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{主事室

新しい震房

1
1
?
h
q
u
凋
斗

F
D
F
O

ボ
リ
ビ
ア
南
関
部
の
ア
ル
テ
ィ
ブ
ラ
ノ
、
標
高
三
六

O
O
m
あ
ま
り
の
高
所
に
ふ
た
つ
の
巨

大
な
塩
湖
、
コ
イ
パ
サ
湖
と
ウ
ユ
ニ
湖
が
あ
る
。
聡
史
的
に
は
、
か
つ
て
の
湖
の
跡
に
周
囲
の

山
々
か
ら
の
流
水
が
溜
ま
り
、
や
が
て
水
分
の
蒸
発
と
と
も
に
次
第
に
塩
分
濃
度
が
高
く
な
り
、

場
の
結
晶
が
生
じ
、
一
二

O
×
八

O
M
の
広
大
な
塩
湖
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
塩
槻
の

周
縁
に
も
イ
ン
デ
ィ
オ
の
集
落
が
あ
る
が
、
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
住
居
を
つ
く
る
の
が
チ
パ
ヤ

族
で
あ
る
。
チ
パ
ヤ
族
は
現
在
一

0
0
0人
あ
ま
り
の
小
部
族
で
コ
イ
パ
サ
湖
の
北
端
部
に
住

ん
で
い
る
。
そ
の
一
市
削
減
は
ケ
チ
ュ
ア
や
ア
イ
マ
ラ
語
と
は
全
く
異
な
り
、
そ
の
風
俗
・
習
慣
も

独
特
で
、
一
説
に
よ
る
と
チ
チ
カ
カ
湖
に
そ
の
起
源
を
発
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彼
ら
の
ぼ
住
地
は
、
塩
が
地
上
に
噴
き
出
し
、
一
一
印
霜
を
覆
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
荒
燕

地
で
あ
る
。
塩
分
濃
度
が
古
川
い
た
め
に
、
草
木
は
全
く
脊
た
な
い
。
し
か
し
、
チ
ャ
ン
パ
と
呼
ば

れ
る
葉
が
腕
状
に
退
化
し
た
芝
生
は
生
育
可
能
で
、
荒
れ
果
て
た
大
池
会
覆
っ
て
い
る
。
こ
の

芝
生
に
ス
コ
ッ
プ
で
切
れ
討
を
入
れ
、
問
。
×
六

O
叩
く
ら
い
の
大
き
さ
に
掬
い
と
り
乾
慢
さ

せ
る
と
日
乾
し
煉
瓦
状
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
出
来
上
が
る
が
、
こ
の
ソ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
る
芝
生
ブ

ロ
ッ
ク
が
彼
ら
の
建
築
材
料
で
あ
る
。
芝
生
の
下
の
土
は
泥
炭
化
し
様
め
て
脆
い
が
、
芝
の
担

が
ち
ょ
う
ど
土
壁
の
ス
サ
の
役
目
を
果
た
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
崩
壊
す
る
の
を
防
い
で
い
る
。
こ

の
芝
生
ブ
ロ
ッ
ク
を
円
筒
状
に
積
み
上
げ
て
住
居
は
造
ら
れ
る
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
む
際
に
、

芝
生
の
生
え
て
い
る
国
が
下
向
き
に
な
る
よ
う
に
積
み
上
げ
て
ゆ
く
。
住
棟
の
形
式
に
は
ふ
た

通
り
あ
る
。
ひ
と
つ
は
円
錐
形
に
ソ
ヴ
ド
を
積
み
重
ね
た
も
の
で
、
ブ
ト
ゥ
ク
と
呼
ば
れ
、
い

ま
ひ
と
つ
は
円
前
状
に
ソ
ッ
ド
を
積
ん
だ
土
援
の
上
に
草
葺
き
の
屋
躍
を
持
つ
も
の
で
、
ワ
リ

チ
ャ
と
呼
ば
れ
る
。
ワ
リ
チ
ャ
の
屋
根
は
、
悲
を
束
ね
た
フ
レ
ー
ム
を
網
沼
状
に
編
み
そ
の
上

に
土
を
載
せ
、
更
に
そ
の
上
を
細
い
草
で
葺
い
て
あ
る
。
プ
ト
ゥ
ク
は
蹄
一
房
に
、
ま
た
ワ
リ
チ
ャ

は
寝
室
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
チ
パ
ヤ
族
の
生
業
は
リ
ャ
マ
や
学
の
放
牧
と
キ
ノ
ア
と

呼
ば
れ
る
塩
分
に
強
い
穀
物
の
栽
培
で
、
極
め
て
貧
し
い
。

土
壁
の
家
は
断
熱
性
に
侭
隠
れ
、
瓦
涼
し
く
冬
峻
か
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
冬
季
に
こ
の
住

居
に
宿
泊
し
て
み
る
と
、
芝
生
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
か
ら
の
隙
間
風
が
凄
ま
じ
く
、
室
内
は
す
ぐ
に

氷
点
下
に
凍
て
つ
く
。
荒
涼
と
し
た
地
の
果
て
に
住
む
彼
ら
の
社
会
は
、
当
校
一
な
が
ら
極
め
て

閉
鎖
的
で
か
つ
排
他
的
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
端
を
体
感
で
き
た
一
夜
で
あ
っ
た
。

ドiJE

ふ
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ら
/
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バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
住

1

1

1

高
齢
侶
対
応
の
ゆ
く
え

4む

高
齢
化
社
会
の
進
展
に
伴
い
、
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
!
化
へ
の
取
り
組
み
が
進
ん
で
い

る
。
ひ
と
ま
ず
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

バ
リ
ア
フ
リ
!
と
は
、
身
障
者
も
高
齢
者
も
、
普
通
の
人
と
同
じ
よ
う
に
、
障
壁
(
バ

リ
ア
)
を
感
じ
る
こ
と
な
く
自
由
に
暮
ら
せ
る
こ
と
を
い
う
。
バ
リ
ア
に
は
、
人
間
関
係

や
就
職
に
ま
つ
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
住
宅
で
主
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
中
で
も
、

物
的
な
バ
リ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。

床
に
段
差
が
あ
れ
ば
車
椅
子
で
は
動
け
な
い
。
子
す
り
が
な
け
れ
ば
、
お
年
寄
り
が
動

く
の
に
不
自
由
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
配
慮
し
た
住
ま
い
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

年
を
と
っ
て
も
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
し
、
家
族
の

手
助
け
も
最
小
限
で
す
む
。
そ
う
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
病
院
行
き
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

長
い
間
、
自
宅
で
過
ご
せ
る
だ
ろ
う
。
国
に
と
っ
て
も
、
そ
の
方
が
、
医
療
費
負
担
等
を

軽
減
す
る
。
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
も
、
公
共
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
だ
か

ら
、
バ
リ
ア
フ
リ
l
化
は
重
要
だ
。
こ
の
よ
う
な
理
屈
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
住

宅
の
設
計
は
そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
。

バ
ラ
ン
ス
の
判
断

す
べ
て
の
建
築
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
一
一

l
ズ
を
総
合
し
て
、
は
じ
め
て
デ
ザ
イ
ン
が
決
ま

る
。
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
は
、
一
つ
の
側
面
か
ら
の
要
求
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
そ
れ
を
第

一
に
し
て
住
宅
建
築
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
が
妥
当
か
ど
う
か
。
異
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

車
椅
子
利
用
者
の
住
宅
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
に
迷
う

あ
ら
ゆ
る
工
夫
を
し
て
、
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
を
進
め
る
こ
と
が
大
切
だ
。

問
題
は
、
一
般
の
高
齢
者
住
宅
の
場
合
で
あ
る
。

特
に
、
欧
米
と
異
な
る
日
本
の
住
文
化
の
中
で
は
、
床
の
段
差
解
消
や
手
す
り
の
設
置

が
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
と
矛
躍
し
や
す
い
。
そ
れ
故
、
バ
リ
ア
フ
リ
!
設
計
の
方
向

も
当
然
異
な
る
は
ず
だ
。
わ
が
国
で
高
齢
化
対
応
が
定
着
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ

う
な
文
化
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

床
上
の
文
佑
と
土
閣
の
文
也

欧
米
と
の
違
い
の
一
つ
は
、
靴
を
脱
い
で
床
に
上
が
る
こ
と
だ
。
床
上
の
文
化
で
は
、

玄
関
部
分
の
段
差
、
立
っ
て
歩
く
場
所
と
座
る
場
所
の
段
差
が
演
出
さ
れ
る
。
欧
米
の
土

間
文
化
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
l
デ
ザ
イ
ン
が
、
床

l
土
聞
の
段
差
解
消
に
力
点
を
置
く

の
は
分
か
り
ゃ
す
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
腰
掛
け
る
高
さ
に
着
思
し
た
段
差
の
積

