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一
、
経
過

昭
和
二
十
二
年
三
月
。
な
お
、
焼
土
の

余
煙
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
く
す
ぶ
っ
て

い
た
。
こ
の
月
文
部
省
の
特
別
研
究
費
に

よ
っ
て
「
近
世
庶
民
史
料
調
査
会
」
が
発

足
し
、
散
快
・
破
壊
の
お
そ
れ
の
あ
る
近

世
以
降
の
学
術
史
料
の
収
集
保
存
と
調
査

の
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
戦
後

の
日
本
に
お
け
る
史
料
保
存
事
業
史
の
第

一
頁
を
か
ざ
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

二
十
年
後
の
四
十
四
年
に
は
、
学
術
会

議
は
政
府
に
「
歴
史
資
料
保
存
法
」
制
定

の
勧
告
を
し
た
が
、
こ
の
間
、
木
村
礎
氏

の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
制
化
の
実

現
を
み
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
か
し

昭
和
二
十
二
年
い
ら
い
、
二
十
数
年
間
を

へ
て
、
よ
う
や
く
、
史
料
保
存
の
法
制
化

と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
み
れ
ば
、
最
後

の
シ
メ
の
段
階
に
達
し
た
と
云
え
る
だ
ろ

、
フ

Ｃ

こ
う
し
て
二
十
数
年
前
と
今
日
と
を
直

結
し
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
遅
々
と
し
た

歩
み
で
は
あ
る
が
、
史
料
保
存
史
の
脈
絡

は
、
こ
の
二
十
年
間
、
絶
え
間
な
く
叫
ば

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
産
業
の
高

私
擬
「
歴
史
資
料
保
存
法
」
案
と
提
唱

度
成
長
と
自
然
科
学
部
門
の
発
達
と
比
較

し
て
、
人
文
社
会
科
学
の
立
ち
お
く
れ
は

ま
こ
と
に
明
瞭
で
、
史
料
保
存
体
制
の
整

備
も
、
地
方
史
研
究
の
盛
行
に
も
か
か
わ

ら
ず
§
具
体
的
成
果
は
大
き
い
と
は
云
え

な
い
。近

来
の
構
造
改
革
の
進
行
、
具
体
的
に

は
、
都
市
・
道
路
網
開
発
・
農
村
の
過
疎

化
と
い
う
現
象
の
な
か
で
埋
蔵
文
化
財
・

地
方
文
書
の
浬
滅
は
深
刻
で
、
明
治
以
後

今
日
ほ
ど
「
史
料
の
危
機
」
を
感
ず
る
時

代
は
、
他
に
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
言
う
か
。

こ
の
原
稿
を
承
諾
し
た
直
後
、
送
ら
れ

て
き
た
「
歴
史
学
研
究
」
（
三
八
一
号
）
で

木
村
礎
氏
の
鋭
利
な
「
史
料
保
存
運
動
の

現
段
階
」
の
分
折
を
読
ん
だ
。
本
稿
で
は

こ
の
現
段
階
を
ふ
ま
え
て
、
史
料
保
存
の

将
来
へ
の
展
望
を
広
げ
て
み
た
い
。

学
術
会
議
が
政
府
に
「
歴
史
資
料
保
存

法
」
を
勧
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各

省
で
、
こ
れ
を
受
け
て
立
案
し
、
勧
告
の

線
に
そ
う
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
な
い

こ
と
は
、
木
村
氏
の
前
掲
稿
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
。
壁
に
当
っ
た
今
日
の
段
階

林

英
夫

で
、
こ
れ
を
打
破
っ
て
い
く
方
向
は
、
二

つ
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
議
員

立
法
に
よ
る
方
法
と
、
政
府
へ
の
請
願
の

提
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
下
か
ら
上
へ
の

働
き
か
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、

各
自
治
体
ご
と
に
「
歴
史
資
料
保
存
法
」

の
制
定
化
を
促
進
す
る
こ
と
と
、
「
文
書

館
」
を
現
実
に
建
設
す
る
運
動
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
方
法
は
、
別
個

の
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
「
歴
史
資
料

保
存
法
」
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
地

域
に
お
け
る
文
書
館
建
設
の
強
い
運
動
に

支
え
ら
れ
て
い
な
い
と
、
文
書
を
つ
め
こ

ん
で
置
く
倉
が
で
き
る
程
度
で
終
っ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
だ
か
ら
古
文
書
館

建
設
は
常
に
市
民
的
運
動
に
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

二
、
私
擬
「
歴
史
資
料
保
存
法
」
案

そ
れ
で
は
、
作
ら
れ
る
べ
き
「
歴
史
資

料
保
存
法
」
は
、
ど
ん
な
内
容
か
盛
り
こ

ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
従
来
の
さ
ま

ざ
ま
な
提
案
を
整
理
し
て
取
り
入
れ
た
私

擬
「
歴
史
資
料
保
存
法
」
を
述
べ
て
み
た

い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
い
う
「
歴
史
資
料
」

と
は
、
学
術
会
議
が
便
宜
上
に
使
用
し
た

用
語
で
、
内
容
は
古
文
書
を
さ
し
て
い
る
。

と
同
時
に
、
古
文
書
の
保
存
の
原
則
を
法

制
化
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
保
存

方
法
Ｉ
文
書
館
建
設
を
促
進
す
る
意
義
を

持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
雲
７
。

①
保
存
は
原
則
と
し
て
、
そ
の
文
書
と
も

っ
と
も
関
係
の
あ
る
地
域
に
お
か
れ
る
こ

と
は
、
現
地
保
存
主
義
の
立
場
か
ら
従
来

い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ま
ず
確
認
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
も
、
原
地
か
現
地
か
で
、
史
料

に
よ
っ
て
は
か
な
り
問
題
が
出
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
村
の
史
料
の
所
蔵
者
が

い
つ
か
の
時
代
に
別
の
地
に
移
住
さ
れ
た

場
合
は
原
地
（
も
と
の
地
）
に
置
か
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
現
地
主
義
で
あ
る

場
合
に
は
所
蔵
者
の
現
住
す
る
自
治
体
の

文
書
館
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
町
村
の
分
離
合
併
の
過
程
を
へ
て
Ａ

町
の
役
場
史
料
が
、
Ｂ
村
に
あ
る
と
い
う

場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
藩
の
大
名
文
書

が
、
旧
大
名
の
現
住
す
る
別
の
都
市
に
保

存
さ
れ
て
い
る
例
も
か
な
り
多
い
は
ず
で

あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
所
蔵
者
の
保
存

場
所
の
意
志
を
尊
重
す
る
以
外
に
方
法
は

な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
書
は
所
蔵

者
の
財
産
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
強
制
収

容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
て
は
な

ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
「
歴
史
資
料
保
存
法
」
の

な
か
で
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
調
査
に
は
協
力
し
、
保
存
と
利
用

に
は
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う

－2－
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一
か
条
は
付
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
法
に
は
、
市
町
村
に
対
し
義
務
づ
け
る

項
目
を
盛
り
こ
ま
な
い
と
ザ
ル
法
に
な
る

心
配
が
あ
る
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
法
律
に

よ
っ
て
義
務
づ
け
る
か
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

㈹
区
域
内
の
文
書
の
調
査
と
目
録
の
作

成
公
刊

㈲
寄
託
を
う
け
、
散
逸
・
売
却
の
お
そ

れ
あ
る
物
は
、
こ
れ
を
買
上
げ
て
保
存
利

用
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
購
入

と
い
う
場
合
、
現
在
の
地
方
財
政
の
な
か

で
は
、
か
な
り
困
難
が
と
も
な
う
か
ら
、

県
・
国
が
、
購
入
資
金
を
援
助
す
る
一
項

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
）

㈱
保
存
に
関
し
て
は
、
文
書
館
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
都
道
府
県
の
義
務

㈹
区
域
内
文
書
の
目
録
の
集
成
と
公
開

・
公
刊

㈲
区
域
内
文
書
の
保
存
利
用
の
連
絡
と

調
整㈲

都
道
府
県
の
公
文
書
の
保
存
整
理
・

公
開

側
国
の
義
務

帥
国
の
所
有
す
る
文
書
の
保
管
と
整
理

・
公
開
（
こ
れ
は
現
に
国
立
公
文
書
館
の

機
能
に
該
当
す
る
）
・

㈲
全
国
の
文
書
目
録
の
刊
行
と
公
開

㈱
都
道
府
県
相
互
の
連
絡
調
整

㈲
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
施
設
の
設

置
と
管
理
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
。

（
こ
の
項
目
は
、
全
国
的
に
文
書
館
を
早

急
に
展
開
さ
せ
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
も

、
必
要
な
事
項
で
あ
る
）

⑤
専
門
職
員
の
資
格
と
養
成

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
別
の
法
律
を
さ

し
ず
め
文
部
省
の
所
管
事
項
と
し
て
、
立

案
施
行
を
具
体
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
専
門
職
員
に
つ
い
て
は
、
資
格
・

養
成
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
。

現
在
、
古
文
書
整
理
に
当
っ
て
い
る
人
々

の
ほ
と
ん
ど
は
、
経
験
に
た
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
。
図
書
の
よ
う
な
十
進
分
類
法

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
誰
で
も
や

れ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
近
世

・
近
代
の
古
文
書
分
類
体
系
が
確
立
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
職
員
の
長
年
の
経

験
に
よ
る
知
識
だ
け
に
支
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
古
文
書
を
数

多
く
み
て
き
た
体
験
で
整
理
さ
れ
て
き
た

か
ら
、
単
位
を
修
得
し
た
と
い
う
形
式
上

の
資
格
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

大
学
で
日
本
史
学
科
を
卒
業
し
た
と
い
う

だ
け
で
は
、
使
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
文
書
が
読
め
る
と
い
う
基
礎
が
で
き
て

い
な
く
て
は
、
役
に
立
た
な
い
。
か
な
り

質
の
良
い
人
で
も
、
一
人
前
に
な
る
に
は

大
学
室
後
三
年
は
か
か
る
と
思
わ
な
く
て

は
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
当
然
に
、
大

（

さ
て
、
以
上
が
「
歴
史
資
料
保
存
法
」

に
盛
り
こ
ま
れ
る
べ
き
内
容
の
私
案
で
あ

る
が
、
筆
者
は
法
律
家
で
は
な
い
か
ら
、

法
案
を
提
示
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
う
い

う
事
柄
は
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
に
、
ど
う
記
し
て
い
い

か
、
自
分
で
も
解
決
で
き
な
い
点
を
落
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
落
し
た
点
の
釈

明
を
試
み
て
お
こ
う
。

１
．
最
近
、
あ
る
文
雲
忌
距
の
勤
務
者
が

中
高
の
教
員
に
配
置
転
換
さ
れ
た
事
件
が

あ
る
。
文
妻
屋
鴎
員
と
し
て
、
ま
た
研
究
者

と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
勤
務
し
て
い
た

者
が
、
突
如
と
し
て
中
古
同
教
員
に
配
置
転

学
院
修
士
を
日
本
史
で
卒
業
し
た
者
に
な

る
が
、
こ
の
修
士
の
卒
業
生
の
数
は
、
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
し
か
も
全
部
が
文

書
館
勤
務
を
志
望
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

博
物
館
の
学
芸
員
・
図
書
館
の
司
書
コ

ー
ス
の
よ
う
に
、
大
学
卒
業
資
格
を
有
し

一
定
の
単
位
を
履
修
し
「
文
書
士
」
（
但

筆
者
の
仮
称
）
の
資
格
を
持
っ
た
者
と
い

う
こ
と
に
落
ち
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
文
書
士
が
資
格
修
得
後
に
、
実
務
に

即
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
近

世
・
近
代
古
文
書
学
（
ま
た
は
史
料
学
・

史
料
整
理
法
）
を
打
ち
た
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
、
九
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換
と
い
う
事
態
は
、
本
人
に
と
っ
て
全
く

の
人
生
の
百
八
十
度
方
向
転
換
に
ひ
と
し

い
。
文
書
を
整
理
す
る
者
は
、
研
究
者
と

し
て
の
自
覚
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
も

の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
官
僚
機
構
の

隠
微
な
人
事
の
な
か
で
生
涯
の
方
向
を
決

定
的
に
狂
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
い
け
な
い
。
こ
の
た
め
、
文
書
館
員
を

研
究
職
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
文
書
士
」
を
学
部
卒
と
す
る
と
、
学
芸

員
・
司
書
と
同
じ
く
研
究
職
と
は
認
め
ら

れ
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い
う
現
実
の
壁

が
あ
る
の
で
あ
る
。

２
．
都
道
府
県
（
以
下
府
県
と
略
す
）
文

書
館
に
は
、
管
轄
機
関
の
公
文
書
だ
け
を

収
納
し
、
他
は
市
町
村
文
書
館
に
収
納
す

る
こ
と
が
、
理
想
的
で
あ
る
が
、
現
実
に

は
、
府
県
文
書
館
の
方
か
ら
設
置
さ
れ
、

し
だ
い
に
市
町
村
に
波
及
す
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
早
く
建
て
ら
れ
た
館
か
ら
収
納
が

始
ま
り
府
県
の
よ
う
に
予
算
の
多
い
館
が
、

先
に
買
い
集
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、

所
に
よ
っ
て
は
、
近
世
村
方
文
書
は
、
村

に
は
な
く
府
県
文
書
館
に
収
容
さ
れ
て
し

ま
う
場
合
が
多
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
い
っ
た
ん
収
納
さ
れ
た
文
書
を

移
管
す
る
と
い
う
手
続
は
大
変
に
む
つ
か

し
い
の
で
、
こ
れ
も
市
民
的
運
動
で
現
地

主
義
の
原
則
を
貫
ぬ
く
こ
と
以
外
に
対
策

は
な
い
よ
、
７
に
思
わ
れ
る
。

ｌ
■
！
Ⅱ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
！
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３
．
私
案
で
は
国
の
義
務
と
し
て
国
立
公

文
書
館
に
中
心
的
機
能
を
付
与
す
る
よ
う

に
述
べ
た
が
、
日
本
の
官
僚
機
織
の
体
質

の
な
か
で
は
、
逆
に
こ
の
こ
と
が
、
民
主

的
な
保
存
体
制
を
著
る
し
く
阻
止
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
図
書
館

体
制
に
お
け
る
図
書
館
協
会
の
よ
う
な
、

全
く
連
絡
調
整
の
機
関
に
と
ど
め
る
機
能

を
も
つ
性
格
の
協
会
が
、
あ
る
段
階
で
、

自
然
に
必
要
に
応
じ
て
各
文
書
館
の
要
請

の
な
か
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
三
点
を
、
自
分
な
り
の
未
解
決

点
と
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
私
案
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
民
主

的
討
論
を
へ
て
、
こ
れ
が
煮
つ
め
ら
れ
る

た
た
き
台
と
し
て
利
用
さ
れ
れ
ば
幸
で
あ

つ
（
》
○

三
、
危
険
な
現
況

こ
う
し
た
文
書
館
体
制
が
、
一
応
全
国

的
に
展
開
し
確
立
す
る
の
は
、
法
が
発
令

さ
れ
て
か
ら
、
十
年
な
い
し
二
十
年
は
か

か
る
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
、
な
お
、
こ
の
法
は
、
現
実
に
上
程
さ

