
難
行
政
体
の
下
部
で
、

巨
大
な
イ
ノ
ヴ
ェ
イ
シ
ョ
ン
や
経
済
成
長
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
、
な
お
独
特

の
意
義
を
も
つ
。
も
は
や
こ
れ
ら
は
、
共
同
体
で
は
な
く
て
機
能
面
だ
と
い
う

反
論
に
た
い
し
て
は
、
中
世
的
共
同
体
は
機
能
体
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
問
い

た
い
（
福
武
複
編
『
農
業
共
同
化
と
村
落
構
造
』
）
。
日
本
社
会
の
原
型
を
つ
く

っ
た
こ
の
村
落
は
、
す
で
に
古
代
中
国
の
法
欄
上
の
村
と
の
「
で
あ
い
」
を
経

験
し
た
し
、
そ
の
後
の
歴
史
を
へ
て
、
そ
の
村
落
共
同
体
を
母
胎
と
す
る
明
治

行
政
村
は
、
ド
イ
ツ
人
モ
ッ
セ
の
起
草
に
な
る
「
自
治
部
落
制
玉
偏
　
（
明
治
二

〇
年
）
を
介
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
「
で
あ
い
偏
を
み
る
。
か
か

る
臼
本
村
落
か
ら
く
み
と
り
う
る
成
果
を
も
つ
て
、
ふ
た
た
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

諸
共
岡
体
に
接
近
す
る
方
法
こ
そ
は
、
私
た
ち
に
の
こ
さ
れ
た
方
法
論
だ
と
お

も
う
。

　
鯖
田
の
論
考
の
重
要
対
象
と
な
っ
た
散
村
や
小
林
、
集
村
の
問
題
に
し
て
も
、

す
で
に
日
本
集
落
地
理
学
が
、
礪
波
や
東
北
に
お
い
て
、
ま
た
条
里
の
集
村
地

域
な
ど
に
お
い
て
、
研
究
の
緒
口
を
ひ
ら
い
て
き
た
。
そ
こ
に
西
洋
史
学
か
ら

の
協
力
が
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
梱
互
の
学
問
に
益
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
も

の
が
あ
ろ
う
。
散
村
や
小
村
に
も
、
住
畏
の
共
同
組
織
が
あ
っ
た
し
、
い
ま
も

残
存
す
る
。
し
か
し
そ
の
し
く
み
は
、
集
村
地
域
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。

集
村
と
散
村
に
お
け
る
社
会
体
制
の
ち
が
い
は
、
は
や
く
ブ
ラ
ー
シ
ュ
や
ダ
ラ

ー
ト
マ
ソ
な
ど
の
地
理
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
歴
史
学
で
も
、
ヴ
ュ
ー
ラ

…
芝
馨
り
賃
や
ド
ブ
シ
ュ
　
O
o
噂
ω
o
μ
・
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ

た
が
、
現
在
の
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
成
果
は
、
散
村
即
個
別
経
営
、
集
村
即
集

団
経
営
と
い
う
大
づ
か
み
な
理
解
の
域
だ
け
は
、
は
る
か
に
こ
え
て
い
る
。

　
貝
本
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
こ
う
し
た
生
々
し
い
研
究
成
果
を
、
歴
史
時

代
に
お
け
る
各
地
域
の
集
落
に
容
易
に
適
用
し
な
い
た
め
に
は
、
き
び
し
い
撰

別
法
を
も
共
同
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
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