極
活
用
な
ど
、
床
上
文
化
な
り
の
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
適
否
が
、

床
上
文
化
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ

i
設
計
の
定
着
を
左
右
す
る
だ
ろ
う
。

柱
の
文
佑
と
患
の
文
佑

第
二
の
違
い
は
、
同
時
点
い
壁
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
手
す
り
の
設
置

に
関
わ
る
。
多
く
の
住
ま
い
は
、
柱
と
襖
に
よ
る
開
放
的
な
構
成
を
と
っ
て
お
り
、

り
を
設
置
す
る
と
し
て
も
、
風
呂
場
、
便
所
、
階
段
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
判
断
だ
ろ
う
。

こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、

い
ざ
、

部手
屋す

警



か
ら
部
屋
に
移
動
の
た
め
に
予
す
り
が
欲
し
い
と
な
っ
て
も
、
襖
だ
ら
け
で
、
簡
単
に
付

け
ら
れ
る
場
所
が
な
い
。
で
は
、
壁
を
増
や
す
べ
き
か
。

高
橋
賎
志
教
授
は
、
我
々
は
、
手
す
り
の
概
念
に
縛
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
。
手
す

り
の
機
能
は
、
っ
か
ま
っ
て
歩
く
も
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
家
具
の
縁
を
う
ま
く
デ
ザ
イ

ン
し
た
「
手
す
り
」
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
開
放
的
な
部
屋
を
、
家
具
で
う
ま
く
構
成
し
て

住
む
と
い
う
知
恵
を
生
か
し
て
、
子
す
り
を
家
具
や
道
具
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
、
も
っ

と
試
み
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

工
法
と
バ
リ
ア
フ
リ

i

雨
や
湿
気
の
多
い
日
本
家
屋
の
設
計
で
は
、
雨
仕
組
舛
や
水
処
理
が
重
視
さ
れ
る
。
室
内

と
ベ
ラ
ン
ダ
の
段
差
、
風
呂
と
脱
衣
室
の
段
差
に
は
、
こ
の
よ
う
な
水
処
理
の
意
味
が
強

い
。
こ
の
段
差
を
解
消
す
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
水
処
理
が
考
案
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
性
能
は
十
分
だ
ろ
う
か
。
軒
下
の
広
さ
や
、
風
呂
の
洗
い
場
の
広
さ
が
十
分
に

あ
れ
ば
よ
い
が
、
狭
い
住
宅
で
は
、
段
差
に
よ
る
水
処
理
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合

も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
、
段
差
が
あ
っ
て
も
、
お
年
寄
り
に
や
さ
し
い
空
間
づ
く
り
を
、

も
っ
と
考
案
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

同
様
な
矛
盾
は
、
集
合
住
宅
で
も
あ
る
。
風
呂
場
の
段
差
解
消
の
た
め
に
、
そ
の
部
分

の
ス
ラ
ブ
(
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
)
を
下
げ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
う
ま
い
解
決
だ
。

し
か
し
、
こ
れ
が
将
米
の
用
途
変
更
や
り
フ
ォ
!
ム
へ
の
制
約
に
な
る
可
能
性
は
な
い
か
。

本
来
は
、
変
形
ス
ラ
ブ
で
は
な
く
、
階
高
の
全
体
を
す
向
く
し
、
内
装
設
計
の
自
由
度
を
増

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
実
現
し
て
い
く
方
向
が
望
ま
し
い
。
緊
急
の
バ
リ

ア
フ
リ

l
化
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
長
期
的
な
住
宅
ス
ケ
ル
ト
ン
(
骨
格
部
分
)
の
形
態
と
し

て
何
が
よ
い
か
が
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
危
倶
が
あ
る
。

広
さ
と
階
高
と
い
う
基
本
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
バ
リ
ア
フ
リ
l
化
も
工
法
等
と
矛

盾
す
る
こ
と
は
少
な
そ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
他
の
要
求
と
矛
盾
の
少

な
い
バ
リ
ア
フ
リ

l
設
計
の
あ
り
方
を
も
っ
と
考
案
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

開
放
性
の
良
さ

バ
リ
ア
フ
リ

i
設
計
の
対
象
は
、
段
差
や
手
す
り
だ
け
で
は
な
い
。
収
納
や
設
備
の
使

い
勝
手
は
も
と
よ
り
、
間
取
り
の
構
成
そ
の
も
の
に
も
及
ぶ
。
寝
室
の
位
霞
、
便
所
と
の

関
係
、
動
線
の
と
り
方
、
さ
ら
に
は
戸
外
と
の
つ
な
が
り
も
重
要
だ
。

こ
れ
に
関
し
て
、
襖
で
つ
な
が
る
開
放
的
な
間
取
り
が
、
家
族
ど
う
し
が
気
配
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
り
、
近
隣
社
会
と
触
れ
あ
い
や
す
い
と
い
う
点
で
、
高
齢
者
の
住
ま
い

と
し
て
良
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
良
さ
を
積
極
的
に
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
も
、
住
文
化

と
の
調
和
の
大
切
な
課
題
だ
。

将
来
の
車
椅
子
利
用
へ
の
配
慮

現
に
車
椅
子
利
用
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
ニ

l
ズ
に
従
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
。
悩

ま
し
い
の
は
、
将
来
の
高
齢
化
へ
の
配
慮
と
し
て
、
車
椅
子
利
用
ま
で
を
想
定
す
る
必
要

が
あ
る
か
ど
う
か
だ
。
特
に
、
車
椅
子
対
応
と
な
る
と
、
玄
関
の
段
差
に
み
る
よ
う
に
、

住
文
化
や
工
法
と
の
矛
盾
が
大
き
く
な
る
た
め
悩
み
ど
こ
ろ
に
な
る
。

三
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
一
番
目
は
、
卒
椅
子
利
用
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
。
二
番
目

は
、
必
要
に
な
っ
た
ら
そ
の
時
点
で
住
宅
改
造
を
す
れ
ば
よ
い
と
し
、
簡
単
な
配
慮
で
す

ま
せ
る
こ
と
。
一
一
一
番
目
は
、
車
椅
子
利
用
に
な
っ
た
ら
、
よ
り
機
能
的
な
住
宅
に
引
っ
越

せ
ば
よ
い
と
気
楽
に
考
え
る
こ
と
。

ど
れ
が
よ
い
か
は
、
建
築
主
の
資
金
力
や
住
宅
の
広
さ
、
お
よ
ぴ
引
っ
越
し
へ
の
抵
抗

感
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
判
断
が
成
熟
す
る
こ
と
が
、
車
椅
子
対
応
の
将
来
を
左
右

す
る
だ
ろ
う
。

公
的
基
準
の
問
題
①
高
齢
者
住
宅
と
…
般
住
宅

既
に
お
年
寄
り
が
い
る
住
ま
い
で
は
、
当
然
、
バ
リ
ア
フ
リ

i
に
配
慮
し
た
い
。
し
か

し
、
誰
も
が
高
齢
化
す
る
と
い
う
理
由
で
、
「
一
般
住
宅
」
の
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
を
当
然
と

み
な
す
風
潮
は
ど
う
か
。

例
え
ば
、
一
時
、
床
を
掘
り
込
む
ス
テ
ッ
プ
ダ
ウ
ン
リ
ビ
ン
グ
が
流
行
っ
た
が
、
最
近

は
、
高
齢
化
対
応
の
か
け
声
の
中
で
、
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
幼
児
期
に
お

け
る
空
間
体
験
が
、
感
性
の
豊
か
な
子
供
を
育
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
証
明
で

き
な
い
。
し
か
し
、
証
明
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
切
り
落
と
す
の
は
賢
明
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
バ
リ
ア
フ
リ
!
化
に
よ
り
失
う
も
の
が
な
い
か
ど
う
か
丁
寧
に
検
証
し

た
い
。
逆
に
、
失
う
も
の
が
な
い
よ
う
に
バ
リ
ア
フ
リ
l
設
計
そ
の
も
の
を
工
夫
し
て
い

く
こ
と
も
大
切
だ
ろ
う
。



ま
た
、
基
盤
と
表
層
と
い
う
概
念
も
重
要
だ
。
つ
ま
り
、
内
装
(
表
層
)

ム
は
比
較
的
短
期
間
で
行
な
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
一
般
住
宅
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、

表
層
部
分
の
バ
リ
ア
フ
リ

i
仕
様
を
あ
れ
こ
れ
言
う
の
で
は
な
く
、
簡
単
に
変
更
で
き
な

い
構
造
躯
体
(
ス
ケ
ル
ト
ン
)
に
つ
い
て
、
必
要
な
ら
ば
、
バ
リ
ア
フ
リ

i
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
余
裕
を
も
た
せ
て
お
く
こ
と
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
高
齢
者
住
宅
の
考
え
方
を
一
般
住
宅
に
持
ち
込
む
さ
い
は
、
慎
重
さ