れ
る
段
階
に
は
、
な
お
年
月
を
必
要
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
現
段
階
で
、
文
書
館

体
制
と
は
異
な
っ
た
方
向
の
学
術
体
制
Ｉ

歴
史
資
料
保
存
体
制
が
、
国
家
の
手
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
木
村

氏
の
報
告
（
「
歴
史
学
研
究
」
三
八
一
号
）

で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
方
向
を
暗
示
し

て
い
る
二
つ
の
最
近
の
動
向
を
指
摘
し
て

お
こ
う
。

山
歴
史
民
俗
博
物
館
か
、
千
葉
県
佐
倉

市
に
政
府
の
お
声
が
か
り
で
設
立
さ
れ
る

準
備
が
進
め
ら
れ
、
灰
聞
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
百
億
と
い
う
巨
大
な
予
算
で
構
想

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
歴
博
を
中
心

と
す
る
中
央
集
権
的
な
史
料
保
存
体
制
の

も
と
で
、
中
央
に
史
料
が
収
集
さ
れ
て
い

く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

②
近
世
史
料
を
中
心
と
し
て
収
集
保
存

に
当
っ
て
き
た
文
部
省
史
料
館
が
、
本
年

四
月
か
ら
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の

附
属
設
備
に
な
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
国

文
学
の
研
究
と
は
直
接
的
に
結
び
つ
か
な

い
近
世
の
史
料
館
が
、
附
置
設
備
に
な
る

と
い
う
こ
と
事
態
が
、
す
で
に
疑
問
で
あ

る
。
こ
の
史
料
館
を
佐
倉
の
歴
博
に
吸
収

し
て
、
中
央
集
権
的
史
料
官
没
体
制
を
採

用
す
る
た
め
の
布
石
の
よ
う
に
読
み
と
れ

る
の
は
、
筆
者
の
臆
測
だ
け
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
動
き
か
ら
、
「
歴
史
資

料
保
存
法
」
が
、
棚
あ
げ
さ
れ
て
、
史
料

現
地
主
義
と
い
う
研
究
者
の
要
望
が
、
ゆ

が
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
充
分
の
警
戒
心
を
も
っ
て
、
対
処
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
地
方
史
研
究
上
の
提
案

〆
、

最
後
に
、
二
つ
の
提
案
を
試
み
た
い
。

⑩
日
本
の
文
書
館
建
設
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
文
書
鯨
の
機
能
・
職
務
な
ど
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
原
則
論
や
理

想
論
だ
け
で
な
く
詳
細
な
運
営
方
法
も
含

め
た
プ
ラ
ン
を
作
る
必
要
が
あ
る
、
筆
者

は
数
年
前
、
国
立
公
文
書
館
設
立
に
さ
い

し
、
日
本
歴
史
学
協
会
の
特
別
委
員
と
し

て
、
こ
の
促
進
に
、
大
久
保
利
謙
委
員
長

の
も
と
で
若
干
の
関
与
を
し
て
き
た
。
そ

の
さ
い
、
総
理
府
の
担
当
官
か
ら
、
作
ら

れ
る
べ
き
公
文
書
館
の
人
員
は
何
人
位
が

必
要
か
、
書
庫
・
閲
覧
室
・
蟠
理
室
な
ど

の
面
積
は
ど
の
程
度
を
必
要
と
す
る
か
を

問
わ
れ
た
。
そ
の
さ
い
筆
者
は
外
国
の
洲

と
カ
ン
で
答
え
、
面
積
割
出
し
の
算
定
基

準
も
な
く
具
体
的
根
処
も
な
い
で
き
る
だ

け
大
き
い
数
字
を
あ
げ
て
き
た
。
後
に
な

っ
て
総
理
府
の
作
成
し
た
計
画
書
を
み
る

と
、
平
均
一
冊
当
り
の
史
料
の
厚
さ
か
ら

精
密
な
書
架
の
長
さ
を
割
出
し
、
利
用
者

の
数
を
各
国
の
事
例
か
ら
算
出
し
そ
の
空

間
量
か
ら
閲
覧
室
の
面
積
を
算
出
す
る
な

ど
、
さ
ら
に
必
要
人
員
も
一
日
の
処
理
能

力
を
計
算
し
て
割
出
す
な
ど
、
詳
細
で
実

証
的
な
計
画
書
を
み
て
、
筆
者
は
正
直
な

と
こ
ろ
負
け
た
と
思
っ
た
。
こ
れ
を
官
庁

の
予
算
獲
得
の
た
め
の
形
式
主
義
と
片
づ

け
る
の
は
簡
単
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
文
書

館
連
動
を
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
で
は

（

お
役
人
に
負
け
る
。
わ
れ
わ
れ
も
具
体
的

な
算
出
基
準
を
持
っ
た
詳
細
な
プ
ラ
ン
を

持
た
な
い
と
結
果
的
に
は
官
僚
に
成
果
を

吸
い
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
さ
し
ず
め
地
方
史
研

究
協
議
会
あ
た
り
に
中
心
に
な
っ
て
い
た

だ
き
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
作
り
作
ら

れ
る
べ
き
「
文
書
館
」
の
青
写
真
を
造
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
提
唱
し
た
い
。
も
う

そ
う
い
う
段
階
に
達
し
て
い
る
と
思
う
。

②
地
方
史
研
究
の
盛
行
に
と
も
な
い
、

各
地
で
発
行
さ
れ
る
地
方
史
誌
（
雑
誌
）

・
地
方
新
聞
・
県
市
町
村
史
・
区
史
・
産

業
史
・
地
方
史
料
集
・
同
業
組
合
史
・
伝

記
・
要
覧
・
統
計
書
・
郷
土
史
目
録
な
ど

の
刊
行
物
を
専
門
に
収
集
保
管
し
て
、
そ

こ
へ
行
け
ば
、
明
治
以
来
の
そ
う
し
た
刊

行
物
の
大
部
分
が
あ
る
と
い
っ
た
「
地
方

史
文
献
資
料
館
」
の
設
立
を
国
立
で
建
設

す
る
連
動
を
提
唱
し
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
文
献
を
求
め

て
苦
心
す
る
こ
と
が
、
か
な
り
多
く
、
こ

の
た
め
交
通
費
と
時
間
を
か
け
て
各
地
へ

出
る
む
だ
を
し
て
い
る
。
建
設
地
は
交
通

の
便
利
な
、
東
海
道
新
幹
線
沿
線
に
で
も

で
き
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

以
上
、
将
来
計
画
を
描
き
出
し
、
非
現

実
的
と
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
場

当
り
解
決
法
で
は
な
い
遠
大
な
方
向
を
考

え
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
筆
者
は
立
教
大

学
教
授
・
日
本
学
術
会
議
会
員
）
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識
福
井
県
下
の
古
文
偏
鵜
ぞ

⑩
県
下
に
お
け
る
古
文
書
の
現
況
古
文
書
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

福
井
県
下
で
は
約
千
二
百
カ
所
の
占
文
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
当
館
で
は
昭
和
四

書
所
蔵
者
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
古
十
六
年
度
よ
り
三
ヵ
年
計
画
で
県
下
に
お

文
書
の
量
も
十
万
点
を
下
る
ま
い
と
い
わ
け
る
古
文
書
の
所
在
調
査
を
実
施
す
る
こ

れ
て
い
る
。
と
に
し
た
。
そ
の
調
査
が
よ
う
や
く
軌
道

近
年
、
生
活
環
境
の
激
変
に
と
も
な
い
に
の
り
だ
し
た
と
い
う
の
が
昨
今
の
状
況

古
文
書
の
散
逸
・
移
動
が
著
し
い
が
、
最
で
あ
る
。

近
の
実
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
敞
逸

の
例
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
②
古
文
書
調
査
の
沿
革
と
今
次
調
査
の
目

三
国
（
坂
井
郡
）
の
豪
商
某
家
の
文
書
が
的

東
京
の
古
書
店
に
売
却
さ
れ
た
と
い
わ
れ
当
館
が
こ
れ
か
ら
実
施
す
る
占
文
書
所

て
お
り
、
移
動
の
例
で
は
、
「
南
条
郡
古
在
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
諸

文
書
目
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
池
端
家
調
査
の
成
果
を
十
分
に
利
用
し
な
が
ら
効

文
書
（
今
宿
村
）
が
神
戸
市
内
に
移
転
し
率
的
に
す
す
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
昨
秋
そ
こ
で
現
在
ま
で
に
県
下
で
行
な
わ
れ
た

の
こ
と
で
あ
る
が
、
北
陸
道
鯖
波
宿
の
石
古
文
書
調
査
の
沿
革
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ

倉
家
文
書
が
石
川
県
の
〃
江
戸
村
〃
へ
流
れ
て
お
き
た
い
。

失
直
前
当
館
に
入
手
し
た
事
例
も
あ
る
．
福
井
県
に
お
け
る
最
初
の
総
合
的
調
査

こ
れ
ら
は
ご
く
最
近
見
聞
し
た
数
例
に
は
、
福
井
県
史
編
纂
事
業
の
一
環
と
し
て

す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
実
例
は
枚
挙
大
正
年
間
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
れ
を
防
止
す
る
た
大
正
五
ｉ
‐
九
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
て
い

め
に
公
的
機
関
が
積
極
的
に
の
り
だ
さ
ざ
る
が
、
県
下
で
文
書
二
百
四
件
（
三
千
四

る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
当
県
に
は
百
六
十
七
通
）
・
記
録
五
百
八
十
九
冊
を

し
か
る
べ
き
専
門
機
関
も
な
い
の
で
、
県
採
集
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
福
井
県

立
図
書
館
が
そ
の
代
役
を
つ
と
め
な
け
れ
史
編
纂
所
史
料
目
録
」
（
「
福
井
県
所
在

ば
な
ら
な
い
。
別
郷
土
誌
料
綜
合
目
録
第
三
集
」
所
収
）

放
逸
・
移
動
を
防
止
す
る
に
は
、
ま
ず
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
採
集
史
料

’

「
、

（
謄
写
本
）
は
残
念
な
が
ら
昭
和
二
十
三

年
の
災
害
（
震
．
水
害
）
に
よ
っ
て
す
べ

て
失
わ
れ
た
。

上
述
の
調
査
が
戦
前
の
代
表
的
事
例
だ

と
す
れ
ば
、
戦
後
に
実
施
さ
れ
た
代
表
的

な
例
は
、
昭
和
三
十
五
年
よ
り
昭
和
四
十

三
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
京
都
大
学
国

史
研
究
室
（
小
葉
田
淳
氏
）
の
調
査
で
あ

る
。
京
大
調
査
の
成
果
は
、
「
敦
賀
市
古

文
書
目
録
」
（
昭
和
調
）
、
「
南
条
郡
古

文
書
目
録
」
（
昭
和
弱
）
、
「
武
生
市
古

文
書
目
録
」
（
昭
和
幻
）
、
「
丹
生
郡
古

文
書
目
録
」
（
昭
和
寂
）
、
「
大
野
郡
古

文
書
目
録
」
（
昭
和
虹
）
と
し
て
刊
行
さ

れ
、
越
前
地
方
の
研
究
に
欠
か
せ
な
い
基

本
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
坂
井
・
今
立
両

郡
の
目
録
も
近
く
刊
行
さ
れ
る
と
き
い
て

い
る
が
、
し
か
し
、
京
大
の
調
査
は
県
下

全
域
に
は
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
越
前
地
方

は
そ
の
約
六
割
が
調
査
済
み
と
い
わ
れ
て

お
り
、
若
狭
地
方
は
「
若
狭
漁
村
史
料
」

（
福
井
県
立
図
書
館
・
昭
和
記
年
刊
）
に

そ
の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
表

題
が
示
す
よ
う
に
中
世
・
近
世
初
期
の
漁

村
史
料
に
限
ら
れ
て
い
る
．

当
館
の
調
査
は
、
前
記
諸
調
査
の
成
果

を
十
分
に
活
用
し
、
さ
ら
に
新
史
料
の
採

集
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
足
し
、
ま
た
、
既

知
の
史
料
の
追
跡
調
査
で
そ
の
散
逸
・
移

動
の
状
況
を
明
ら
か
に
サ
る
こ
と
を
企
図

し
て
い
る
。
さ
ら
に
冠
調
査
の
過
程
で
散

逸
・
移
動
の
恐
れ
あ
る
史
料
が
あ
れ
ば
購

1

（
１
１
１
Ｉ
‐
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

古
文
書
調
査
の
方
法
と
し
て
は
旧
郡
単

位
で
十
カ
所
の
調
査
地
区
を
設
定
し
、
各

地
区
に
一
名
の
調
査
員
を
置
い
た
。

調
査
員
は
、
古
文
書
調
査
に
経
験
豊
か

な
高
等
学
校
の
教
員
を
委
嘱
し
、
担
当
地

区
内
に
自
宅
、
も
し
く
は
勤
務
校
が
あ
る

人
を
選
ん
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
担
当
区

内
の
文
書
に
つ
い
て
情
報
を
得
や
す
く
、

ま
た
、
調
査
の
便
宜
を
有
す
る
か
ら
で
あ

る
。
調
査
員
は
地
元
の
教
育
委
員
会
・
郷

土
誌
編
纂
団
体
・
郷
土
史
家
と
連
絡
を
と

り
な
が
ら
調
査
を
す
す
め
て
い
る
。

③
調
査
計
画
と
実
施
状
況

県
下
全
域
の
古
文
書
所
在
調
査
を
昭
和

四
十
六
年
度
か
ら
三
ヵ
年
計
画
で
実
施
す

る
た
め
、
知
事
選
後
の
六
月
補
正
で
予
算

要
求
し
た
と
こ
ろ
別
表
の
よ
う
に
郷
土
資

料
調
査
整
備
費
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

入
・
寄
託
・
写
真
撮
影
等
に
よ
っ
て
当
館

に
収
蔵
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
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古
文
書
所
蔵
者
を
採
訪
し
た
調
査
員
は

調
査
の
完
了
後
別
図
の
「
史
料
所
在
調
査

書
」
を
事
務
局
に
提
出
す
る
。
調
査
書
は

目
録
の
記
入
に
と
ど
ま
ら
ず
、
史
料
の
内

容
（
所
蔵
者
の
社
会
的
地
位
・
史
料
伝
来

の
経
過
・
史
料
の
特
色
等
）
を
明
ら
か
に

し
、
地
方
史
研
究
の
参
考
に
資
す
る
こ
と

史料所在調査書

家文書

｜
,

○
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を
も
意
図
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
書