が
必
要
だ
。

公
的
議
準
の
問
題
⑧
仕
様
規
定
と
性
能
規
定

建
設
省
や
自
治
体
の
指
導
は
、
床
の
段
差
解
消
や
手
す
り
の
設
置
な
ど
を
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
仕
様
規
定
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
形
態
を
決
め
て
い
る
方
式
だ
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
、
仕
様
ま
で
規
定
で
き
る
ほ
ど
、
議
論
が
熟
し
て
い
る
と
は

思
え
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
住
宅
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
設
計
さ

れ
る
。
そ
の
中
で
、
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
が
他
の
要
求
と
矛
宿
し
た
時
に
は
、
そ
の
解
決
手

段
は
一
様
で
は
な
い
。
子
す
り
の
設
置
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
る
。
床
の

段
差
解
消
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
が
あ
る
。

欧
米
に
お
け
る
土
聞
と
壁
の
文
化
の
中
で
は
、
床
の
段
差
解
消
と
手
す
り
の
設
置
は
、

他
の
要
求
と
の
矛
盾
が
少
な
い
。
そ
れ
故
、
基
準
と
し
て
も
取
り
入
れ
や
す
い
。

し
か
し
、
日
本
の
住
宅
の
中
で
は
、
こ
の
二
つ
の
項
目
は
、
住
文
化
や
工
法
等
と
抵
触

し
や
す
い
。
基
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
住
文
化
の
研
究
者
を
含
め
て
、
も
っ
と
検
討
す

べ
き
だ
ろ
う
。
現
段
階
で
は
、
「
高
齢
化
に
配
慮
す
る
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
性
能
規
定
で

十
分
だ
。
そ
の
下
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
試
み
る
こ
と
が
、
住
文
化
と
調
和
し
た
バ
リ

ア
フ
リ
l
設
計
の
定
着
に
欠
か
せ
な
い
。

根
本
に
あ
る
開
題
定
住
と
転
居

一
般
住
宅
を
含
め
た
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
は
、

いヲ令。

の
り
フ
ォ

l

在
宅
福
祉
の
整
備
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て

在
宅
福
祉
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
楽
観
と
悲
観
の
両
方
の
見
方
が
あ
る
。

し
か
し
、

日
本
の
よ
う
に
郊
外
に
住
居
が
広
く
ス
プ
ロ

l
ル
し
た
都
市
構
造
の
下
で
は
、
そ
の
全
て

の
場
所
で
、
満
足
で
き
る
在
宅
サ
i
ビ
ス
を
実
施
で
き
る
と
期
待
し
な
い
の
が
自
然
だ
。

さ
ら
に
、
庖
舗
や
病
院
な
ど
の
民
間
サ
!
ビ
ス
が
、
郊
外
部
ま
で
ま
ん
べ
ん
な
く
整
備
さ

れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
、
郊
外
部
で
は
、
住
宅
構
造
の
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
と
は
無
関
係
に
、
別
の
理
由

で
転
居
が
発
生
す
る
確
率
が
大
き
い
。
現
に
、
持
ち
家
一
戸
建
て
を
獲
得
し
た
も
の
の
、

定
年
後
に
な
っ
て
、
中
心
地
の
集
合
住
宅
に
住
み
替
え
た
い
と
い
う
ニ

l
ズ
が
顕
在
化
し

て
い
る
。
子
供
と
同
居
で
き
る
場
合
は
よ
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
家
の
維
持
管
理

が
大
変
、
防
犯
上
不
安
、
利
便
施
設
が
遠
い
、
近
隣
関
保
が
崩
壊
し
て
い
く
、
と
い
う
よ

う
な
理
由
で
転
居
を
希
望
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
に
今
住
ん
で
い
る
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
を
一
言
っ
て
も
、
住
み
続
け
る
と
い
う
前
提
条
件
が
整
わ
な
い
以
上
、
ピ
ン
と
こ
な
い

だ
ろ
う
。
よ
り
機
能
的
で
便
利
な
住
ま
い
に
住
み
替
え
ら
れ
る
配
慮
を
希
望
す

む
し
ろ
、

る
か
も
し
れ
な
い
。

バ
リ
ア
フ
リ

l
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
利
益
(
安
全
性
や
自
立
生
活
の
確
保
)

と
、
失
う
で
あ
ろ
う
利
益
(
住
文
化
に
起
因
す
る
工
法
上
の
無
理
等
)
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
は
、
こ
の
よ
う
に
、
立
地
や
子
供
と
の
伺
居
可
能
性
に
よ
っ
て
巽
な
る
。

家
づ
く
り
は
、
特
に
イ
ン
テ
リ
ア
に
つ
い
て
は
個
人
の
自
由
が
基
本
で
あ
る
。
そ
の
自

由
の
中
で
、
バ
リ
ア
フ
リ
i
化
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
仮
に
善
意

で
あ
れ
公
共
が
規
制
・
誘
導
す
る
に
は
、
相
当
の
信
頼
関
係
が
必
要
だ
。
将
来
の
在
宅
福

祉
の
確
立
へ
の
信
頼
感
な
く
し
て
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
基
準
化
は
、
単
な
る
規
制
強
化

と
と
ら
れ
で
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

*
 

バ
リ
ア
フ
リ
!
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
個
別
の
設
計
か
ら
公
的
基
準
ま
で
、

れ
だ
け
の
論
点
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
議
論
を
促
す
た
め
に
、
あ
え
て
疑
問
を
中
心
に
ま

と
め
て
み
た
。
こ
れ
を
機
会
に
、
異
な
る
分
野
の
研
究
者
ど
う
し
で
、
十
分
に
議
論
が
尽

く
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

さ
て
、

、，
'-



最
近
、
お
年
寄
り
に
や
さ
し
い
住
ま
い
づ
く
り
が

普
及
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
の
住
文
化
と

の
調
和
を
ど
の
よ
う
に
図
る
か
に
つ
い
て
疑
問
も
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
床
の
段
差
解
消
は
、
靴

を
脱
い
で
床
に
上
が
る
と
い
う
文
化
と
ど
う
認
和
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
バ
リ
ア
フ
リ

l
化
は
、

住
ま
い
の
デ
ザ
イ
ン
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
自
由
に
議
論
し

て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
趣
旨
で
す
。

講
師
の
冊
仰
木
先
生
は
、
実
際
に
高
齢
者
の
住
宅
改

造
を
た
く
さ
ん
手
掛
け
て
お
ら
れ
、
具
体
的
な
設
計

を
通
し
た
お
話
を
、
在
塚
先
生
は
、
「
老
人
・
家
族
・

住
ま
い
」
と
い
う
本
を
警
か
れ
、
ま
た
公
共
団
体
の

委
員
を
さ
れ
る
機
会
も
多
い
方
で
す
の
で
、
バ
リ
ア

フ
リ
j
関
連
の
規
制
に
つ
い
て
の
ご
意
見
な
ど
を
伺

い
た
い
と
息
い
ま
す
。

パ!
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な
ん
の
た
め
の
パ
日
ノ
ア
フ
日
ノ
ー
か

一
律
な
基
準
也
で
は
な
く
、
工
夫
し
な
が
ら
の
成
熟
に
期
待

'
一
色
塚
礼
子

私
が
、
「
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
住
文
化
」
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
感
じ
た
の
は
、
二

O
年

ほ
ど
前
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ハ
!
と
い
う
建
築
家
が
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
で
設
計
し
た
老
年
セ
ン
タ
ー
を
見
た
と
き
で
す
。
こ
の
施
設
の
中
央
に
皆
が
集
ま
る

共
用
空
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
座
っ
て
い
る
方
が
た
を
み
ま
し
た
ら
、
あ
る
方
は
い
す
で
、

ま
た
あ
る
方
は
率
い
す
な
の
で
す
が
、
同
じ
デ
ザ
イ
ン
な
ん
で
す
。
赤
い
フ
レ
ー
ム
に
ペ

ー
ジ
ュ
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
地
で
、
車
い
す
が
溶
け
込
ん
で
い
る
。
い
す
式
の
住
宅
に
住
ん

で
い
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
て
い
い
な
、
で
も
日
本
で
は
む
ず
か
し
い
な
、
と
思
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
経
験
か
ら
、
住
文
化
と
バ
リ
ア
フ
リ
!
の
問
題
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

や
は
り
床
坐
か
い
す
坐
か
と
い
う
起
居
様
式
だ
と
思
い
ま
す
。

自
立
の
た
め
に

そ
の
話
を
す
る
前
に
、
「
な
ん
の
た
め
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
か
」
を
考
え
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
床
の
段
差
の
解
消
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

は
、
「
自
立
の
た
め
」
、
「
介
護
の
た
め
」
、
「
安
全
の
た
め
」
と
い
ろ
い
ろ
説
明
さ
れ
ま
す
。

そ
の
中
で
基
本
的
な
の
は
、
「
自
立
」
で
す
。
和
室
と
洋
室
の
開
の
段
差
を
な
く
す
と
い

う
意
味
は
、
自
立
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
畳
の
上
を
率
い
す
で
動
く
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
実
現

し
た
と
き
の
生
活
像
を
考
え
ず
に
、
段
差
を
な
く
そ
う
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。
足
が
弱
っ
て
く
る
と
、
い
す
坐
の
活
用
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

い
す
で
生
活
し
て
、
畳
も
楽
し
む
生
活
に
し
た
い
と
い
っ
た
と
き
に
、
そ
の
聞
を
フ
ラ
ッ

ト
に
す
る
の
は
、
む
し
ろ
使
い
に
く
い
。
い
す
の
高
さ
に
合
わ
せ
て
畳
を
置
く
と
か
、
工

夫
の
余
地
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
わ
け
で
す
。

安
全
の
た
め
に

一
方
の
「
安
全
」
に
つ
い
て
よ
く
使
う
統
計
資
料
に
、
厚
生
省
の
人
口
動
態
統
計
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
「
同
一
平
面
上
の
転
倒
」
と
い
う
の
が
、
数
年
前

ま
で
高
齢
者
が
住
宅
の
な
か
で
不
慮
の
事
故
で
亡
く
な
る
場
合
の
第
一
位
を
占
め
て
い
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
同
一
平
面
上
の
転
倒
」
の
原
因
が
、
床
の
段
差
で
あ
る
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
す
と
、
床
坐
の
生
活
で
は
、
と
か

く
床
の
上
が
混
乱
す
る
の
で
す
。
座
布
団
が
あ
っ
た
り
、
暖
房
機
器
の
コ

l
ド
が
あ
っ
た

り
、
使
っ
て
い
る
も
の
が
身
の
回
り
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
つ
ま
づ
く
。

そ
う
い
う
起
居
様
式
の
問
題
も
大
き
い
は
ず
な
ん
で
す
。

そ
れ
に
、
転
倒
は
最
近
減
っ
て
い
ま
す
。
か
わ
っ
て
第
一
位
に
な
っ
た
の
が
「
浴
槽
等

で
の
溺
死
」
で
す
。
こ
れ
が
増
加
す
る
理
自
は
、
私
が
解
釈
す
る
に
は
、
一
人
暮
ら
し
の

方
が
ふ
え
て
い
る
、
同
居
で
も
生
活
は
別
に
し
て
い
て
お
風
呂
が
別
と
か
、
お
風
呂
が
一

緒
だ
と
し
て
も
、
壁
が
多
く
な
っ
た
り
気
広
同
化
し
た
り
し
て
、
家
族
に
気
配
が
感
じ
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
住
宅
の
構
造
の
変
化
に
、
む
し
ろ
危
険
が
ひ

そ
ん
で
い
る
ん
だ
と
忠
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
老
後
の
住
ま
い
に
求
め
ら
れ
る
質
は
、
見

守
っ
た
り
見
守
ら
れ
た
り
で
き
る
と
か
、
さ
ら
に
は
、
将
来
の
変
化
に
対
応
で
き
る
ス
ペ

ー
ス
の
広
さ
と
い
う
も
の
が
基
本
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

和
室
と
い
す
坐
の
-
調
和
ー
ー
ー
藤
井
厚
ニ
の
聴
竹
居

そ
う
い
う
視
点
で
い
い
住
ま
い
だ
な
と
思
っ
た
の
が
、
古
い
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
藤

井
厚
二
の
「
聴
竹
居
」
で
す
。
藤
井
厚
ニ
は
、
い
す
坐
と
床
坐
の
調
和
を
デ
ザ
イ
ン
の
一

つ
の
テ
l
マ
と
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
非
常
に
ゆ
と
り
の
あ
る
、
二
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と

し
た
設
計
を
し
て
、
床
坐
と
い
す
坐
が
う
ま
く
調
和
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
空
気
が
流
動

す
る
開
放
的
な
ス
ペ
ー
ス
を
つ
く
っ
て
い
て
、
和
風
の
空
間
と
調
和
し
た
低
め
の
肘
掛
け



椅
子
が
置
い
て
あ
る
。
私
が
拝
見
し
た
と
き
に
は
、
杖
を
つ
い
て
歩
く
お
ば
あ
さ
ん
が
ひ

と
り
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
が
、
ゆ
っ
た
り
と
使
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
の
住
宅
で
は
、
公
私
の
空
間
を
分
離
す
る
こ
と
の
徹
底
が
家
族
の
関
係
を

規
定
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
が
、
「
聴
竹
居
」
を
み
る
と
、
公
私
の
空
間

の
ほ
ど
よ
い
重
な
り
を
感
じ
ま
す
。

答
え
は
一
つ
で
な
い

そ
う
い
う
の
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
答
え
は
一
つ
で
な
い
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
バ
リ
ア
フ
リ

i
を
実
現
す
る
と
き
に
、
基
準
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
る

こ
と
が
問
題
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
公
営
住
宅
で
、
ま
ず
最
初
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
ん
で

す
が
、
そ
れ
を
も
と
に
展
開
し
て
、
公
団
住
宅
で
も
そ
う
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
住
宅
金
融

公
庫
で
も
一
戸
建
て
住
宅
を
対
象
に
検
討
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
内

容
は
、
室
内
の
段
差
の
基
本
的
な
解
消
と
い
う
こ
と
で
す
。
玄
関
、
お
風
呂
場
、
バ
ル
コ

ニ
ー
は
努
力
義
務
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
と
は
、
全
部
平
ら
に
し
ま
し
ょ
う
と
。

ま
た
、
ト
イ
レ
と
お
風
呂
場
に
は
手
す
り
の
下
地
を
つ
け
て
お
く
の
と
、
共
用
階
段
に
は

予
す
り
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
後
さ
ら
に
条
件
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

間
円
以
も
含
め
て
平
ら
に
す
る
の
は
、
公
営
住
宅
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
よ
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
公
営
住
宅
は
住
戸
規
模
が
小
さ
い
で
す
か
ら
、
和
室
を
一
段
高
い
位
歪
に
つ
く
る
と

い
う
の
は
、
空
間
が
コ
セ
コ
セ
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
自
治
体
に
よ
っ
て
は
公
営
住
宅

だ
け
で
な
く
、
優
良
民
賃
制
度
な
ど
に
つ
い
て
も
高
齢
化
対
応
を
、
と
い
う
か
た
ち
で
や

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

一
九
七
二
、
三
年
ご
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
は
じ
め
て
み
た
高
齢
者
向
け
の
住
宅

に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
仏
壇
置
場
と
ト
イ
レ
に
手
す
り
。
そ
の
こ
つ
が
高
齢
者
向

け
の
配
慮
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
設
計
者
は
、
そ
の
地
方
の
老
人
の
生
活
の
特
徴
を
よ
く
つ

か
ん
で
、
高
齢
者
へ
の
配
慮
を
自
分
で
考
え
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
一
律
な
基
準
と
い
う

か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
く
る
人
、
っ
か
う
人
の
教
育
が
必
要

「
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
住
文
化
」
と
い
う
と
、
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
住
文
化
が
対
立
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
住
文
化
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
、
バ
リ
ア
フ

J;:n/e'il.;WJ.II!{ ~@竹伐の Rf;:長。在{二"主の llij、ギ[は食事議。
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リ
ー
を
う
ま
く
組
み
込
ん
だ
住
文
化
が
、
だ
ん
だ
ん
成
熟
し
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
工
夫
し
な
が
ら
生
ま
れ
て
い
く
も

の
で
す
。
だ
か
ら
、
基
準
で
や
る
と
い
う
の
は
、
手
っ
取
り
早
い
方
法
な
ん
で
す
が
、
あ

た
か
も
一
つ
の
答
え
が
正
し
い
か
の
よ
う
に
押
し
付
け
る
方
法
で
あ
り
、
段
差
や
手
す
り

と
い
っ
た
デ
ィ
テ

i
ル
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
!
の
実
現
で
い
い
と
い
う
ふ
う
に
伝
え
て
し
ま

う
や
り
方
で
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
答
え
の
可
能
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。
で
は
、
よ
り
長
い
も
の
を
生
む
方
法
は
何
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
つ
く
る
人

の
教
育
で
あ
り
、
使
う
人
の
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

住
文
化
と
し
て
の
取
り
組
み
が
大
事

で
も
、
「
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
住
文
化
」
と
い
う
の
は
、
日
本
だ
け
が
む
ず
か
し
い
の
で