に
よ
っ
て
昭
和
四
十
九
年
度
に
は
「
福
井

県
古
文
書
所
在
調
査
報
告
書
」
を
刊
行
す

る
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
実

施
状
況
で
あ
る
が
上
述
の
よ
う
に
六
月
補

正
予
算
で
可
決
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
実
施

も
年
度
途
中
の
七
月
か
ら
と
な
っ
た
。
昨

年
十
二
月
で
六
ヵ
月
を
経
過
し
た
が
、
そ

の
成
果
は
百
八
十
二
カ
所
の
古
文
書
所
蔵

者
を
採
訪
し
、
八
十
八
通
の
「
史
料
所
在

調
査
書
」
を
得
た
。
期
間
中
調
査
員
一
名

が
月
平
均
三
回
の
史
料
採
訪
を
行
な
っ
た

こ
と
に
な
り
、
校
務
多
忙
の
余
暇
利
用
と

い
う
条
件
を
考
え
る
と
予
期
以
上
の
好
結

果
だ
と
い
え
る
。
各
調
査
員
か
ら
の
管
内

古
文
書
分
布
状
況
報
告
の
集
計
に
よ
る
と

県
下
に
は
千
二
百
十
家
の
古
文
書
所
蔵
者

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
進
捗
状
況

が
今
後
も
維
持
で
き
る
な
ら
ば
三
ヵ
年
後

に
は
、
精
度
の
高
い
調
査
は
困
難
に
し
て

も
所
蔵
者
の
総
点
検
は
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

今
回
の
古
文
書
調
査
が
そ
の
所
在
確
認

・
内
容
調
査
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
散
逸
防
止
の
対

策
と
し
て
古
文
書
の
購
入
・
写
真
撮
影
を

並
行
し
て
実
施
し
て
い
る
。
冒
頭
に
あ
げ

た
鯖
波
宿
の
石
倉
文
書
は
、
調
査
員
の
通

報
に
よ
っ
て
当
館
が
購
入
で
き
た
も
の
で

あ
り
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
調
査
員
の

協
力
に
よ
っ
て
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
に

〃
７
．
１
，
、

側
調
査
の
問
題
点
と
対
策

最
大
の
問
題
点
は
調
査
員
の
不
足
で
あ

る
。
調
査
員
は
、
少
な
く
と
も
各
郡
に
一

名
が
必
要
で
あ
り
、
（
越
前
八
、
若
狭
三
、

計
十
一
郡
）
広
域
の
郡
で
は
複
数
の
調
査

員
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
昭
和
四

十
七
年
度
予
算
に
お
い
て
十
五
名
を
要
求

し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
調
査
最
終

年
度
の
昭
和
四
十
八
年
に
は
是
非
実
現
さ

せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

調
査
員
に
つ
ぐ
問
題
点
は
協
力
員
の
こ

と
で
あ
る
。
古
文
書
調
査
は
調
査
員
の
み

で
よ
く
な
し
う
る
も
の
で
な
く
、
協
力
者

収
め
た
史
料
も
数
家
あ
る
。
鯖
江
藩
の
大

庄
屋
で
あ
る
福
岡
家
文
書
、
福
井
城
下
の

町
方
史
料
上
田
家
文
書
、
南
条
郡
今
泉
浦

の
西
野
家
文
書
が
そ
れ
で
あ
る
。

六
ヵ
月
間
の
成
果
を
も
ち
よ
り
去
る
一

月
二
十
九
日
に
調
査
員
と
事
務
局
の
打
合

会
を
も
っ
た
が
、
そ
の
席
で
史
料
採
訪
の

要
領
・
調
査
書
記
述
内
容
の
統
一
等
、
懸

案
を
解
決
す
る
た
め
に
研
究
会
を
三
月
中

に
開
催
す
る
こ
と
を
き
め
た
。
第
一
回
の

研
究
会
は
「
若
越
古
文
書
の
特
質
」
を
テ

ー
マ
に
高
沢
裕
一
氏
（
金
沢
大
学
）
の
講

義
・
演
習
を
予
定
し
て
い
る
。
高
沢
氏
は
、

京
大
国
史
研
究
室
の
一
員
と
し
て
若
越
の

古
文
書
調
査
に
参
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

学
殖
と
豊
か
な
経
験
は
調
査
員
に
今
後
の

方
針
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て

い
ヲ
旬
。

（

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
は
昭

和
四
十
七
年
度
中
に
追
加
予
算
で
延
二
百

四
十
人
の
協
力
員
手
当
（
一
回
に
つ
き
千

円
）
を
要
求
す
る
よ
う
検
討
中
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
古
文
書
調
査
と
並
行
し
て
実

施
し
て
い
る
史
料
収
集
に
つ
い
て
も
そ
れ

を
積
極
的
に
行
う
な
ら
ば
古
文
書
購
入
費

の
予
算
十
万
円
は
少
額
に
す
ぎ
よ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
問
題
と
な
る
こ

と
は
、
現
在
の
県
立
図
書
館
の
施
設
・
職

員
数
で
は
収
集
史
料
の
整
理
・
保
管
・
閲

覧
が
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

最
近
、
県
立
図
書
館
に
文
書
館
を
併
設

す
る
傾
向
が
み
ち
れ
る
が
（
山
口
県
文
書

館
、
埼
玉
県
文
書
館
・
長
崎
史
料
館
等
）

福
井
県
に
お
い
て
も
早
急
に
そ
の
実
現
が

望
ま
れ
る
。
文
書
館
を
設
立
し
、
地
域
古

文
書
の
散
逸
・
移
動
を
防
止
す
る
と
と
も

に
、
古
文
書
所
蔵
者
に
対
し
て
そ
の
保
管

に
関
す
る
適
切
な
指
導
・
助
言
を
行
う
こ

と
は
目
下
の
急
務
と
い
え
よ
う
。
当
県
に

お
い
て
も
公
費
に
よ
っ
て
古
文
書
所
在
調

査
を
行
な
う
段
階
に
い
た
っ
た
が
、
こ
の

こ
と
は
そ
の
機
が
熟
し
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
、
７
か
。
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こ
こ
で
大
量
資
料
と
は
、
具
体
的
に
は
、

近
世
の
文
書
、
考
古
資
料
、
民
俗
資
料
な

ど
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、

例
え
ば
あ
る
遺
祉
で
の
出
土
品
が
一
括
し

て
保
存
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

と
同
じ
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
発
見
さ
れ

た
と
き
の
状
態
を
な
る
べ
く
崩
さ
ず
に
、

整
理
し
た
り
収
蔵
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
料
を

こ
、
で
は
、
仮
に
、
大
量
資
料
と
呼
ん
で

お
こ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
時
代
前
の
資
料

館
・
博
物
館
と
違
っ
て
、
近
頃
出
来
る
そ

れ
ら
の
施
設
で
は
、
た
い
て
い
、
こ
の
大

量
資
料
を
扱
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

何
故
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
決
し
て

理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な

ら
今
の
時
点
で
そ
う
い
う
大
量
資
料
を
処

理
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
施
設
の
方
式
が

完
成
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
印
象
で
は
、

ま
だ
研
究
す
べ
き
余
地
が
た
く
さ
ん
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
も

無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
、
民
家
を
使
う

個
人
や
市
町
村
で
新
ら
し
く
資
料
館
・

博
物
館
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
場
合
、
割
合

た
や
す
く
作
れ
て
、
皆
か
ら
も
よ
る
こ
ぱ

蔀
多
ふ
え
．
、
芽
さ

｝
・
減
○
．
頁
つ
豆
（

《
鼎
画
、
馴
恥
峰
痘
‐
二
や
一
》

魂
纈
彩

峠
診
洵
｜
ｐ

一
脚

〉
‐
に
Ｑ
凶
。
Ｃ
《
・
↑

難
弓

大
量
資
料
段
階
の
資
料
館
・

博
物
館
の
建
築

れ
る
の
は
民
家
を
移
築
し
、
あ
る
い
は
借

り
て
き
て
、
そ
こ
に
考
古
資
料
や
民
俗
資

料
を
展
示
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
例

え
ば
小
金
井
公
園
の
都
の
武
蔵
野
郷
土
館

の
名
主
の
家
が
そ
う
で
あ
り
、
滋
賀
県
東

浅
井
郡
浅
井
町
鍛
治
屋
の
七
り
ん
館
は
主

屋
（
草
葺
三
八
坪
余
）
を
生
活
用
具
の
展

示
に
当
て
、
瓦
葺
六
坪
の
土
蔵
に
は
二
階

に
蚕
具
を
、
そ
し
て
階
下
に
は
昔
の
江
州

鋤
の
鍛
冶
場
を
そ
の
ま
、
再
現
し
て
い
る
。

埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
（
さ
き
た
ま

風
土
記
の
丘
）
で
も
附
近
の
農
家
二
棟
を

移
築
し
、
そ
の
土
間
に
生
産
用
具
や
生
活

用
具
を
な
ら
べ
て
展
示
し
て
い
る
し
、
秋

に
は
藁
細
工
や
お
米
の
と
り
い
れ
な
ど
の

実
演
も
し
て
く
れ
る
。
と
く
に
、
経
済
的

に
も
成
功
し
て
い
る
例
と
し
て
は
飛
騨
高

山
の
民
俗
館
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み

が
成
功
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
次
の
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
民
家
は
所
に

よ
っ
て
、
構
え
か
ら
間
取
り
ま
で
み
な
違

う
。
民
家
は
そ
れ
自
体
、
風
土
性
地
域
性

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

結
構
面
白
い
。
第
二
に
民
家
は
も
と
も
と

生
活
用
具
や
生
産
用
具
の
容
物
と
し
て
の

性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
民
俗
資
料

「
中
村
俊
亀
智

を
展
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
展
示
す
る

場
所
と
物
と
の
間
に
さ
し
て
大
き
な
違
和

感
を
生
む
こ
と
は
な
い
。
生
活
の
用
具
を

あ
り
そ
う
な
場
所
に
あ
り
そ
う
に
お
い
て

や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
家
も
生
き
て
く

る
し
見
に
来
た
人
は
そ
の
家
の
人
の
生
活

を
あ
れ
こ
れ
と
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で

き
る
。
第
三
に
民
家
は
比
較
的
詳
し
く
研

究
さ
れ
て
い
て
、
民
家
を
移
築
し
て
く
る

場
合
に
も
、
そ
の
研
究
の
成
果
を
参
照
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
・
・
と
こ
ろ
が
民
家

を
展
示
の
場
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は

幾
つ
か
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
川
崎
市

立
日
本
民
家
園
の
古
江
亮
仁
先
生
に
よ
れ

ば
、
第
一
に
管
理
の
問
題
が
あ
る
。
火
災

の
心
配
、
こ
れ
は
常
に
つ
き
ま
と
う
。
先

生
の
民
家
園
で
は
消
火
栓
の
ほ
か
に
、
建

物
の
四
隅
に
補
助
消
火
栓
を
敷
設
し
て
万

一
に
備
え
、
ま
た
近
く
の
お
年
寄
に
き
て

も
ら
っ
て
、
絶
え
ず
拭
き
掃
除
を
し
て
も

ら
い
、
炉
で
は
火
を
焚
い
て
も
ら
う
と
い

う
。
第
二
に
、
民
家
も
一
つ
の
文
化
財
で

あ
り
民
俗
資
料
で
あ
る
。
そ
う
い
う
資
料

を
展
示
の
手
段
と
し
て
使
う
こ
と
が
よ
い

か
否
か
、
そ
れ
に
も
問
題
が
あ
る
。
す
く

な
く
と
も
、
民
家
を
展
示
に
使
う
以
前
の

状
態
、
改
造
し
た
と
す
れ
ば
改
造
状
況
な

ど
「
現
状
変
更
」
に
つ
い
て
の
記
録
は
き
ち

ん
と
作
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
、
第
三
に
民
家
の
な
か
で
の
展
示
法
は

鉄
筋
の
建
物
で
の
展
示
法
ほ
ど
研
究
さ
れ

て
は
い
な
い
。
仮
に
資
料
を
む
き
出
し
に

（

し
な
い
で
展
示
し
た
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
一
寸
難
か
し
い
◎
ま
た
、
民
家
の
た
、

ず
ま
い
を
本
当
に
生
か
す
に
は
環
境
を
撰

ん
で
や
り
、
環
境
が
将
来
ど
う
変
っ
て
行

く
か
ま
で
考
慮
し
て
や
る
必
要
が
あ
り
そ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
民
家
を
使
う
と
い

う
場
合
の
一
つ
の
変
形
と
し
て
、
明
治
大

正
時
代
の
庁
舎
、
学
校
、
銀
行
、
店
舗
な

ど
を
利
用
す
る
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
に
は
改
装
に
案
外
手
間
が
か
か

る
こ
と
、
お
か
れ
る
民
俗
資
料
と
建
物
と

の
か
ね
あ
い
な
ど
が
問
題
に
な
る
。

二
、
収
蔵
庫

お
寺
や
神
社
の
一
隅
に
収
蔵
庫
を
た
て
、

そ
こ
に
資
料
を
い
れ
る
方
法
、
こ
れ
は
現

在
で
も
勿
論
各
地
で
試
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
場
合
の
収
蔵
庫
の
建
物
の
問
題
点
に
っ

・
い
て
は
、
ま
た
い
ず
れ
述
べ
る
こ
と
と
し

て
先
を
い
そ
ご
う
。

三
、
市
立
博
物
館
の
畳
亘

以
上
の
二
つ
の
型
の
資
料
館
・
博
物
館

よ
り
、
や
ゞ
規
模
が
大
き
い
も
の
と
し
て

は
、
各
地
の
市
立
博
物
館
が
考
え
ら
れ
る
ゞ

そ
の
よ
い
例
と
し
て
は
、
長
野
県
上
田
市

立
博
物
館
と
都
下
八
王
子
市
郷
土
資
料
館

が
あ
る
。
上
田
は
人
口
九
・
三
万
、
八
王

子
は
二
一
万
で
あ
る
。

イ
、
上
田
市
立
博
物
館
現
在
の
建
物
は

昭
和
四
○
年
六
月
の
竣
工
で
、
鉄
筋
二
階

建
て
、
こ
の
地
方
の
蚕
室
の
形
を
う
つ
し

た
も
の
で
あ
る
。
切
妻
の
大
き
な
屋
根
の

上
の
空
気
抜
き
の
越
屋
根
、
太
い
柱
、
白
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い
壁
な
ど
が
印
象
的
で
あ
る
。
も
と
も
と

こ
の
博
物
館
は
上
田
城
の
二
つ
の
隅
櫓
で

開
館
し
て
い
た
が
、
次
第
に
狭
く
な
っ
た

こ
と
、
隅
櫓
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

資
料
（
そ
の
な
か
に
は
蚕
具
と
染
屋
焼
の

二
つ
の
重
要
民
俗
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
）

を
お
い
て
お
く
の
が
好
ま
し
く
な
い
の
で

現
在
の
建
物
が
た
て
ら
れ
た
・
そ
の
際
、
周

囲
と
の
関
係
（
敷
地
が
史
跡
）
か
ら
建
物

の
形
が
決
っ
た
と
い
う
。
建
物
は
第
１
表

の
よ
う
に
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
ゑ

一
階
中
央
の
ホ
ー
ル
を
は
さ
ん
で
右
側
が

展
示
室
、
左
側
が
事
務
室
と
考
古
資
料
の

展
示
室
、
二
階
の
右
側
（
展
示
室
の
上
）

が
収
蔵
庫
、
左
側
が
新
収
資
料
な
ど
特

別
展
示
室
、
中
央
が
資
料
処
理
の
た
め
の

研
究
室
で
あ
る
。
展
示
室
で
は
藩
制
史
料

の
展
示
と
民
俗
資
料
の
展
示
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
年
三
回
、
一
度
そ
こ
を
片
附
け