は
な
く
て
、
い
す
式
の
生
活
を
し
て
い
る
国
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
最
近
わ
か
り
ま
し

日
本
の
生
活
措
様
式
を
生
か
し
た
設
計
は
、

パ
日
ノ
ア
フ
リ
ー
に
な
る

パ
リ
ア
フ
リ
!
と
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
対
応
は
別
も
の

自
然
に

梅
木
保
匡

「
バ
リ
ア
フ
リ

l
」
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
、
バ
リ
ア
フ
リ

i
住
宅
と
、
障
害
者
へ
の

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
対
応
住
宅
と
は
基
本
的
に
違
う
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
最
初

に
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
建
築
基
準
法
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
古

い
も
の
も
改
造
で
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
旧
市
街
に

ガ
ム
ラ
ス
タ
ー
ン
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
は
伝
統
建
築
の
ほ
う
を
優
先

さ
せ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
周
辺
の
古
い
建
物
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま

ま
保
存
す
る
価
値
が
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
使
い
勝
手
を
考
え
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
改
造
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
個
々
に
判
断
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

日
本
で
住
宅
が
変
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
み
て
い
る
と
、
す
ご
く
単
純
に
、
全
部
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
ュ
に
な
る
と
か
、
全
部
蛍
光
灯
に
な
る
と
か
、
一
面
的
に
変
わ
っ
て
、
い
ま

や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
そ
の
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
じ
っ
く

り
住
文
化
と
し
て
取
り
組
ん
で
、
本
当
に
い
い
か
た
ち
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
建
築
の
基
本
構
造

障
害
と
い
う
の
は
、
一
人
ひ
と
り
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
手
す
り
の
要
求
さ

れ
る
位
置
と
か
太
さ
、
形
状
も
一
人
ひ
と
り
違
う
。
手
す
り
だ
け
で
は
な
く
、
率
い
す
も

そ
う
で
す
。
サ
イ
ズ
が
違
う
し
、
子
で
こ
ぐ
か
、
足
で
床
を
キ
ッ
ク
し
な
が
ら
こ
ぐ
か
、

電
動
車
い
す
か
、
ま
さ
に
そ
の
人
の
身
体
状
況
に
合
っ
た
対
応
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
は
、

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
対
応
で
あ
っ
て
、
道
具
と
か
福
祉
機
器
、
建
築
設
備
と
い
う
個
別
性

の
強
い
も
の
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
、
部
屋
の
広
さ
と
か
床
の
段
差
、

出
入
口
の
広
さ
、
そ
う
い
う
建
築
の
基
本
構
造
に
か
か
わ
る
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
を
、
ま
ず

分
け
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

建
設
省
の
設
計
指
針
案
に
も
手
す
り
の
設
置
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
偶
別
対
応

の
話
で
す
か
ら
、
共
通
の
指
針
と
し
て
決
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
で
き
な
い
は
ず

で
す
。
ま
た
、
ド
ア
の
ノ
ブ
で
も
、
間
開
き
戸
の
場
合
は
レ
バ

i
ハ
ン
ド
ル
が
い
い
と
い
う

指
針
の
内
容
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
も
ま
さ
に
個
別
性
で
す
。
足
腰
が
不
自
由
な
お

年
寄
り
で
し
た
ら
、
レ
バ

i
ハ
ン
ド
ル
を
も
っ
た
と
た
ん
に
ガ
ク
ッ
と
下
が
っ
て
転
ぴ
や

す
く
な
っ
た
り
と
か
、
介
護
す
る
人
が
出
入
り
す
る
と
き
に
ポ
ケ
ッ
ト
が
ひ
っ
か
か
っ
て



破
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
バ
リ
ア
フ
リ
i
と
い
う
住
宅
の
基
本
構
造
に

か
か
わ
る
事
項
と
し
て
、
取
り
上
げ
る
必
要
の
な
い
個
別
対
応
の
こ
と
ま
で
組
み
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

建
築
家
の
役
割
と
、
医
療
・
福
祉
分
野
の
役
割
は
別

こ
こ
住
宅
総
合
研
究
財
団
で
も
、
住
宅
改
造
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ず
っ
と
継
続
し
て
や

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
建
築
家
の
役
割
と
、
医
療
や
福
祉
関
係
の
方
の
役
割
が
な

か
な
か
護
理
で
き
な
い
で
い
ま
す
が
、
そ
の
へ
ん
を
は
っ
き
り
分
け
て
し
ま
う
と
、
少
し

み
え
や
す
く
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
住
宅
改
造
と
い
っ
て
も
、
段
差
を

な
く
す
、
部
屋
を
広
げ
る
、
壁
を
取
り
払
う
、
出
入
口
の
構
造
を
変
え
る
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
建
築
の
問
題
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
こ
に
人

が
住
ん
だ
後
に
、
そ
の
人
の
身
体
状
況
に
応
じ
て
、
手
す
り
を
つ
け
る
、
水
洗
金
具
を
選

ぶ
、
ド
ア
の
把
手
一
五
々
と
い
う
の
は
偶
別
対
応
で
、
こ
れ
は
ま
さ
に

O
T
、

P
T
な
ど
の

人
た
ち
が
解
決
す
る
問
題
だ
ろ
う
。
そ
の
へ
ん
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
し
て
、
建
築
と
医
療

の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
い
っ
て
も
難
し
い
と
一
一
一
一
向
う
感
じ
も
あ
る
わ
け
で
す
。

私
の
と
こ
ろ
も
住
宅
改
造
は
七

O
O件
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
個
別
対
応

す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
本
当
に
あ
の
手
こ
の
手
な
わ
け
で
、
ま
さ
に
七

O
O通
り
の
解
決

の
方
法
を
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
か
ら
、
日
本
人
が
い
ま
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
生

活
様
式
に
合
っ
た
、
多
く
の
事
例
に
共
通
す
る
要
素
を
み
つ
け
出
し
て
、
そ
れ
を
共
通
事

項
と
し
て
組
み
立
て
る
、
そ
れ
が
バ
リ
ア
フ
リ

l
設
計
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

バ
リ
ア
フ
リ

i
住
宅
と
は

私
の
と
こ
ろ
で
手
が
け
た
住
宅
改
造
の
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
(
下
段
写
真
参

照
)
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
し
た
バ
リ
ア
フ
リ

i
住
宅
の
要
素
と
い
う
の
は
難
し
い
の

で
す
が
、
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
。

①
「
床
の
段
差
解
消
」

た
だ
、
段
差
が
あ
っ
て
も
改
造
の
方
法
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
問
題
で
は
な
い
。
玄
関
に
つ
い
て
は
段
差
が
あ
っ
て
も
い
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
方

写塁率-1 40センチぐらい段去をがある玄関に、ステッブ

をつくって手すりをつけた例。立f立歩・行ができる場合、

このぐらいでゆ;lJ志て、さることカず多い。

写奥-2 新築住宅で、段差をなく

した{列。絞掛けてよ F足の}低き換え

をする。

3 住宅改造で、あえて40センチi互い段差をその

まま残した例。 11>:いすの肢阪から、そのままストレート

にいざり移動で床閣に降りる。 f也の]jは一段ステァプを

faってJ:がり降りする。



で
す
。
た
だ
し
、
段
差
の
な
い
別
な
通
路
を
別
な
場
所
で
確
保
す
る
前
提
で
。
日
本
の
住

ま
い
で
は
、
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
ス
タ
イ
ル
で
上
下
足
を
履
き
替
え
る
か
と
い
う
点
が
大

切
で
す
。
玄
関
の
段
差
を
な
く
し
た
場
合
で
も
、
履
き
換
え
の
接
点
で
、
腰
掛
け
る
と
い

う
こ
と
で
処
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
一
五
セ
ン
チ
前

後
の
中
途
半
端
な
段
差
で
は
、
上
か
下
か
に
ベ
ン
チ
を
置
い
て
履
き
替
え
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
接
点
の
と
こ
ろ
で
履
き
替
え
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
実
現
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
む
し
ろ
二
五
セ
ン
チ
以
上
で
上
が
り
枢
に
直
接
座
れ
て
、
必
要

に
応
じ
て
ス
テ
ッ
プ
を
複
数
に
す
る
方
法
か
、
ま
た
は
、
一

0
セ
ン
チ
以
下
に
し
て
全
体

を
ス
ロ
ー
プ
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
か
、
ニ
段
構
え
の
考
え
方
の
ほ
う
が
正
解
な
気

が
し
ま
す
。

⑧
「
段
差
の
活
用
」

む
し
ろ
段
差
を
生
か
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
高
齢
者
配
慮
と
し
て
は
、
玄
関
の
例
の
よ