第1表 上田市立博物館

K鈴

矢印は人と物の流れを示す。

て
、
特
別
展
が
開
か
れ
る
。
平
面
は
外
観

と
同
じ
よ
う
に
、
す
っ
き
り
と
整
理
さ
れ

て
い
て
、
展
示
場
の
大
き
さ
も
手
頃
だ
し

二
階
の
二
展
示
室
で
二
五
二
平
方
メ
ー

ト
ル
、
夏
の
一
番
多
い
と
き
で
平
均
一
時

間
五
○
人
余
の
人
た
ち
が
利
用
し
て
い
る
）

そ
れ
に
、
陳
列
は
す
べ
て
ガ
ラ
ス
ヶ
ー
ス

（
作
り
つ
け
の
壁
際
の
ケ
ー
ス
と
中
央
の

、
、
、
、

低
い
四
方
ケ
ー
ス
）
で
、
む
き
出
し
展
示

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
部
屋
の
見
通
し
も
か

な
り
よ
い
。
二
階
の
収
蔵
庫
も
展
示
室
と

全
く
同
じ
考
え
方
で
、
壁
に
棚
を
作
り
つ

け
、
ま
ん
な
か
が
あ
け
て
あ
る
。
展
示
室

、
、
、
、

の
上
部
中
央
は
吹
き
抜
け
に
し
て
あ
っ
て
、

自
然
光
を
採
り
い
れ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
念
の
た
め
伺
っ
て
み
る

と
、
こ
の
建
物
は
、
外
観
的
な
制
約
か
ら

で
あ
ろ
う
、
二
階
の
研
究
室
に
窓
が
な
く
、

夏
使
い
に
く
い
こ
と
、
ま
た
、
当
初
の
計

画
で
は
古
文
書
を
考
え
に
い
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
収
蔵
庫
が
狭
く
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
、
古
文
書
を
扱
っ
て
み
る
と
マ
イ

ク
ロ
な
ど
の
設
備
が
ほ
し
い
こ
と
、
ま
た
、

ト
イ
レ
が
外
に
あ
る
こ
と
な
ど
や
、
不
便

で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
設
計
の
問
題
で

は
な
く
、
出
来
上
っ
て
か
ら
七
年
の
間
に
、

こ
の
博
物
館
の
性
格
が
大
量
資
料
段
階

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
変
っ
て
い
っ
た
の

だ
と
考
え
た
い
。
と
く
に
、
市
町
村
の
資

料
館
・
博
物
館
で
は
（
県
の
よ
う
に
専
門

の
文
書
館
を
た
て
る
と
い
う
こ
と
は
難
し

い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
）
考
古
資
料
・
民

／
f

、

俗
資
料
、
そ
し
て
近
世
資
料
が
同
居
す
る

と
い
う
場
合
が
こ
れ
か
ら
も
お
こ
り
う
る

の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。

口
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
昭
和
四
一

年
一
○
月
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
記
念
し

て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
、
は
上

田
の
よ
う
に
、
そ
ば
に
お
城
か
あ
る
わ
け

で
は
な
く
（
も
っ
と
も
近
く
に
後
北
条
の

八
王
子
城
、
隣
り
は
市
民
会
館
が
あ
る
）

建
物
の
延
面
積
も
上
田
の
二
倍
あ
り
、
み

る
人
は
こ
、
だ
け
が
目
的
で
あ
っ
て

く
る
わ
け
で
あ
る
。
建
物
は
、
縦
割
り
し

て
み
る
と
、
南
半
分
が
展
示
室
、
北
半
分

が
事
務
室
・
集
合
室
、
そ
れ
に
二
階
の
特

別
収
蔵
庫
（
有
名
な
考
古
学
の
井
上
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
）
・
一

階
の
特
別
展
示
室
、
そ
し
て
地
下
は
最
近

第2表八王子 市 郷 土 資 料 館

区分 右後部分

特別収蔵庫
考古資料展示室2階 集会所

ホーール 研究室

八王子織物史料
その他郷土資料
展示室

特別展示室

（ 1階 ホール，
事務室等

、

矢印は主として人の動きを示す。

高
速
道
路
や
団
地
の
造
成
で
発
掘
さ
れ
た

彪
大
な
考
古
資
料
と
、
そ
れ
に
民
俗
資
料

の
収
蔵
庫
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
南
半
分

の
展
示
室
部
分
は
中
央
に
階
段
が
あ
り
南

半
分
だ
け
で
ま
と
ま
っ
た
空
間
を
形
作
っ

て
い
る
。
こ
、
も
ま
た
、
壁
際
は
ウ
イ
ン

ド
ケ
ー
ス
で
、
大
部
分
の
資
料
は
む
き
出

し
展
示
を
し
な
い
で
も
す
む
よ
う
に
計
画

さ
れ
て
い
る
。
特
に
二
階
の
ケ
ー
ス
に
は
、

さ
す
が
研
究
の
一
中
心
地
だ
け
あ
っ
て
、

繩
文
・
弥
生
・
土
師
な
ど
の
優
れ
た
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
上
田
と
同
じ
よ
う

に
こ
、
に
働
く
人
た
ち
は
館
長
を
含
め
て

六
、
七
人
で
あ
る
。
自
然
、
地
域
の
考
古
学

会
や
民
俗
研
究
会
、
地
方
史
研
究
会
な
ど

の
人
た
ち
と
も
力
を
合
せ
て
特
別
展
を
開

い
た
り
、
出
版
物
を
公
刊
し
た
り
し
て
い
る
。

四
、
県
立
博
物
館
の
場
合

そ
れ
が
県
立
博
物
館
の
場
合
と
な
る
と

建
物
自
体
に
か
け
る
お
金
の
額
も
何
倍
、

ま
た
は
何
十
倍
だ
し
、
さ
す
が
に
働
く
人

の
数
も
格
段
に
増
し
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
前
の
三
つ
の
型
で
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
各
種
の
高
次
の
？
要
求
が
複
雑
に

絡
み
合
う
。
そ
の
よ
う
な
県
立
博
物
館
の

例
と
し
て
、
昨
年
あ
い
つ
い
で
開
館
し
た

北
海
道
開
拓
記
念
館
と
埼
玉
県
立
博
物
館

を
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
二
つ
は
、
規
模
の

上
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
館
自

、
、

体
の
機
能
や
、
そ
の
表
れ
と
し
て
の
建
物

の
あ
り
方
な
ど
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

イ
、
北
海
道
開
拓
記
念
館
第
３
表
の
よ
う
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に
建
物
は
大
き
く
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
入
口
向
っ
て
左
側
の
部
分

は
展
示
と
収
蔵
庫
、
右
側
の
部
分
は
最
上

階
の
特
別
展
示
室
と
講
堂
、
食
堂
、
記
念

ホ
ー
ル
、
そ
れ
に
、
事
務
部
門
と
資
料
処

理
部
門
、
ま
ん
な
か
は
ホ
ー
ル
で
、
そ
の

正
面
に
は
北
海
道
百
年
を
記
念
す
る
高
さ

百
メ
ー
ト
ル
の
鉄
塔
が
望
ま
れ
る
。
す
な

わ
ち
建
物
は
記
念
塔
に
向
っ
て
建
て
ら
れ

第3表 北海道開拓記念館

－

－

II
－

受付一
【蔵展示室一一「
F魔情報処理階

中地階
０
０
寺

(‘！
－

て
い
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
建
物
に

は
二
つ
の
要
求
が
も
ら
れ
て
い
る
。
一
つ

は
建
物
自
体
、
記
念
塔
や
周
囲
の
野
幌
原

生
林
と
と
も
に
記
念
碑
と
し
て
の
意
味
を

も
つ
こ
と
。
も
う
一
つ
は
北
海
道
の
夜
明

け
か
ら
開
拓
の
時
代
、
そ
し
て
現
状
ま
で
、

展
示
や
そ
の
他
の
資
料
か
ら
、
北
海
道
の

歩
み
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
か
ら
の
北
海
道
の
あ
る
べ
き
途
を
考
え

地階

『
、

る
場
と
す
る
こ
と
、
従
っ

て
、
そ
の
た
め
の
資
料
収

集
保
存
の
施
設
と
な
る
こ

と
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
赤
レ
ン
ガ
の
建
物
自

体
、
そ
し
て
中
央
の
ホ
ー

ル
・
右
手
の
記
念
ホ
ー
ル

は
第
一
の
要
求
を
具
体
化

託
し
た
も
の
、
そ
の
他
の
部

毎
分
は
第
二
の
要
求
を
表
し

蝿
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

細
き
る
。
第
二
の
部
分
で
、

肱
ま
ず
注
目
し
て
よ
い
の
は

Ｅ識
資
料
処
理
部
門
で
あ
る
。

点
そ
こ
に
は
電
子
顕
微
鏡
や

れ
Ｘ
線
装
置
を
は
じ
め
、
マ

流の
イ
ク
ロ
や
各
種
の
現
像
室
、

“
大
学
や
大
学
院
の
講
義
を

、蜂
こ
、
で
分
担
し
て
も
よ
い

銅
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

実
る
く
ら
い
の
整
っ
た
標
本
、

分
析
設
備
、
情
報
処
理
の

た
め
の
設
備
が
と
と
の
え

’

I

ら
れ
て
い
る
。
調
べ
て
み
る
と
、
こ
、
で

は
一
九
人
い
る
学
芸
員
の
う
ち
一
六
人
ま

で
が
資
料
の
収
集
と
管
理
部
門
に
投
入
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
設
備
と
体
制
か

ら
み
て
、
こ
の
博
物
館
は
単
な
る
博
物
館

で
は
な
く
一
種
の
調
査
錘
婚
閑
を
か
ね
て
い

る
「
生
き
て
い
る
博
物
館
」
、
「
絶
え
ず

生
き
生
き
と
し
て
動
い
て
い
る
博
物
館
」

な
の
で
あ
る
。
収
蔵
庫
は
積
層
式
で
地
下

に
あ
り
、
そ
の
点
多
少
の
心
配
が
な
く
も

な
い
が
、
と
に
か
く
、
全
遭
か
ら
の
生
活

用
具
・
生
産
用
具
が
お
い
て
あ
る
。
そ
の

資
料
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
裏
付
け
調
査
を

し
、
図
版
を
作
り
、
解
説
を
つ
け
、
目
録

や
報
告
に
ま
と
め
て
ゆ
く
だ
け
で
も
大
変

な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
外
、
こ
、
に
は
一
般
に
常
時
公
開
し

て
い
る
「
収
蔵
展
示
室
」
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
下
が
引
出
し
、
上
が
ウ

イ
ン
ド
の
棚
が
な
ら
ん
で
い
て
、
誰
で
も

、
、
、
、
、

上
の
部
分
に
い
れ
て
あ
る
見
出
し
資
料
を

た
よ
り
に
し
て
、
下
の
引
出
し
か
ら
類
似

の
資
料
を
引
出
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
、
二
階
の
常
設
展
示
は
北
海
道

デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の
栗
谷
川
健
一
氏
と
北

大
工
学
部
建
築
学
科
の
飯
田
勝
氏
の
設
計

で
あ
る
が
、
館
長
の
犬
飼
先
生
の
「
開
拓

の
歴
史
は
文
書
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
文
書
に
現
わ
せ
な
い
開
拓
の
苦

心
の
跡
を
実
物
に
よ
っ
て
知
ら
せ
る
」
と

い
う
方
針
が
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。

ロ
、
埼
玉
県
立
博
物
館
こ
れ
に
対
し

〔
/〃

ハ
て
埼
玉
県
立
博
物
館
の
場
合
に
は
、
第
一

に
県
内
・
近
県
の
す
ぐ
れ
た
絵
画
・
彫
刻
・

工
芸
を
鑑
賞
す
る
場
と
し
て
の
機
能
と
、

第
二
に
埼
玉
の
歩
み
を
考
古
資
料
・
古
文

書
文
献
資
料
・
民
俗
資
料
に
よ
っ
て
展
示

す
る
こ
と
と
の
二
つ
の
要
求
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
こ
の
二
つ
の

要
求
は
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
う
し
た
場
と
し
て
の
建
築
は
こ
の
場
合

一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
俗
資
料
の

、
、

な
か
に
は
、
こ
う
し
た
近
代
建
築
に
な
じ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

む
も
の
と
な
じ
ま
な
い
も
の
と
が
あ
り
う

る
。
そ
こ
で
建
物
と
な
じ
ま
な
い
も
の
と

の
溝
は
、
近
代
的
な
展
示
法
・
展
示
技
術

に
則
し
て
埋
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
建
物
は
、
第
４
表
の
よ
う

に
大
き
く
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
一
つ
は
鑑
賞
の
場
、
な
い
し
展
示

の
場
と
し
て
の
部
分
、
も
う
一
つ
は
特
別

展
示
場
と
収
蔵
庫
、
事
務
部
門
な
ど
で
あ

る
。
そ
の
継
ぎ
目
の
部
分
は
季
節
の
行
事

の
コ
ー
ナ
ー
に
当
て
ら
れ
て
い
る
．
収
蔵

庫
は
特
別
展
示
室
を
ま
ん
な
か
に
は
さ
み
、

完
全
に
上
下
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
上

は
鑑
賞
用
の
美
術
工
芸
品
の
庫
、
下
は
考

古
資
料
と
民
俗
資
料
の
倉
庫
、
そ
し
て
上

は
総
檜
張
り
の
豪
華
さ
、
下
の
く
ら
の
天

井
は
確
か
コ
ン
ク
リ
の
打
ち
っ
ぱ
な
し
で

あ
っ
た
。
な
お
、
り
っ
ぱ
な
く
ら
を
建
て

れ
ば
建
て
る
ほ
ど
、
当
然
、
人
の
出
入
り
は

厳
重
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
大
量
資
料
の
整
理
や
処
理
は
そ
う
簡

－9一
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単
に
終
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本

、
、

当
の
く
ら
と
研
究
員
・
学
芸
員
の
部
屋
と

の
間
に
は
資
料
を
整
理
し
た
り
調
査
し
た

り
す
る
相
当
広
い
場
所
が
用
意
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
ぐハ

、
山
形
県
立
博
物
館
県
立
の
博
物

館
に
は
、
以
上
の
二
つ
博
物
館
を
両
極
と

し
て
、
そ
の
間
に
種
々
の
型
が
考
え
ら
れ

第4表 埼玉県立博物館

る
。
例
え
ば
、
そ
の
県
な
り
地
方
な
り
が
、

ど
の
よ
う
な
自
然
条
件
の
上
に
成
立
っ
て

い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
資
源
に
恵
ま
れ
て

い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
文
化
遺
産
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
生
活
習
俗
が
行
わ
れ
て
き
た

か
、
端
的
に
「
何
々
県
と
は
何
か
」
、
そ

う
い
う
問
題
を
改
め
て
考
え
、
改
め
て
紹

介
す
る
場
が
あ
一
〃
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
企
画
を
そ
の
ま
、
博
物
館
の

r
、

実線矢印は人の流れ、点線矢印は物の流れを示す。建物は実際には複雑な平面をもっ

ている。開拓記念館と同じように埼玉県立博物館の建物もまた建物自体か一つの芸術

作品なのである。なお、建物についての以上のような分析は、建物（の構造）を各種

の関係の集合として、その関係をたどるという発想からきている。

平
面
に
う
つ
し
た
の
が
山
形
県
立
博
物
館

で
あ
る
。
二
階
に
は
ま
ん
な
か
の
ホ
ー
ル

と
窓
際
の
細
い
道
路
を
結
び
目
と
し
て
、

二
つ
の
部
分
が
あ
る
。
そ
の
右
側
は
山
形

の
自
然
（
地
学
・
動
物
・
植
物
、
と
く
に

そ
こ
で
は
生
態
系
・
分
布
が
中
心
課
題
）
、

左
側
は
考
古
資
料
と
民
俗
資
料
に
よ
る

山
形
人
文
（
考
古
は
文
化
の
累
積
変
遷
、

民
俗
は
生
活
の
型
が
中
心
課
題
と
な
る
）

の
展
示
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
特
別
展
示
と

し
て
、
郷
土
の
す
ぐ
れ
た
民
衆
工
芸
と
鳥

類
学
の
石
沢
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。
一
階
は
事
務
部
門
と
研
究
室
、

お
よ
び
、
収
蔵
庫
で
あ
る
。

五
、
そ
の
他

第
５
表
は
こ
、
で
取
上
げ
た
博
物
館
の

う
ち
の
四
例
に
つ
い
て
、
因
み
に
平
面
図

の
上
か
ら
そ
の
各
部
分
を
割
出
し
て
み
た

も
の
で
あ
る
。
建
物
が
大
き
く
な
る
と
そ

の
建
物
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
の
機
械
室

な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
け
れ
ど
、
展

示
の
面
積
を
一
と
し
た
場
合
の
他
の
部
分

の
割
合
は
、
こ
の
四
例
で
は
不
思
議
に
一

致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
よ
い
線

な
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
速
断
で
き
な
い
。

な
お
ま
た
、
学
芸
員
の
詰
め
て
る
部
屋

は
、
概
し
て
、
展
示
室
や
収
蔵
庫
と
は
離

れ
た
場
所
に
お
か
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
れ
も
一
理
あ
る
け
れ
ど
、
最
近
で
は
、

私
は
む
し
ろ
逆
の
行
き
方
（
研
究
・
学
芸

部
と
資
料
館
・
博
物
館
を
利
用
す
る
人
達

と
が
直
接
つ
な
が
る
建
物
の
構
想
）
を
考

一
く

え
て
み
る
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
を
処
理

す
る
た
め
に
は
資
料
館
・
博
物
館
の
あ
り

方
、
社
会
的
使
命
を
基
本
的
に
考
え
な
お

し
て
み
る
必
要
が
生
ず
る
。
そ
こ
ま
で
は

私
の
領
分
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。

お
わ
り
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
資
料

館
・
博
物
館
の
諸
先
生
に
心
か
ら
お
礼
を

申
上
げ
た
い
と
思
う
。

各部分の割合第5表

～、､諸項
館名～～

落成年月 総工費

|食堂

|ナシ
｜ナシ

|，”

|…

wi'|
68412千万

1．5076千万

リ

上田市立博物館

八王子市郷土

資料館

0．4640.6

41．10

0･151[
’

0－051〔’ 0．45

'ｮ鱸'’3，
1

1‘億’’3＄

埼玉県立博物館|46.10110

北海道開拓｜
記念館’46．4』2

964

945
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蟻蕊茨
城
県
で
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
、

急
速
に
失
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
茨
城

県
関
係
の
歴
史
的
資
料
を
、
収
集
、
整
理

保
存
し
、
調
査
研
究
す
る
と
と
も
に
、
広

く
一
般
に
公
開
し
て
、
県
民
の
教
養
の
向

上
や
専
門
的
な
学
術
、
行
政
等
の
研
究
に

役
だ
て
、
県
の
飛
躍
的
発
展
の
基
礎
を
つ

ち
か
う
目
的
で
「
茨
城
県
歴
史
館
」
の
建

設
を
計
画
し
、
現
在
、
財
団
法
人
茨
城
県

教
育
財
団
が
そ
の
建
設
業
務
を
担
当
し
て

い
る
。
本
館
完
成
予
定
が
昭
和
四
十
八
年

三
月
、
付
属
施
設
お
よ
び
庭
園
等
を
整
備

し
四
十
九
年
度
は
じ
め
に
開
館
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
四
十
六
年
九
月
本
館
起

工
式
を
行
な
う
ま
で
に
実
に
四
年
間
の
準

備
期
間
を
お
き
、
準
備
調
査
委
員
会
、
建

設
委
員
会
等
に
よ
り
基
本
構
想
、
基
本
設

計
等
の
検
討
を
積
ん
で
き
た
。
あ
と
か
ら

は
じ
ま
っ
た
他
県
の
施
設
が
さ
き
に
開
館

す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
本
県
の

場
合
は
あ
せ
ら
ず
準
備
段
階
に
じ
ゅ
う
ぶ

ん
時
間
を
か
け
た
こ
と
が
特
徴
と
い
え
よ

う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
茨
城
県
歴
史

館
か
文
書
館
的
な
機
能
と
博
物
館
的
な
機

篝
茨
城
県
歴
史
館
建
設
の
現
況

‐

？｜
、i

’

旬

能
を
あ
わ
せ
も
つ
特
殊
で
画
期
的
な
施
設

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
機
能
を
施
設
設

計
面
お
よ
び
館
の
組
織
面
等
で
う
ま
く
調

和
さ
せ
る
必
要
か
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
館
設
計
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
使
い

や
す
さ
を
主
眼
に
し
、
設
計
事
務
所
が
や

や
自
由
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
発
揮
で
き
た
の

は
外
観
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

建
設
敷
地
は
、
日
本
三
大
公
園
と
し
て

有
名
な
偕
楽
園
に
ほ
ど
近
い
台
地
（
県
立

水
戸
農
業
高
校
あ
と
地
）
約
八
六
○
○
○

亜
本
館
の
べ
面
積
は
約
六
五
○
○
旅
で

あ
る
。
総
事
業
費
十
数
億
円
、
文
化
財
と

し
て
価
値
の
あ
る
民
家
や
学
校
の
建
物
等

を
移
築
復
原
す
る
と
と
も
に
、
敷
地
全
体

を
公
園
化
し
、
偕
楽
園
と
の
一
体
化
を
は

か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

歴
史
館
建
設
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
資

料
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
教
育
財

団
業
務
課
が
担
当
し
、
六
名
の
専
門
職
員

が
四
十
五
年
度
に
建
設
委
員
会
が
策
定
し

た
資
料
収
集
基
本
方
針
に
も
と
づ
い
て
資

料
の
収
集
を
行
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
専
門
領
域
別
に

て川

上
宏
昭

（
舞
城
癖
教
識
財
函
）

大
学
教
授
な
ど
学
識
経
験
者
二
十
五
名
の

方
を
資
料
収
集
調
査
委
員
に
お
願
い
し
、

ま
た
必
要
に
応
じ
地
区
別
に
専
門
家
の
協

力
を
依
頼
し
て
い
る
。

完
全
に
無
か
ら
出
発
し
た
た
め
、
資
料

収
集
に
は
大
変
苦
労
を
し
て
い
る
が
、
昭

和
四
十
四
年
度
か
ら
現
在
ま
で
に
、
寄
贈

寄
託
、
購
入
を
合
わ
せ
て
文
書
類
約
一
万

五
千
点
、
考
古
資
料
一
千
七
十
一
点
、
民

俗
資
料
一
千
三
百
八
十
七
点
、
羊
術
工
芸

関
係
資
料
一
千
二
百
四
十
九
点
、
近
代
文

学
資
料
二
百
点
、
参
考
図
書
五
千
五
百
点

総
計
約
二
万
五
千
点
の
資
料
を
収
集
し
て

い
る
。
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
特
に
留

意
し
て
い
る
点
は
、
寄
贈
を
第
一
に
考
え
、

次
に
寄
託
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
の
み

購
入
す
る
こ
と
に
し
、
資
料
所
蔵
者
の
間

に
お
か
し
な
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
さ
ぬ
よ

う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

資
料
収
集
は
頭
と
足
で
…
を
モ
ッ
ト
ｉ

に
専
門
職
員
が
連
日
苦
闘
し
て
い
る
が
、

資
料
の
所
在
や
移
動
の
情
報
キ
ャ
ッ
チ
が

困
難
な
こ
と
、
資
料
所
蔵
者
を
訪
問
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
再
認
識
さ
せ
前
よ

り
も
交
渉
し
に
く
く
な
る
こ
と
、
民
俗
資

料
、
美
術
工
芸
品
な
ど
に
つ
い
て
は
業
者

の
介
入
が
か
な
り
は
げ
し
い
こ
と
等
々
、

前
途
に
種
々
の
障
害
が
横
た
わ
っ
て
い
る

が
、
六
人
の
侍
は
敢
然
と
し
て
そ
れ
に
立

ち
向
か
っ
て
い
る
。

〔
一
‐
‐
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
川
‐
母

ま
た
．
昭
和
四
十
六
年
度
に
は
、
専
門

職
員
の
資
質
向
上
を
め
ざ
し
、
東
京
国
立

博
物
館
、
文
部
省
史
料
館
、
東
京
大
学
史

料
編
さ
ん
所
等
へ
長
期
研
修
の
た
め
職
員

を
派
遣
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
お
い
て

懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ
け
た
こ
と
は
大

き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

当
業
務
課
と
し
て
は
、
今
後
開
館
ま
で

に
限
ら
れ
た
職
員
で
効
率
的
な
資
料
収
集

を
行
な
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
展

示
計
画
や
閲
覧
基
準
を
ど
う
す
る
か
、
資

料
の
蝶
理
・
分
類
を
ど
う
す
る
か
な
ど
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
財
団
の
働
き
か

け
に
よ
っ
て
、
昨
年
八
月
、
県
等
の
文
書

整
理
保
存
規
程
の
改
正
が
行
な
わ
れ
、
保

存
年
限
が
す
ぎ
廃
棄
す
る
公
文
書
の
す
べ

て
を
教
育
財
団
（
歴
史
館
）
に
引
き
継
ぐ

こ
と
、
保
存
ま
た
は
保
管
中
の
公
文
書
に

つ
い
て
も
、
内
容
に
よ
っ
て
は
主
務
課
と

協
議
の
う
え
歴
史
館
に
保
管
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
資
料
収
集
に
大

き
な
励
み
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る

○

、
７

県
民
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
の

歴
史
館
を
り
つ
ば
に
つ
く
る
た
め
、
き
よ

う
も
全
員
張
り
切
っ
て
仕
事
に
ま
い
進
し

て
い
る
。

｜

- 11－

｜



k

§灘灘多
久
市
立
図
書
館
は
も
と
も
と
貧
し
い

農
村
の
公
共
図
書
館
と
し
て
存
在
し
た
。

蔵
書
五
千
冊
余
、
職
員
一
人
で
細
々
と
地

域
の
読
書
層
に
働
き
か
け
て
行
け
ば
、
そ

れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
施
設
で
あ
っ
た
。

然
し
、
旧
多
久
家
の
近
世
資
料
が
現
存

し
て
い
た
以
上
、
此
の
地
で
唯
一
の
文
化

施
設
で
あ
っ
た
が
故
に
其
等
資
料
に
関
わ

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
管
轄
で
無

い
と
拱
手
出
来
な
い
こ
と
に
思
え
た
の
で

あ
る
。旧

多
久
家
文
書
は
昭
和
三
十
二
年
寄
贈

願
い
を
申
出
て
多
久
氏
の
快
い
御
承
諾
を

得
た
。
資
料
の
明
細
に
つ
い
て
は
当
館
発

行
の
「
多
久
家
文
書
目
録
第
一
集
～
第
四

集
」
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
同
三

十
六
年
、
或
機
会
か
ら
多
久
家
家
老
で
あ

っ
た
鴨
打
家
史
料
発
見
、
翌
三
十
七
年
明

治
初
期
戸
長
で
あ
っ
た
副
島
家
に
も
相
当

数
の
資
料
が
所
在
す
る
こ
と
が
分
っ
た
。

此
等
は
家
の
改
築
や
甚
し
い
破
損
が
あ
っ

た
の
で
、
保
存
の
為
の
整
理
を
条
件
に
お

預
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
「
多
久
家
文

書
」
の
周
辺
資
料
と
し
て
欠
く
こ
と
の
出

来
な
い
物
で
あ
る
。
昭
和
三
十
九
年
に
な

っ
て
、
町
村
合
併
前
の
役
場
資
料
が
旧
役

多
久
市
立
図
書
館
管
理
の

歴
史
資
料
の
現
状
と
問
題細

川
章

（
誰
久
市
立
図
害
評
）

場
施
設
の
転
用
に
伴
う
改
築
で
放
り
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
至
急
、
車
の

間
に
合
わ
ぬ
時
は
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
搬

入
し
た
。
整
理
し
た
ら
一
万
四
千
六
百
七

十
六
点
。
「
多
久
市
合
併
前
町
村
役
場
資

料
目
録
第
一
集
～
第
五
集
」
で
あ
る
。

以
上
に
つ
い
て
、
此
処
で
そ
の
作
業
の

困
難
さ
、
専
門
的
知
識
の
欠
如
故
に
屡
々

突
当
っ
た
諸
々
の
技
術
的
問
題
に
つ
い
て

述
べ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
．
図
書
館

機
能
の
み
の
点
か
ら
見
て
も
、
貧
窮
の
極

み
に
あ
る
辺
地
の
図
書
館
が
、
蔵
書
数
の

数
倍
に
及
ぶ
歴
史
資
料
を
今
後
ど
の
様
に

抱
え
て
行
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
出

し
た
い
の
で
あ
る
。
此
の
地
区
に
記
録
さ

れ
た
歴
史
資
料
は
こ
の
地
区
か
ら
引
離
す

べ
き
で
な
い
と
思
、
１
と
云
っ
て
、
市
町

村
段
階
で
資
料
館
新
設
な
ど
絵
に
画
い
た

餅
で
し
か
な
い
。
実
際
に
公
共
図
書
館
運

営
と
文
書
資
料
の
間
を
一
人
で
往
復
し
て

そ
の
取
扱
い
の
相
違
に
戸
迷
う
の
で
あ
る

歴
史
資
料
は
民
俗
資
料
も
含
め
て
今
こ
そ

積
極
的
姿
勢
で
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
為
に
図
書
館
機
能
の
若
干
の
犠
牲
は