う
に
、
座
る
姿
勢
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
率
い
す
に
乗
っ
て
い
る
姿
勢
自

体
が
座
る
姿
勢
で
す
し
、
ベ
ッ
ド
に
腰
掛
け
る
の
も
康
る
姿
勢
だ
し
、
一
段
上
が
っ
た
和

室
に
腰
掛
け
る
の
も
座
る
姿
勢
で
す
。
要
す
る
に
、
安
定
し
て
楽
な
姿
勢
だ
か
ら
、
そ
う

い
う
姿
勢
を
確
保
で
き
る
基
木
構
造
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
段

差
は
立
ち
座
り
動
作
の
補
助
に
な
り
う
る
要
素
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
床
に
座
っ
た
り
横
に

な
る
人
と
、
立
っ
て
い
る
人
と
の
視
娘
の
レ
ベ
ル
差
を
少
な
く
す
る
点
か
ら
も
、
段
差
が

有
効
で
す
。
住
宅
の
な
か
で
の
段
差
を
活
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
は
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ

な
展
開
の
し
か
た
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
本
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
私
が
ど
う
し
て
強
調

す
る
か
と
い
う
と
、
こ
こ
二

O
年
来
、
脳
性
麻
療
の
人
た
ち
と
つ
き
合
っ
て
い
る
な
か
で

の
実
感
か
ら
で
す
。
率
い
す
の
生
活
が
主
体
の
人
に
と
っ
て
、
湿
度
の
高
い
日
本
の
気
候

の
な
か
で
、
ず
っ
と
率
い
す
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
特
に
夏
は
本
当
に
辛
い
も
の

で
す
。
横
に
な
っ
て
手
足
を
伸
ば
し
て
「
あ

1
」
と
い
う
開
放
感
と
か
、
お
風
呂
か
ら
上

が
っ
て
き
て
、
畳
の
上
で
少
し
転
が
っ
て
い
る
と
き
の
心
地
よ
き
を
実
際
に
目
の
当
た
り

に
す
る
と
、
理
屈
で
は
な
く
、
一
段
上
げ
た
和
室
と
い
う
も
の
を
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
活
か

す
重
要
性
を
つ
く
づ
く
感
じ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
え
て
二
番
目
に
し
ま
し
た
。

写繁一 5 主主jj[lJのテラスを使って率いすからそのまま移

行する例。Jll犯l:Ji*療で、いさかり移動なら肉分で移動がで

きる方のJ-4!i子ト。

写泰一 B 絞のI::Jの部分と佼の部分の段差を…段 i二げた例。以前は、

}Iiいすの14iifjj{二合わせて45センチといわれていたが、 tikj丘は腰掛け

られるおさということで、 35-40センチぐらいが多い。段差をJIY.納
に利!日している。



@
「
引
き
戸
の
多
用
」

健
康
な
高
齢
者
に
し
ろ
、
杖
歩
行
の
人
に
し
ろ
、
率
い
す
の
人
に
し
ろ
、
抱
き
か
か
え

ら
れ
て
介
助
の
人
が
開
け
る
に
し
ろ
、
ド
ア
よ
り
引
き
戸
の
ほ
う
が
移
動
が
楽
に
決
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
も
う
一
つ
、
引
き
戸
に
す
る
理
由
は
、
引
き
戸
に
す
る
こ
と
で
非
常
に

ゆ
っ
た
り
し
た
プ
ラ
ン
が
つ
く
れ
る
。
引
き
戸
を
一
メ
ー
ト
ル
開
け
よ
う
と
思
っ
た
ら
、

一
一
メ
ー
ト
ル
の
症
線
の
壁
が
要
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に
ち
ま
ち
ま
し
な
い
、
ゆ
っ
た
り
し

た
、
風
通
し
の
い
い
平
岡
計
画
を
つ
く
り
出
す
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

④
「
回
避
性
の
あ
る
動
線
」

こ
れ
は
、
私
ど
も
が
い
ま
ま
で
設
計
し
た

6

フ
ラ
ン
を
整
理
し
て
い
た
と
き
に
気
が
つ
い

た
こ
と
な
の
で
す
が
、
「
回
遊
性
の
あ
る
動
線
」
が
結
果
的
に
出
て
き
て
い
る
。
水
廻
り

で
も
、
二
方
向
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
。
家
の
な
か
で
グ
ル
ッ
と
大
き
く
出
る
よ
う
な

内
部
動
線
が
確
保
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
水
廻
り
で
率
い
す
の
剖
転
ス
ペ
ー
ス
を
確

保
す
る
と
い
う
の
は
、
実
際
は
難
し
い
わ
け
で
す
が
、
行
き
止
ま
り
の
な
い
動
線
な
ら
、

水
廻
り
を
通
り
す
ぎ
て
、
リ
ビ
ン
グ
の
ほ
う
で
回
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
率
い

す
の
人
が
水
廻
り
で
何
か
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
、
ほ
か
の
人
は
逆
側
か
ら
回
っ
て
補

助
が
で
き
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
メ
リ
ッ
ト
が
出
て
く
る
の
で
す
。

⑤
「
生
活
変
化
に
対
応
で
き
る
構
造
」

将
来
、
体
が
不
自
由
に
な
っ
た
ら
、
二
階
で
生
活
し
て
い
た
の
を
や
め
一
階
に
降
り
る

と
か
、
部
屋
の
位
置
を
か
え
る
と
か
、
約
一
戸
と
寝
室
を
く
っ
つ
け
て
、
事
い
す
対
応
の
部

屋
を
用
意
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
変
化
に
も
対
応
で
き
る
構
造
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
間
仕
切
り
に
か
な
り
可
変
性
を
も
た
せ
る
、
オ

i
ブ
ン
に
し
て
お

く
と
い
う
の
が
重
要
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
今
度
の
販
神
の
震
災
で
そ
の
へ

ん
が
ど
う
い
う
見
方
が
さ
れ
る
の
か
。
現
実
に
私
ど
も
が
や
っ
て
い
る
仕
事
の
な
か
で
、

ユ
ー
ザ
ー
か
ら
心
配
と
し
て
出
て
き
て
い
る
状
態
で
す
。

⑮
「
福
祉
機
器
の
受
入
れ
が
で
き
る
構
造
」

身
体
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
へ
の
偶
別
対
応
の
部
分
、
そ
こ
を
福
祉
機
器
が
受
け
持
っ

て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
建
築
側
と
し
て
は
、
福
祉
機
器
を
ど
ん
ど
ん
活

用
で
き
る
構
造
の
裏
づ
け
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
絶
対
的
な

写爽ー 1;~t1!i♂の続殺Hこよっては、)j[い

すから釆り移るのに、特殊なj立!!.のiiiJIJ
を名える必安ーがある o

~J芝-8 rjr械のおさに本をわたして手すりをつけた例。

引き戸ならば、こういうブrji:tで縫いド平安には対応できる。

写察-9 室内のiji'tまで手が厄;かないところで布団から桜起き

するために、![o:'j''i.:!<な手すりを付けた{列。



広
さ
と
、
壁
、
天
井
の
構
造
が
よ
り
強
固
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
床
に
中
途
半
端
な
段
差

が
な
け
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
風
呂
を
例
に
と
る
と
、
建
築
と
し
て
は
、
浴
槽

の
寸
法
、
洗
い
場
の
広
さ
、
入
口
の
段
差
、
そ
う
い
う
基
本
構
造
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
シ
ャ
ワ
ー
チ
ェ
ア
や
手
す
り
な
ど
個
別
対
応
の
要
素
を

組
み
合
わ
せ
て
障
害
に
対
応
す
る
わ
け
で
す
。

バ
リ
ア
フ
り

l
の
要
件
は
、
日
本
の
生
活
様
式
が
本
来
も
っ
て
い
た
要
素

②
か
ら
⑤
は
、
考
え
て
み
れ
ば
日
本
の
住
宅
が
い
ま
ま
で
ず
っ
と
も
っ
て
い
た
要
素
な

ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
生
活
様
式
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
る
人
が
設
計
す
れ
ば
、

た
ぶ
ん
、
自
然
に
こ
う
い
う
バ
リ
ア
フ
リ

l
デ
ザ
イ
ン
を
や
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
の
住
宅
産
業
の
発
展
の
な
か
で
、
い
つ
の
間
に
か
そ
う

い
う
生
活
様
式
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
度
は
さ
ら
に
、
床
の
段
差
を
な
く
す

と
か
、
子
す
り
を
つ
け
る
と
い
う
、
指
針
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
そ
の
ま
ま
設
計
に
反
映
し

た
な
ら
ば
、
日
本
人
が
本
来
も
っ
て
い
た
、
豊
か
な
バ
リ
ア
フ
リ

l
デ
ザ
イ
ン
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
危
但
い
が
あ
り
ま
す
。