止
む
を
得
な
い
も
の
か
。

に

島
根
県
立
図
書
館
は
昭
和
四
十
四
年
九

月
か
ら
そ
れ
ま
で
県
庁
の
地
下
に
眠
っ
て

い
た
古
文
書
類
を
引
継
い
で
、
こ
の
程
よ

う
や
く
そ
の
整
理
分
類
を
お
え
た
。
内
容

は
、
④
近
世
以
前
文
書
記
録
二
二
七
八
冊

、
明
治
初
期
の
行
政
ナ
マ
資
料
二
二
六
八

冊
及
○
刊
本
類
二
六
一
二
冊
で
あ
っ
た
。

④
の
近
世
以
前
文
書
記
録
コ
ゴ
ゼ
刈
舩
ぱ

主
と
し
て
大
正
の
は
じ
め
か
ら
昭
和
の
初

期
に
か
け
て
旧
県
史
編
さ
ん
の
た
め
、
県

の
内
外
か
ら
資
料
採
訪
し
た
際
の
影
写
本

及
臨
写
本
で
あ
り
、
、
の
明
治
初
期
行
政

ナ
マ
資
料
。
。
対
忠
舩
ぽ
廃
藩
置
県
前
後

に
各
藩
（
松
江
・
広
瀬
・
母
里
・
浜
田
・

津
和
野
及
大
森
天
領
）
か
ら
引
継
い
だ
も

の
を
主
と
す
る
。
ｅ
の
刊
奎
型
ユ
急
ミ

ゴ
研
ば
松
江
藩
校
に
あ
っ
た
漢
籍
を
主
軸

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
典
④
は
そ
の

後
の
社
会
情
勢
の
変
革
な
ど
で
旧
所
蔵
者

の
う
ち
そ
の
原
本
を
所
持
し
つ
や
け
て
い

る
者
が
ど
れ
程
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
疑
問

に
思
わ
れ
る
今
日
と
な
っ
て
は
そ
れ
が
影

・
写
本
と
錐
も
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な

地
方
史
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
も

の
を
「
県
庁
引
継
文
書
」
と
よ
ん
で
図
書

古
文
書
類
の
蒐

瞳

集

桜
木
保

（
覗
根
県
立
図
害
雛
）

館
で
は
こ
れ
を
一
つ
の
柱
と
し
て
今
後
の

古
文
書
蒐
集
の
端
緒
と
し
よ
う
と
し
て
い

た
矢
先
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
県
警
本
部

に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
「
御
徒
関
係
文
書
」

約
二
七
○
点
の
寄
託
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

「
御
徒
関
係
文
書
」
は
松
江
藩
の
公
文
書

と
し
て
こ
れ
程
多
く
纏
っ
た
も
の
は
他
に

は
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
研
究
者
の
間
で
は

そ
の
門
外
不
出
を
卿
っ
て
い
た
も
の
で
、

わ
れ
わ
れ
図
書
館
人
と
し
て
も
全
く
隔
靴

掻
痒
の
感
で
こ
こ
三
・
四
年
来
そ
の
移
譲

を
強
く
の
ぞ
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

真
の
資
料
保
存
は
、
公
共
機
関
が
充
分
な

る
施
設
の
も
と
に
善
良
な
管
理
を
し
な
が

ら
研
究
者
の
便
に
供
す
る
こ
と
こ
そ
積
極

的
保
存
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
御
徒
文
書
」
の
内
容
は
、
１
公
事
記
録

２
藩
士
の
出
自
、
家
門
、
有
職
故
実
企
瓢

陛
３
養
子
縁
組
届
４
在
郷
の
山
論
、

海
境
差
縫
れ
、
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

な
お
図
書
館
は
昨
年
十
一
月
池
尻
家
文

書
（
村
方
文
書
）
約
五
○
○
点
を
入
手
し

た
の
で
あ
る
が
時
々
刻
々
散
供
す
る
運
命

に
あ
る
生
資
料
の
蒐
集
こ
そ
遅
々
と
し
た

急
務
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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昭
和
四
六
年
度
新
収
史
料
紹
介
臼
①
津
典
奉
卿
彰
評
叙
鯲
ム

筆
糯
山
梨
県
山
梨
市
下
井
尻
区
有
文
書
罎
遊
乱
動
症
識
喝
。
一
叫
郷
録
鑪
鯏
、
一
桓
帷

本
史
料
は
区
長
持
廻
り
の
享
保
一
○
年
一
枚
）

灘
雛
離
鯛
職
縣
癖
轆
⑤
蕊
松
前
家
文
書

分
の
史
料
を
下
井
尻
区
の
ご
厚
意
に
よ
り
本
文
書
を
含
む
以
下
四
件
の
文
書
は
、

当
館
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
、
同
区
の
ご
い
ず
れ
も
、
四
五
・
四
六
両
年
度
に
お
け

芳
志
に
対
し
て
衷
心
よ
り
深
謝
を
申
上
げ
る
、
第
一
史
料
室
に
よ
る
「
旧
大
名
家
文

る
。
又
受
託
に
当
っ
て
格
別
の
労
を
惜
し
書
の
所
在
調
査
」
に
よ
っ
て
所
在
を
確
認

ま
れ
な
か
っ
た
下
井
尻
区
長
訟
下
政
利
氏
、
し
調
査
を
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査

同
区
依
田
泰
八
氏
に
厚
く
御
礼
を
申
上
げ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
一
二
号
お

た
い
。
よ
び
一
五
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
史
料
は
当
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
同
本
文
書
は
、
旧
蝦
夷
松
前
（
福
山
）
藩

区
依
田
家
・
井
尻
家
文
書
の
村
方
史
料
の
主
（
三
○
、
○
｜
う
石
柳
ノ
間
）
家
襲

欠
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
近
世
の
蔵
に
か
か
る
も
の
で
、
す
で
に
北
海
道
史

も
の
に
正
徳
期
検
地
帳
・
名
寄
帳
、
享
保
編
修
所
に
お
い
て
調
査
さ
れ
、
目
録
が
作

期
明
細
帳
、
宝
暦
期
人
別
改
帳
、
宝
暦
Ｉ
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
、

寛
政
期
の
五
人
組
御
仕
潰
帳
、
寛
延
ｌ
寛
こ
の
な
か
か
ら
主
要
な
史
料
を
撰
択
し
、

政
期
の
小
入
用
帳
、
及
び
明
和
ｌ
寛
政
期
複
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
領
Ｌ
関
係
史
料

の
下
見
合
関
係
、
元
禄
一
二
年
か
ら
天
保
は
少
な
い
が
、
‐
前
氏
系
譜
類
が
多
く
、

一
二
年
迄
大
略
連
続
し
て
い
る
免
状
で
な
乱
新
期
前
後
の
書
上
等
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

お
明
治
期
の
免
状
も
若
干
あ
る
．
そ
の
他
・
前
家
当
主
に
よ
る
蝦
夷
地
の
地
誌
・
風

に
諸
改
書
上
、
損
毛
、
夫
食
貯
、
役
人
交
俗
考
証
記
録
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、

替
関
係
な
ど
が
宝
暦
前
後
か
ら
寛
政
頃
迄
本
文
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
（
現

あ
る
。
用
水
関
係
は
明
細
・
幕
末
期
に
《
蔵
者
Ｉ
横
浜
市
神
奈
川
区
入
江
町
一
’
八

入
会
関
係
は
嘉
煮
期
に
あ
り
、
両
者
共
に
九
縫
前
之
広
氏
。
収
録
点
数
九
一
。
三

絵
図
が
あ
る
‐
入
会
山
提
札
も
恥
枚
あ
る
：
リ
ー
ル
ー
ー
、
六
四
六
コ
マ
）

な
お
享
保
・
文
化
期
の
村
絵
図
が
あ
る
。

明
治
．
大
正
期
の
も
の
は
同
区
の
収
支
、
⑤
罫
野
寧
〈
陵
詠
琴
塞
一

消
防
、
鎮
守
、
日
露
戦
争
関
係
な
ど
が
主
大
関
氏
二
八
、
（
‐
｜
｜
右
柳
ノ
間
）

ｌ
ｆ
ｌ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
１
１
Ⅱ
，
‐
‐
‐
‐
０
‐
１
曲
一

C

’
は
、
下
野
国
那
須
地
方
に
蟠
居
し
た
鎌
倉

時
代
以
来
の
旧
旋
襲
蔵
史
料
の
一
部
は
、

栃
木
県
黒
羽
町
が
寄
贈
を
受
け
、
そ
の
中

心
史
料
で
あ
る
「
創
垂
可
継
」
は
す
で
に

読
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
書
は
こ
れ
を

除
く
同
家
襲
蔵
史
料
の
主
要
な
も
の
を
複

写
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
則
記
「
創
垂
可
継
」

の
原
史
料
に
当
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
家
」
関
係
で
は
、
「
丹
治
比
系
伝
」

（
文
化
二
全
一
○
冊
）
を
は
じ
め
と

す
る
系
図
・
系
譜
類
、
「
領
知
」
関
係
で

は
享
保
七
年
以
降
の
都
合
帳
９
高
辻
帳
・

領
琢
目
録
等
、
明
治
初
期
中
心
の
「
家
臣

・
家
禄
」
関
係
史
料
、
御
用
部
屋
あ
る
い

は
御
側
日
記
と
思
わ
れ
る
「
増
備
之
記
」
・

「
増
備
之
覚
」
約
十
六
冊
を
は
じ
め
と
す

る
「
藩
政
・
財
政
」
関
係
史
料
、
維
新
期

の
諸
達
・
願
・
届
・
伺
類
等
、
大
関
家
・

黒
羽
藩
に
関
す
る
ほ
ぼ
網
羅
的
な
収
集
に

つ
と
め
た
。

な
お
、
織
豊
期
前
後
の
書
状
類
（
大
部

分
写
し
）
約
一
○
点
、
寛
政
～
弘
化
年
間

の
高
柳
家
あ
て
大
関
氏
献
納
金
請
取
書
・

金
子
借
用
証
文
約
四
五
通
が
あ
る
こ
と
も

特
記
し
て
お
く
。
（
現
蔵
者
Ｉ
東
京
都
杉

並
区
上
荻
三
’
一
○
’
一
六
大
関
和
雄

児
‐
収
録
点
数
二
二
八
。
五
リ
ー
ル
ー
三

、
○
二
八
コ
マ
）

ｅ
華
野
祁
竺
“
豪
墓
一
一

秋
元
氏
（
六
○
、
○
つ
Ｃ
石
雁
ノ
間
）

は
、
喬
朝
・
涼
朝
等
多
く
老
中
列
座
の
例

’

C
ーI

l

｜･’

l'
｜’

’’

あ
る
譜
代
大
名
家
．
秋
元
氏
Ｉ
館
林
藩
関

係
史
料
は
、
四
四
年
度
に
、
館
林
市
立
図

書
館
所
蔵
史
料
を
中
心
に
マ
イ
ク
ロ
フ
イ

ル
ム
に
よ
る
収
集
を
行
な
っ
て
い
る
が
（

本
誌
第
一
○
号
参
照
）
、
今
回
は
、
秋
元

家
襲
蔵
文
書
を
対
象
に
、
ほ
ぼ
全
部
を
収

集
し
た
。
内
容
的
に
は
、
前
記
の
収
集
文

書
と
類
似
し
、
系
譜
・
藩
事
蹟
・
国
替
関

係
史
料
等
が
多
い
ほ
か
、
甲
州
屋
村
・
山

形
・
館
林
・
河
越
城
絵
図
、
寛
永
一
九
年

「
日
光
東
照
宮
造
営
帳
」
（
全
三
冊
写
）

を
含
む
。
（
現
蔵
者
Ｉ
東
京
都
目
黒
区
目
黒

三
’
三
’
一
秋
元
和
朝
氏
。
収
録
点
数

三
八
。
ニ
リ
ー
ル
ー
八
二
九
コ
マ
）

⑤
誰
津
矩
永
弁
家
守
書

・
水
井
氏
（
三
六
、
○
○
○
石
雁
ノ
間
）

関
係
文
書
は
、
在
来
、
同
市
史
編
さ
ん
事

業
に
利
用
さ
れ
は
じ
め
る
ま
で
一
般
に
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
回
、
詳
細
調

査
の
上
、
そ
の
襲
蔵
史
料
の
大
部
分
を
採

録
し
た
。
点
数
は
少
な
く
「
系
譜
」
（
享

保
五
年
）
一
冊
の
ほ
か
は
、
「
肥
前
国
天

艸
一
摸
書
付
」
（
全
四
巻
約
一
○
○
点

収
録
）
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
根
本
史
料

を
多
く
収
め
て
い
る
の
で
、
今
後
の
内
容

分
析
に
期
待
し
た
い
。
（
現
蔵
者
Ｉ
横
浜

市
緑
区
美
し
が
丘
三
’
四
五
’
九
永
井

直
英
氏
。
収
録
点
数
六
。
一
リ
ー
ル
ー
一

五
八
コ
マ
）
。

’

l
l

l

｜
’

－13－

１
１



第
一
集
（
昭
和
”
年
３
月
）

遠
州
鳴
村
山
田
家
文
書
目
録

遠
州
桑
地
村
加
茂
家
文
書
目
録

第
二
集
（
昭
和
調
年
３
月
）

駿
州
岩
本
村
文
書
目
録

遠
州
気
賀
宿
文
書
目
録
・

第
三
集
（
昭
和
羽
年
３
月
）

伊
勢
国
射
和
村
富
山
家
文
書
目
録

武
蔵
国
川
越
町
横
田
家
文
書
目
録

小
橋
屋
平
井
店
文
書
目
録

播
磨
屋
中
井
両
替
店
記
録
目
録

第
四
集
（
昭
和
訓
年
３
月
）

阿
波
蜂
須
賀
家
文
書
目
録

雲
州
松
平
家
文
書
目
録

第
五
集
（
昭
和
皿
年
３
月
）

甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
依
田
家
文
書
目
録

第
六
集
（
昭
和
魂
年
３
月
）

武
州
多
摩
郡
連
光
寺
村
富
沢
家
文
書
目
録

武
州
多
摩
郡
連
光
寺
村
富
沢
分
家
文
書
目
録

第
七
集
（
昭
和
調
年
６
月
）

出
羽
国
村
山
郡
山
家
村
山
ロ
家
文
書
目
録

第
八
集
（
（
昭
和
弱
年
３
月
）

祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
水
産
史
料
目
録

第
九
集
（
昭
和
師
年
３
月
）

出
羽
国
村
山
郡
山
形
宝
縄
寺
文
書
目
録

出
羽
国
村
山
郡
小
関
村
文
書
目
録

第
十
集
（
昭
和
調
年
３
月
）

武
蔵
国
幡
羅
郡
永
井
太
田
村
掛
川
家
文
害
目
録

文
部
省
史
料
館
『
所
蔵
史
料
目
録
』
内
容
紹
介
囹
史
料
館
所
蔵
民
族
資
料
図
版
目
録

発
行
『
民
族
資
料
図
版
目
録
』

武
蔵
国
幡
羅
郡
下
奈
良
村
吉
田
家
文
書
目
録
第
一
巻
日
本
篇
（
昭
和
姥
年
ｎ
月
）

回
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録

祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
史
料
目
録
生
活
用
具
Ｉ
：
…
負
い
繩
・
鍋
敷
き
・
綱
み

第
一
集
（
昭
和
”
年
３
月
）
第
十
一
集
（
昭
和
“
年
３
月
）
袋
・
脛
巾
・
背
中
当
て
・
蚊
遺
火
・
槌

遠
州
鳴
村
山
田
家
文
書
目
録
日
本
実
業
史
博
物
館
旧
蔵
資
料
目
録
Ｈ
・
杓
子
・
雪
鋤
・
弁
当
い
れ
・
火
薬
い

遠
州
桑
地
村
加
茂
家
文
書
目
録
絵
画
の
部
・
地
図
の
部
・
番
付
の
部
．
れ
・
謙
・
鉈
・
そ
の
他

第
二
集
（
昭
和
調
年
３
月
）
竹
森
文
庫
第
二
巻
日
本
篇
（
昭
和
娼
年
ｎ
月
）

駿
州
岩
本
村
文
書
目
録
第
十
二
集
（
昭
和
虹
年
３
月
）
生
活
用
具
Ⅱ
．
…
・
・
篭
・
策
・
箕
・
そ
の
他

遠
州
気
賀
宿
文
書
目
録
、
陸
奥
国
弘
前
津
軽
家
文
書
目
録
第
三
巻
日
本
篇
（
昭
和
妬
年
３
月
）

第
三
集
（
昭
和
羽
年
３
月
）
第
十
三
集
（
昭
和
蛇
年
３
月
）
生
活
用
具
Ⅲ
・
・
・
…
田
下
駄
・
下
駄
・
輪
楪
・

伊
勢
国
射
和
村
富
山
家
文
書
目
録
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
井
尻
家
文
書
目
録
ツ
ム
・
稜
・
糸
枠
・
膳
・
沖
箱
・
煙
草

武
蔵
国
川
越
町
横
田
家
文
書
目
録
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
依
田
家
文
害
目
録
追
補
い
れ
・
行
燈
・
背
負
梯
子
・
杖
・
そ
の
他

小
橋
屋
平
井
店
文
書
目
録
甲
斐
国
巨
摩
郡
青
柳
村
秋
山
家
文
書
目
録
第
四
巻
日
本
篇
（
昭
和
始
年
３
月
）

播
磨
屋
中
井
両
替
店
記
録
目
録
第
十
四
集
（
昭
和
妃
年
３
月
）
商
工
関
係
用
具
Ｉ
…
…
枡
・
金
枡
・
算
盤
・

第
四
集
（
昭
和
訓
年
３
月
）
摂
津
国
大
阪
加
嶋
屋
長
田
家
文
書
目
録
物
指
・
錘
・
棹
ば
か
り
・
天
秤
・
弁
当

阿
波
蜂
須
賀
家
文
書
目
録
第
十
五
集
（
昭
和
“
年
３
月
）
い
れ
・
菓
子
型
・
そ
の
他

雲
州
松
平
家
文
書
目
録
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録
第
五
巻
日
本
篇
（
昭
和
鞭
年
３
月
）

第
五
集
（
昭
和
皿
年
３
月
）
土
屋
家
家
中
大
久
保
家
文
書
目
録
生
活
用
具
Ⅳ
：
：
：
笠
・
草
履

武
蔵
国
幡
羅
郡
下
奈
良
村
吉
田
家
文
書
目
録

祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
史
料
目
録

第
十
一
集
（
昭
和
“
年
３
月
）

日
本
実
業
史
博
物
館
旧
蔵
資
料
目
録
Ｈ

絵
画
の
部
・
地
図
の
部
・
番
付
の
部
・

竹
森
文
庫

第
十
二
集
（
昭
和
虹
年
３
月
）

陸
奥
国
弘
前
津
軽
家
文
書
目
録

第
十
三
集
（
昭
和
蛇
年
３
月
）

甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
井
尻
家
文
書
目
録

甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
依
田
家
文
害
目
録
追
補

甲
斐
国
巨
摩
郡
青
柳
村
秋
山
家
文
書
目
録

第
十
四
集
（
昭
和
妃
年
３
月
）

摂
津
国
大
阪
加
嶋
屋
長
田
家
文
書
目
録

第
十
五
集
（
昭
和
“
年
３
月
）

常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録

土
屋
家
家
中
大
久
保
家
文
書
目
録

秋
元
家
家
中
福
井
家
文
香
目
録

第
十
六
集
（
昭
和
妬
年
３
月
）

山
羽
国
村
山
郡
山
形
宝
掩
寺
文
書
追
加
目
録

第
十
七
集
（
昭
和
妬
年
３
月
）

愛
知
県
庁
文
書
目
録

群
馬
県
庁
文
書
目
録

第
十
八
集
（
昭
和
妬
年
３
月
）

出
羽
国
秋
田
郡
大
葛
金
山
荒
谷
家
文
書
目
録

第
十
九
集
（
昭
和
卿
年
３
月
）

常
陸
国
行
方
郡
牛
堀
村
須
田
家
文
書
目
録

第
二
十
集
（
昭
和
唖
年
３
月
）

伊
予
国
伊
予
郡
上
野
村
玉
井
家
文
書
目
録

《

『
文
部
省
史
料
館
報
総
目
次
』

（
一
号
’
一
六
号
）

巻
頭
号
頁

創
刊
の
辞
．
…
・
…
…
…
…
…
・
吉
里
邦
夫
…
一
（
１
）

史
料
館
の
当
面
す
る
問
題
…
…
・
…
…
・
・
…
一
（
２
）

こ
の
一
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
．
．
…
．
．
…
…
・
・
二
（
１
）

就
任
の
こ
と
ば
。
…
…
・
…
・
小
和
田
武
紀
…
三
（
１
）

史
料
館
と
研
究
活
動
の
方
向
…
小
和
田
武
紀

…
…
…
四
（
１
）

地
方
史
の
研
究
に
つ
い
て
…
…
鈴
木
寿
…
五
（
１
）

史
料
館
に
つ
い
て
思
う
こ
と
…
石
井
良
助
…
六
（
２
）

一
つ
の
提
案
…
…
…
…
…
大
久
保
利
謙
…
七
（
２
）

古
文
書
館
の
こ
と
ど
も
…
…
宝
月
圭
吾
…
八
（
２
）

福
井
県
古
文
書
・
記
録
の
調
査
：
小
葉
田
淳

…
…
…
九
（
２
）

《

資
料
保
存
・
利
用
問
題
の
展
開
と
文
部
省

史
料
館
・
…
・
…
…
…
・
…
・
…
・
木
村
礎
．
・
・
一
○
（
２
）

文
部
省
史
料
館
の
役
割
…
…
豊
田
武
…
二
（
２
）

郷
土
史
料
館
利
用
の
経
験
…
古
島
敏
雄
…
一
二
（
２
）

過
疎
地
帯
の
史
料
．
…
…
：
…
杉
本
勲
…
一
三
（
２
）

元
禄
の
道
程
帯
上
…
…
…
児
玉
幸
多
…
一
四
（
２
）

古
文
書
の
保
存
科
学
…
．
：
岩
崎
友
吉
…
一
五
（
２
）

私
擬
「
歴
史
資
料
保
存
法
」

案
と
提
蝸
．
．
…
…
…
…
…
…
・
林
英
夫
…
一
六
（
２
）

整
理
と
保
存

「
津
軽
家
文
書
」
の
整
理
を
終
え
て
．
：
…

．
．
…
…
：
…
…
．
．
…
…
浅
井
潤
子
．
・
・
三
（
８
）

村
方
文
書
の
蠣
理
と
分
類
Ｉ
所
蔵
史
料
目
録

の
整
理
を
終
え
て
ｌ
…
…
藤
村
淵
一
郎
…
五
（
４
）

加
嶋
屋
長
田
家
文
書
の
整
理
を
終
え
て
…

。
…
…
…
・
…
…
…
・
鶴
岡
実
枝
子
…
七
（
８
）

「
所
蔵
史
料
目
録
」
の
作
成
を
終
え
て
ｌ

あ
と
が
き
の
記
！
…
・
…
…
鎌
田
永
吉
…
九
（
３
）
一

宝
障
寺
文
書
の
収
集
と
嬢
理
・
…
…
…
…
：

４

…
…
…
・
…
・
…
・
…
大
野
瑞
男
．
・
・
二
（
６
）
１

近
世
鉱
山
文
書
の
整
理
…
大
野
瑞
男
…
一
四
（
５
）
｜

民
具
収
蔵
庫
の
現
況
と
問
題
点
．
．
…
・
…
・
・
・
一
（
３
）

湿
度
管
制
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
・
・
一
（
４
）

民
俗
資
料
の
保
存
管
理
Ｈ
付
票
．
口
〈

収
蔵
原
簿
〉
の
形
式
．
日
調
査
票
・

凹
配
架
．
国
呼
称
．
㈲
測
定
．
㈲

「
用
途
」
の
記
載
．
伽
形
態
の
記
録
・

伽
製
作
．
…
・
・
中
村
俊
亀
智
…
一
～
一
○
（
頁
略
）

史
料
整
理
と
〈
参
考
資
料
〉
の
収
集
：
…
．

…
…
．
…
…
．
：
…
・
…
・
原
島
陽
一
…
三
（
９
）

近
世
史
料
の
整
理
に
つ
い
て
…
藤
村
潤
一
郎

…
…
…
六
（
９
）

史
料
集
と
索
引
・
…
…
…
…
：
原
島
陽
一
…
六
（
脚
）

近
世
史
料
雑
感
…
・
…
…
．
．
…
大
野
瑞
男
…
八
（
Ⅲ
）

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
．
ル
ム
の
収
集
と
管
理
に

つ
い
て
。
…
…
・
…
・
…
…
藤
村
澗
一
郎
…
二
（
３
）

資
料
…
諸
機
関
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
管
理
の
現
状
…
第
一
史
料
室
．
：
二
（
５
）



商
家
の
文
書
二
）
…
鶴
岡
実
枝
子
…
二
（
８
）

「
近
世
古
文
書
学
」
問
題
点
の
素
描
…
…

…
…
…
．
．
…
…
・
…
榎
本
宗
次
…
一
二
（
４
）

農
村
文
書
（
二
・
村
方
文
寄
の
性
格
．
．
．

．
…
・
…
…
…
…
…
・
浅
井
潤
子
…
一
二
（
６
）

県
庁
文
書
目
録
化
に
関
す
る
覚
え
書
…

…
…
…
…
・
…
．
．
…
原
島
陽
一
…
一
三
（
４
）

中
間
機
構
史
料
に
つ
い
て
…
鈴
木
埒
…
一
三
（
６
）

商
家
の
文
書
（
二
）
・
商
業
帳
簿
．
．
…
…
．

…
．
．
…
：
…
・
…
．
鶴
岡
実
枝
子
…
一
三
（
８
）

府
県
庁
文
書
の
目
録
化
と
分
類
を
め
ぐ
っ
て
…

…
・
…
…
…
・
…
…
・
鈴
江
英
一
…
一
四
而
）

史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
十
七
集
刊
行
に

寄
せ
て
…
…
…
…
…
…
・
・
・
…
大
村
進
…
一
四
（
、
）

農
村
文
書
（
二
）
・
村
明
細
帳
…
…
…
…

．
．
…
…
・
…
…
…
藤
村
潤
一
郎
…
’
四
（
６
）

県
庁
文
書
の
分
類
に
つ
い
て
…
…
．
．
…
…
．

…
…
…
．
．
…
・
…
…
原
島
陽
一
。
：
一
五
（
６
）

講
習
会

第
十
二
回
近
世
史
料
取
扱
講
習
会
特
集
…
四

一
、
総
括
と
反
省
…
…
…
原
島
陽
一

二
、
研
究
討
議
に
つ
い
て
（
１
）
近
世

史
料
の
整
理
・
分
類
（
大
野
瑞
男
）

。
（
Ⅱ
）
近
世
史
料
の
管
理
・
補
修

（
原
島
陽
一
・
浅
井
潤
子
）
．
（
Ⅲ
）

所
在
調
盗
法
（
鎌
田
永
吉
・
大
給
近

達
）

第
十
三
回
近
世
史
料
担
当
職
員
鯛
習
会
ｌ

総
括
と
反
省
！
：
…
…
…
…
大
野
瑞
男
：
六
（
７
）

Ｋ
さ
ん
へ
の
手
紙
’
第
一
四
回
諦
習
会
の

あ
と
で
．
…
…
…
・
…
…
…
…
・
原
島
陽
一
…
八
（
皿
）

西
日
本
地
区
「
近
世
史
料
担
当
職
員
講
習

会
」
を
終
え
て
…
・
…
…
…
・
・
鈴
木
寿
…
一
四
（
４
）

所
蔵
史
料

所
蔵
史
料
一
覧
慨
表
Ｈ
…
・
…
・
…
…
・
…
…
一
（
６
）

同
口
…
．
．
…
…
…
…
…
・
二
（
６
）

同
日
…
…
…
…
…
…
…
三
（
ｕ
）

所
蔵
史
料
の
現
況
Ｈ
収
集
経
過
と
そ
の

、９

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
甲
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
９
ｌ
Ⅱ
ｌ
８
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
０
０
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
１
１
１
１

鈴
木
家
文
書
と
船
乗
下
人
…
榎
本
宗
次
…
五
（
７
）

切
支
丹
類
族
に
つ
い
て
…
…
榎
本
宗
次
…
六
（
５
）

維
新
余
聞
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
鈴
木
寿
…
七
（
３
）

古
銭
と
寛
永
銭
の
切
替
に
つ
い
て
…
…
…

…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
榎
本
宗
次
…
七
（
４
）

農
村
史
料
よ
り
み
た
代
官
江
川
氏
．
…
…
・
・

・
・
：
…
…
・
…
…
…
・
…
大
野
瑞
男
・
・
・
七
（
５
）

問
題
点
…
・
…
．
．
…
三
（
週
）

同
口
同
…
…
…
…
…
…
四
（
喝
）

同
国
史
料
整
理
状
況
と

そ
の
問
題
点
…
…
五
（
皿
）

同
四
利
用
と
管
理
に
つ

い
て
…
・
…
…
・
…
・
七
（
皿
）

所
在
鯛
査

近
世
史
料
の
所
在
調
査
ｌ
実
績
と
今
後
の

問
題
．
．
…
：
…
．
．
…
．
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
五
（
ｕ
）