樟
申
一
一
回
に
応
じ
て
キ
メ
細
か
い
個
別
対
路
が
必
要

こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
床
に
康
る
、
床
に
横
に
な
る
、
浴
槽
に
入
る
、
お
湯
に
つ
か
る
、

上
下
足
を
履
き
替
え
る
、
そ
う
い
う
日
本
の
生
活
様
式
と
か
気
候
風
土
に
配
慮
し
た
多
種

多
様
な
バ
リ
ア
フ
リ

i
デ
ザ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
身
体
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
っ
人
が
間
違
い
な
く
た
く
さ

ん
出
て
く
る
わ
け
で
、
個
別
対
応
を
組
み
込
ん
だ
住
宅
建
設
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ら
な
い

と
い
け
な
い
。
介
護
の
負
担
が
少
な
く
な
る
か
ら
バ
リ
ア
フ
リ

l
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
だ
と

い
っ
て
も
、
体
が
実
際
に
不
自
由
に
な
っ
た
高
齢
者
に
対
応
す
る
に
は
、
個
別
対
応
が
で

き
る
キ
メ
細
か
い
工
夫
と
か
特
殊
な
機
器
の
供
給
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
で
き
な

け
れ
ば
、
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
要
介
護
の
人
は
そ
の
ま
ま
放
っ
た
ら
か

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
そ
う
い
う
職
能
を
確
立
す
る
の
も
大
事
だ
し
、
ロ

i

コ
ス
ト
の
設
備
や
機
器
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
日
本
人
の
体
型
、
日
本
人
の
生
活
観
に
マ
ッ
チ
し
た
福
祉

機
器
を
、
医
擦
と
建
築
が
交
流
し
つ
つ
開
発
し
て
い
く
の
が
、
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

写察ー10 お風 t~!l の主主

本は、入1]の段差W?ii'i
と、 t~j 子の iiJi さにセッ

トした手11派折衷の{谷補。

それに、可4担\[1こ)，~;じて

布告[lLli'i!討に腰掛けの

ステージがあり段位入

}谷をすること。ステー

ジがない場合には、シ

ャワーチェアという拒J
=111機器よと、手すりがつ

いている程度で、かな

りの防~i:~i: でも、 i谷情に

人ることができる iiJ Íì~

tJ:が大きくなる。ただ

し、予すりは例別tlゐが
大きい。

写真 11 深い部分と浅い部分のある二段式のi谷補。尚血圧とか

心臓病の余病などで、日までお切につからないで人浴する方が現

実に多いし、:ffiJ!iの:Jjは浴槽のなかで{本をi光う。そのときの度伐

の確保というのが特に日本人にとっては大切。浴やli自体も工夫す

る必要がある。

写真一12 l!iいすから乗り移っていざって移行するのと、またい

で入るのと、両方入れるようにお風呂を改造をした例。



デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

住
宅
改
造
に
お
け
る
建
築
の
持
ち
分

在
塚
建
築
が
わ
か
る
人
と
、
医
療
関
係
の
人
と
チ
l
ム
を
組
ん
で
や
る
の
が
望
ま
し
い

姿
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
樹
木
さ
ん
は
違
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

が
、
い
か
が
で
す
か
。

槻
木
そ
の
住
宅
が
も
っ
て
い
る
欠
陥
、
た
と
え
ば
狭
い
と
か
、
段
差
が
あ
る
と
い
う
の

は
、
ど
ん
な
入
が
住
む
に
し
ろ
査
す
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
建
築
の
問
題
と
し
て

解
決
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
内
容
に
応
じ
て
個
別
対
応
す
る

と
い
う
の
は
別
な
技
術
だ
と
思
、
つ
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
身
体
状
況
は
絶
え
ず
変
わ
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
応
す
る
の
に
、
い
ち
い
ち
建
築
の
設
計
者
と
か
施
工
者
が

引
っ
張
り
因
さ
れ
る
の
は
、
正
甚
な
と
こ
ろ
、
大
変
な
ん
で
す
ね
。
建
築
の
陪
題
は
、
い

っ
ぺ
ん
や
れ
ば
解
決
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。

夏
自
(
夏
目
設
計
事
務
所
)
私
は
、
障
害
者
の
住
宅
に
関
し
て
は
、
弘
蟻
鞠
謬
ヂ

建
築
側
か
ら
で
さ
る
こ
と
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
譲
盤
強
繋

/
d
欝

ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
や
医
療
関
係
の
ど
ち
と
意
見
鍾
欝
智
弘

交
換
を
し
な
が
ら
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
な
と
、
普
段
の
仕
事
で
実
感
必
麟
麟
饗
警
‘

し
て
い
る
ん
で
す
。

樹
木
体
の
こ
と
を
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
本
人
な
ん
だ
と
思
、
つ
ん
で
す
。

そ
れ
に
、
医
学
的
、
リ
ハ
ビ
リ
的
に
こ
う
い
う
動
き
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
て
も
、
本
人

が
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
意
味
が
な
く
て
:
:
:
。
わ
れ
わ
れ
が

カ
バ
ー
で
き
る
の
は
本
当
に
わ
ず
か
な
部
分
な
ん
で
す
が
、
医
療
関
係
の
人
が
関
わ
れ
る

部
分
も
本
当
に
わ
ず
か
な
の
で
、
開
か
な
く
て
も
済
む
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
な
と
。
一
応
、

必
ず
開
き
ま
す
が
(
笑
)
。

夏
自
本
人
が
い
ち
ば
ん
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
は
違
う
と
思
う
ん
で
す
。

写察ー13 トイレも一段上げた床に迎め込んであり、 3ドいすから

直後床へ采り移って使JIlする。
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槻
木
た
と
え
ば
、
先
生
が
「
帰
っ
た
ら
こ
う
い
う
移
動
方
法
を
と
り
な
さ
い
」
と
い
い

ま
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
を
本
人
が
納
得
し
な
け
れ
ば
、
な
ん
の
意
味
も
な
い
ん
で
す
。

本
人
が
前
向
き
に
取
り
組
ま
な
い
住
宅
改
造
と
い
う
の
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

小
林
(
司
会
)
そ
の
議
論
は
別
の
機
会
に
し
ま
し
ょ
う
。
実
際
に
障

j
2
1
f

害
が
起
き
た
と
き
に
は
、
住
文
化
よ
り
も
そ
の
障
害
に
応
え
る
技
術
が
議
議
機
護
議
饗

第
一
で
す
。
棚
木
さ
ん
の
一
言
葉
を
借
り
る
と
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
対
応
援
約

U
ユを

で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
五

O
歳
く
ら
い
で
元
気
な
方
が
い
た

-
4
i
?

匂

と
し
ま
す
。
そ
の
人
が
家
を
建
て
る
時
に
ど
う
い
う
設
計
を
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
、
少

し
幅
広
い
観
点
か
ら
議
論
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
樹
木
さ
ん

が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
お
も
に
車
い
す
対
応
の
話
で
す
よ
ね
。
で
も
、
す
べ
て
の
人
が
、

将
来
の
卒
い
す
利
用
に
配
慮
し
て
家
づ
く
り
を
す
べ
き
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
一
種
の
過

剰
性
能
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

槻
木
以
前
、
古
瀬
さ
ん
(
建
築
研
究
所
)
か
ら
資
料
を
お
送
り
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

る
ん
で
す
。
お
年
寄
り
の
生
活
状
況
を
み
る
と
、
室
内
を
車
い
す
で
生
活
し
て
い
る
人
は
、

現
実
に
は
大
変
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
低
い
。
だ
か
ら
、
「
結
果
的
に
は
率
い
す
対
応
ま
で

考
え
な
い
の
を
標
準
と
し
て
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
だ
と
私
は
理

解
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
車
い
す
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
人
が
一

0
0
0
人
に
一
人
で
も

い
れ
ば
、
そ
れ
が
確
保
で
き
る
住
宅
と
し
て
一

0
0
0軒
全
部
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い

と
私
は
怠
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
非
常
に
膨
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
な
ら
と
も
か
く
、

基
本
的
に
そ
う
大
き
な
コ
ス
ト
は
か
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

在
塚
話
を
少
し
戻
す
よ
う
で
す
が
、
建
築
側
と
医
療
関
係
の
人
た
ち
の
役
割
分
担
の
考

え
方
の
違
い
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
捉
え
方
の
違
い
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
棚
木

さ
ん
は
個
別
対
応
の
基
礎
と
し
て
の
共
通
の
建
築
条
件
繋
備
に
限
定
し
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
れ
を
建
築
側
の
役
割
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
な
ど
は
バ