大
名
家
文
書
の
所
在
調
査
Ｉ
報
告
そ
の
１
．

２
．
３
…
．
．
…
・
第
一
史
料
室
…
一
○
・
一
二
・
一
五

文
部
省
史
料
館
に
お
け
る
近
世
史
料
目
録

の
調
査
に
つ
い
て
．
．
…
…
・
…
鈴
木
寿
…
一
二
（
３
）

福
井
県
下
の
古
文
書
所
在
調
査
．
．
…
…
．

．
…
…
…
…
…
…
・
・
舟
沢
茂
樹
…
一
六
（
５
）

研
究
報
告

近
世
城
下
町
の
成
立
と
展
開
ｌ
川
越
を
素

材
に
！
．
．
…
…
・
…
…
．
．
…
…
大
野
瑞
男
…
三
（
３
）

家
族
史
の
諸
問
題
：
。
…
：
．
…
大
給
近
達
…
三
〈
５
）

二
つ
の
農
家
家
法
に
つ
い
て
：
・
原
島
陽
一
…
四
（
９
）

商
家
年
中
行
事
の
構
成
…
中
村
俊
亀
智
・
・
・
四
（
ｕ
）

甲
州
の
村
方
文
書
に
つ
い
て
…
藤
村
潤
一
郎
…
五
（
２
）

近
世
後
期
に
お
け
る
一
万
石
大
名
領
陣
屋

町
の
経
済
的
機
能
ｌ
越
後
糸
魚
川
町
の
場

合
１
．
．
…
．
：
．
：
…
…
：
．
…
鶴
岡
実
技
子
…
五
（
３
）

天
領
の
研
究
に
つ
い
て
…
…
…
鈴
木
寿
…
六
（
３
）

生
活
用
具
の
形
態
学
㈲
せ
な
か
あ
て
・
口

編
み
か
ご
・
日
箕
・
囚
灌
・
国
バ
ラ
・
㈲

か
さ
・
㈲
背
負
梯
子
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
中
村
俊
亀
智
…
六
’
一
二
（
頁
略
）

「
ト
タ
ン
」
考
…
…
…
…
藤
村
潤
一
郎
…
七
（
６
）

持
寄
旦
那
寺
に
つ
い
て
…
…
浅
井
潤
子
…
八
（
４
）

豆
州
内
浦
史
料
に
お
け
る
京
銭
…
…
…
…

．
…
…
…
…
…
…
…
・
・
榎
本
宗
次
…
八
（
５
）

公
銀
貸
付
と
大
坂
「
融
通
組
合
」

．
…
…
…
…
…
．
：
：
鶴
岡
実
枝
子
…
八
（
６
）

川
柳
と
飛
脚
問
屋
十
七
屋
：
藤
村
潤
一
郎
…
八
（
８
）

歴
史
と
文
学
と
…
…
…
…
…
…
鈴
木
寿
…
九
（
ｕ
）

俗
流
管
理
舗
上
・
中
・
下
…
…
．
．
…
…
…
．

。
…
・
・
中
村
俊
亀
智
…
一
三
・
一
四
・
一
五

史
料
紹
介

代
官
手
代
の
不
正
調
査
ｌ
「
内
糺
御
用
留
」

よ
り
ｌ
…
：
…
…
…
…
…
…
原
島
陽
一
…
五
（
８
）

維
新
政
治
史
関
係
史
料
ノ
ー
ト
ー
所
蔵
史

料
か
ら
！
…
・
…
…
…
…
・
…
鎌
田
永
吉
…
六
（
６
）

津
軽
藩
の
国
替
騒
ぎ
…
…
…
浅
井
潤
子
…
六
（
ｕ
）

検
見
役
人
の
収
賄
…
…
…
…
浅
井
潤
子
…
七
Ｅ
）

天
詠
組
罷
り
通
る
…
…
…
…
…
鈴
木
寿
…
八
（
３
）

明
治
十
年
代
山
梨
県
経
済
動
向
に
つ
い
て

の
一
答
申
…
…
…
…
…
…
藤
村
潤
一
郎
…
九
面
）

京
都
弐
拾
軒
組
と
江
州
布
飛
脚
・
・
・
…
…
…

…
…
…
．
：
…
…
藤
村
潤
一
郎
…
一
○
（
吃
）

情
報

近
世
史
料
の
整
理
に
つ
い
て
ｌ
公
共
図
書

館
研
究
集
会
（
整
理
部
門
）
に
出
講
し
て

！
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
・
一
（
４
）

地
方
行
政
資
料
の
整
理
に
つ
い
て
Ｉ
全
国

公
共
図
轡
館
研
究
集
会
に
参
加
し
て
．
…
：
二
（
３
）

日
本
の
文
書
館
制
度
に
つ
い
て
ｉ
全
国
公

共
図
書
館
研
究
集
会
参
加
記
ｌ
大
野
瑞
男
・
・
三
（
Ｍ
）

壬
申
戸
籍
の
保
存
・
利
用
問
題
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
大
野
瑞
男
…
九
（
お
）

東
京
都
公
文
書
館
…
・
…
…
・
…
：
．
…
・
…
…
九
（
灯
）

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
…
…
…
…
．
…
：
九
（
肥
）

財
団
法
人
三
井
文
庫
…
…
…
…
…
…
…
一
○
（
９
）

埼
玉
県
立
図
書
館
文
書
館
…
…
…
…
…
一
○
（
９
）

歴
史
資
料
保
存
法
の
制
定
に
つ
い
て
の
学

術
会
議
の
勧
告
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
一
○
（
、
）

’
し
１
１
１
１
１

史
料
の
複
写
・
貸
出
に
つ
い
て
。
…
・
・
…
…
二
（
２
）

「
史
料
館
の
内
部
組
織
等
に
関
す
る
規
程
」

の
制
定
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
・
七
（
画
）

戸
越
の
今
昔
．
．
…
…
…
…
．
…
浅
井
潤
子
…
九
（
喝
）

史
料
館
の
所
在
沿
革
㈲
・
口
・
臼
・
四
…

。
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
Ｈ
…
九
ｌ
一
二

山
口
県
文
諜
館
の
当
面
す
る
二
・
三
の

問
題
：
：
…
：
…
…
…
…
：
広
田
暢
久
：
・
二
（
吃
）

北
海
道
行
政
資
料
室
の
現
状
と
当
面
の

問
題
点
．
…
…
北
海
道
行
政
資
料
室
…
一
二
（
肥
）

仮
標
題
…
・
…
…
・
…
・
…
久
保
田
広
司
・
・
・
一
二
（
ｕ
）

史
料
収
集
の
中
で
…
…
…
小
林
利
久
．
：
一
二
（
皿
）

郷
土
資
料
室
の
在
り
方
…
長
光
徳
和
・
一
三
（
吃
）

沖
繩
県
立
史
料
館
（
仮
称
）
設
立
の
動
き
…

．
…
…
．
．
…
…
…
名
嘉
正
八
郎
．
・
・
一
三
（
Ｂ
）

「
北
上
市
史
」
編
集
・
刊
行
上
の
特
徴
．
：

・
・
…
…
…
…
・
…
…
斎
藤
尚
已
…
一
三
（
瞳
）

京
都
府
総
合
資
料
館
の
現
状
と
当
面
の

問
題
．
．
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
’
四
（
週
）

古
文
書
の
活
字
化
．
．
…
…
・
猪
井
達
雄
．
：
一
四
（
ｕ
）

長
崎
県
の
郷
土
資
料
…
…
…
石
田
保
…
一
四
面
）

市
町
村
公
文
書
の
所
在
調
査
…
．
．
：
．
…
…
．

…
…
…
…
・
…
・
・
東
別
府
盛
雄
…
一
五
（
蛆
）

財
団
法
人
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
歴
史
資

料
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
誉
田
宏
…
一
五
（
ｕ
）

「
地
方
史
静
岡
」
の
刊
行
…
朝
比
奈
豪
…
一
五
（
吃
）

地
方
に
お
け
る
研
究
活
動
の
組
織
化
．
．
・
・
・
．

…
…
…
…
…
…
…
井
口
昌
保
．
・
・
一
五
（
吃
）

大
量
資
料
段
階
の
資
料
館
・
博
物
館
建
築

．
…
…
．
…
…
…
…
・
…
…
中
村
俊
亀
智
…
一
六
（
７
）

茨
城
県
歴
史
館
建
設
の
現
況
…
．
．
…
…
・
…

…
…
…
…
…
…
…
川
上
宏
昭
…
一
六
（
、
）

多
久
市
立
図
書
館
管
理
の
歴
史
資
料
の
現

状
と
問
題
…
・
…
…
…
…
・
…
・
細
川
章
…
一
六
（
胆
）

古
文
書
類
の
蒐
集
…
…
…
…
桜
木
保
…
一
六
（
理
）

＊
新
収
史
料
紹
介
・
業
報
等
の
定
例
記
事
は
省
略

－ 1 5－

0



○
昭
和
四
六
年
度
事
業
（
そ
の
三
）

一
、
史
料
の
収
集

山
梨
県
山
梨
市
下
井
尻
区
有
文
書
の
寄
託
を

受
け
た
ほ
か
、
蝦
夷
松
前
松
前
家
文
書
・
下
野

国
黒
羽
大
関
家
文
書
・
上
野
国
館
林
秋
元
家
文

書
等
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
を
行
な
っ
た
。

（
詳
細
ニ
ペ
ｌ
ジ
新
収
史
料
紹
介
日
参
照
）

二
、
定
期
刊
行
物
の
発
行

１
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
四
集

常
陸
国
行
方
郡
牛
堀
村
須
田
家
文
書
目
録

総
計
約
三
、
二
○
○
点
を
収
録

２
同
第
加
集

伊
予
国
伊
予
郡
上
野
村
玉
井
家
文
書
目
録

総
計
約
三
、
一
五
○
点
を
収
録

３
『
史
料
館
所
蔵
民
族
資
料
図
版
目
録
』

第
五
巻
日
本
篇
（
生
活
用
具
Ⅳ
）

笠
・
草
履
を
収
録

４
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
五
号

収
録
論
文
は
次
の
と
お
り

近
世
初
期
銀
貨
考
１
１
リ
チ
ャ
ー
ド
・

コ
ッ
ク
ス
日
記
を
中
心
に
ｌ

榎
本
宗
次

近
世
米
穀
取
引
市
場
と
し
て
の
大
津

付
、
湖
東
農
村
商
人
の
相
場
表
の
紹
介
ロ

鶴
岡
実
枝
子

江
戸
六
組
飛
脚
屋
仲
間
に
つ
い
て

藤
村
潤
一
郎

幕
末
期
の
質
屋
史
料
ｌ
ｌ
出
雲
国
大
原
郡
大

事
討

○
人
事
異
動

昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
退
職

館
長
小
和
田
武
紀

昭
和
四
一
年
二
月
一
六
日
付
け
で
文
部
省
初

等
中
等
教
育
局
主
任
視
学
官
よ
り
初
代
専
任
館

長
に
任
命
、
在
職
五
年
一
○
か
月
余
で
こ
の
た

び
退
職
。
本
年
四
月
新
設
の
八
戸
工
業
大
学
長

○
史
料
の
貸
付

⑪
中
日
新
聞
社
主
催
「
琉
球
文
化
展
」
（
四
六

年
一
二
月
二
五
日
～
四
七
年
一
月
二
○
日
）

に
琉
球
陶
器
な
ど
一
八
点
。

②
北
海
道
開
拓
記
念
館
主
催
「
北
方
民
族
展
」

（
四
六
年
一
二
月
一
八
日
～
四
七
年
三
月
九

日
）
に
樺
太
ア
イ
ヌ
の
木
製
し
ゃ
も
じ
。

③
大
阪
市
立
博
物
館
主
催
「
沖
繩
の
歴
史
展
」

（
四
七
年
三
月
五
日
～
五
月
一
五
日
）
に
触

竜
船
模
型
な
ど
四
五
点
．

側
衆
議
院
憲
政
記
念
館
主
催
「
開
館
記
念
特
別

展
」
（
四
七
年
三
月
一
三
日
～
四
月
一
七
且

に
版
籍
奉
還
御
沙
汰
書
な
ど
三
点
。

東
町
大
坂
屋
「
質
留
牒
」
ｌ

原
島
陽
一

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

１
１
幕
府
財
政
史
料
の
類
型
論
序
説
Ｉ
ｌ

大
野
瑞
男

鋤
の
諸
形
態
１
１
や
、
用
具
論
的
に
ｌ

中
村
俊
亀
智

５
『
文
部
省
史
料
館
報
』
第
一
六
号

〈

○
評
議
員
会

昭
和
四
六
年
一
二
月
二
八
日
・
四
七
年
一
月

二
七
日
お
よ
び
三
月
一
六
日
、
来
年
度
予
算
政

府
原
案
な
ら
び
に
当
館
の
改
組
等
の
問
題
を
中

心
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。

Ｏ
文
部
省
史
料
館
評
蟻
員
（
新
任
任
期
Ｉ
昭

和
四
七
年
一
月
二
○
日
～
四
八
年
二
月
三
○

日
）
小
和
田
武
紀
（
前
館
長
）

に
就
任
予
｛
再

昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
任
命

館
長
事
務
取
扱

大
学
学
術
局
情
報
図
書
館
課
長
古
市
正
俊

一
、
第
一
会
場
（
西
日
本
地
区
）
福
岡
市

期
日
一
○
月
二
日
㈲
１
七
日
出

二
、
第
二
会
場
（
東
日
本
地
区
）
東
京
都

期
日
一
○
月
一
六
日
㈲
～
二
一
日
出

な
お
講
習
内
容
・
会
場
・
申
込
方
法
な
ど

に
つ
い
て
は
、
大
学
・
地
方
公
共
団
体
な

ど
を
通
じ
て
、
お
っ
て
連
絡
さ
れ
る
。

閲
覧
業
務
停
止
の
お
知
ら
せ

書
庫
内
煉
蒸
の
実
施
に
と
も
な
い
、
左
記
の

期
間
の
閲
覧
業
務
を
停
止
す
る
予
定
で
す
の

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

五
月
二
六
日
錨
か
ら
同
三
○
日
㈹
ま
で

第
十
八
回
（
昭
和

担
当
職
員
講
習
会
の
実
施
予
定
に
つ
い
て

1

四
七
年
度
）
近
世
史
料

〃
９
８
１
、

◇
前
号
の
彙
報
に
お
い
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
し

た
よ
う
に
、
昭
和
四
十
七
年
度
予
算
案
政
府

原
案
お
よ
び
関
係
法
案
が
成
立
し
た
さ
い
は

当
館
は
同
一
敷
地
内
に
新
設
の
国
文
学
研
究

資
料
館
に
付
置
さ
れ
る
予
定
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
「
文
部
省
史
料
館
報
」
も
本
号
を

も
っ
て
終
る
予
定
で
す
の
で
、
当
館
既
刊
の

目
録
と
館
報
の
総
目
次
を
掲
載
し
ま
し
た
。

◇
歴
史
資
料
保
存
利
用
に
関
し
て
現
段
階
に
お

い
て
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
林
英
夫

氏
に
忌
悦
の
な
い
御
意
見
を
寄
稿
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
各
地
の
動
向
を
い
ろ
い

ろ
と
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
執
筆

の
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
当
館
が
改
組
さ
れ
て
も
諸
事
業
は
全
て
継
承

し
て
い
く
予
定
で
す
。
館
報
も
装
い
を
新
た

に
し
ま
す
の
で
御
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
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