リ
ア
フ
リ

i
は
個
別
対
応
も
合
む
概
念
で
、
し
た
が
っ
て
答
え
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
し
、

基
準
化
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
車
い
す
対
応
に
つ
い
て
で
す
が
、
日
本
の
住
宅
の
将
来
像
と
し
て
率
い
す
対
応

を
め
ざ
す
の
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
ゆ
と
り
あ
る
ス
ペ
ー
ス
の
獲

得
(
こ
れ
は
心
理
的
に
も
、
人
に
よ
る
介
助
の
た
め
に
も
有
効
で
す
)
に
つ
な
が
る
か
ら

で
、
い
す
坐
や
、
日
本
人
の
身
体
寸
法
の
仲
び
に
も
対
応
す
る
か
ら
で
す
。

お
風
呂
場
と
か
ト
イ
レ
を
広
め
に
つ
く
っ
て
お
く
の
は
、
別
に
そ
ん
な
に
過
剰
で
も
な

く
て
、
気
持
ち
が
い
い
こ
と
で
す
か
ら
。

小
林
例
え
ば
、
一
一
一

0
平
米
ぐ
ら
い
の
住
宅
が
設
計
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
比
較
的
無

理
な
く
配
慮
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
特
に
集
合
住
宅
系
に

な
る
と
、
八

0
平
米
で
も
広
い
部
類
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
な
か
で
車
い
す

を
配
慮
し
た
水
廻
り
や
廊
下
幅
の
設
計
を
す
る
と
、
函
積
バ
ラ
ン
ス
が
そ
ち
ら
に
偏
っ
た

も
の
に
な
る
ん
で
す
。
実
際
の
車
い
す
利
用
者
の
場
合
は
そ
れ
で
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
う
で
な
い
一
般
の
場
合
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

槻
木
確
か
に
、
水
廻
り
は
ア
ベ
レ
ー
ジ
よ
り
は
広
く
な
る
と
思
う
の
で
す
が
、
八

0
平

米
ぐ
ら
い
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
は
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
な
か
で
版
収
で

き
る
気
が
し
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
、
部
屋
か
ら
水
廻
り
へ
の
接
続
の
し
か
た
は
、
単
純
に

廊
下
で
つ
な
ぐ
と
い
う

0

フ
ラ
ン
で
は
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

の
工
夫
が
必
要
で
す
が
、
間
違
い
な
く
面
積
の
な
か
で
吸
収
で
き
る
気
は
し
ま
す
。

小
林
し
か
し
、
現
実
に
は
な
か
な
か
率
い
す
対
応
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど

困
難
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
予
想
が
あ
る
の
で
す
が
。

槻
木
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
も
、
そ
う
い
う

プ
ラ
ン
例
を
ど
ん
ど
ん
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
こ
か
ら
も
声
が
か

か
ら
な
い
(
笑
)
。

小
林
工
法
上
の
問
題
も
大
き
い
で
す
よ
ね
。
集
合
住
宅
で
は
、
お
風
呂
場
の
段
差
を
解

消
し
よ
う
と
す
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ス
ラ
ブ
を
そ
の
部
分
だ
け
下
げ
な
い
と
実
現
で

き
な
い
わ
け
で
す
。
本
筋
は
、
階
高
を
高
く
と
っ
て
、
床
を
自
由
に
設
計
で
き
る
よ
う
に

す
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
現
実
に
は
、
日
影
規
制
と
い
う
の
が
あ
っ
て
階
高
が
ど
う
し
て

も
抑
え
ら
れ
る
。
倍
高
の
あ
る
家
づ
く
り
が
で
き
る
よ
う
な
前
提
条
件

を
怒
え
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
:
:
・
。
戸
建
て
の
場
合
も
簡
単
に
で

き
な
い
の
は
、
他
に
も
理
由
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

践
部
(
服
部
メ
デ
ィ
カ
ル
研
究
所
)
た
ぶ
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
が
大

n
h
u
 

l
 



切
だ
と
い
う
意
識
が
薄
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
高
齢
者
の
方
の
多
く
は
、
ま
っ

た
く
夢
に
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
こ
と
も
な
い
。
で
す
か
ら
、
住
み
手
に
対
し
て
問

題
提
起
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
と
の
調
和

菅
涼
(
菅
原
工
務
庖
)
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
す
る
と
、
高
齢
者
だ
け
で

は
な
く
て
、
妊
産
婦
の
方
も
楽
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ヨ
チ
ヨ
チ

歩
き
の
お
子
さ
ん
に
も
安
全
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
バ
リ
ア
フ

リ
l
化
は
大
切
だ
と
忠
い
ま
す
。

小
林
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な

い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
住
ま
い
と
か
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
婆

求
と
総
合
し
て
は
じ
め
て
決
ま
る
わ
け
で
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、
ス
テ
ッ
プ
ダ
ウ
ン
・
リ

ビ
ン
グ
と
い
う
居
間
の
設
計
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
居
間
に
あ
え
て
段
差
を
設
け
る

よ
う
な
設
計
で
す
。
車
い
す
で
は
当
然
動
け
な
く
な
り
ま
す
。
じ
ゃ
、
そ
う
い
う
設
計
は

こ
れ
か
ら
ダ
メ
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。

在
塚
向
題
は
、
一
方
に
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
方
の
よ
う
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
大
変
重
視

す
る
人
ぴ
と
が
い
て
、
そ
の
一
方
、
そ
ん
な
こ
と
は
住
ま
い
の
良
さ
と
は
全
く
無
関
係
で

あ
る
と
考
え
る
人
ぴ
と
が
い
る
こ
と
で
す
ね
。
ス
テ
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
手

法
も
、
バ
リ
ア
フ
リ
!
の
視
点
を
一
度
く
ぐ
ら
せ
て
、
そ
れ
で
も
そ
の
住
宅
に
は
ふ
さ
わ

し
い
と
判
断
し
て
用
い
ら
れ
る
の
な
ら
、
全
く
否
定
す
べ
き
も
の
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

小
林
時
間
が
た
つ
と
調
和
が
と
れ
た
も
の
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

・
篠
塚
時
間
が
た
つ
と
自
然
に
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
バ
リ
ア
フ
リ

ー
と
い
う
一
言
葉
も
な
か
っ
た
頃
、
将
来
を
考
え
て
ゆ
る
や
か
な
手
す
り
付
き
の
階
段
を
と

勧
め
ら
れ
て
、
今
そ
の
大
工
さ
ん
に
感
謝
し
て
い
る
人
を
知
っ
て
い
ま
す
。
設
計
教
育
の

中
で
、
多
面
的
な
側
倣
観
の
ひ
と
つ
と
し
て
バ
リ
ア
フ
リ
!
の
視
点
を
伝
、
え
る
こ
と
は
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
指
向
の
人
た
ち
が
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
バ

リ
ア
フ
リ

l
論
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
も
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

住
宅
改
造
の
悲
惨
な
部
分
を
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
も
っ
と
デ
ザ
イ
ン

機
木

や
生
活
が
広
が
る
、
空
間
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
イ
メ

i
ジ
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
い
け
ば
、

お
も
し
ろ
が
っ
て
食
い
つ
い
て
く
る
設
計
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
も
「
こ

う
い
う
こ
と
が
や
り
た
い
」
と
い
う
話
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。

在
塚
い
ろ
い
ろ
な
名
作
と
い
わ
れ
る
住
宅
を
こ
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
と
い
う
の
も
一

つ
の
方
法
で
す
ね
。
藤
井
厚
二
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
雨
か
ら
み
て
も
本
当
に
よ
か
っ
た
。

姿
勢
は
ど
う
と
か
、
椅
子
坐
に
す
る
の
な
ら
寸
法
体
系
も
広
く
し
な
け
れ
ば
無
理
だ
と
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
け
ば
、
別
に
「
バ
リ
ア
フ
リ

i
」
と
か
い
わ
な
く
て
も
、
そ

う
い
う
質
を
備
え
た
住
宅
に
自
然
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

槻
木
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
段
差
の
解
消
や
子
す
り
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
で
、
い

ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
の
展
開
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

小
林
槻
木
さ
ん
が
資
料
で
出
さ
れ
た
書
斎
の
設
計
は
、
す
ご
く
面
白
い
で
す
ね

(
7
ペ
ー

ジ
及
び
左
の
図
参
烈
)
。

槻
木
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し
た
だ
け
な
ん
で
す
。
キ
メ
細
か
い
寸
法
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
ご
自
分
で
控
え
て
お
ら
れ

て
、
そ
れ
を
置
き
換
え
た
ん
で
す
。
本
当
に
一
例
で
す
け
ど
、
こ
う
い
う
展
開
は
も
っ
と

た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。

日
本
の
住
文
化
と
の
調
和

在
塚
バ
リ
ア
フ
リ

i
は
手
す
り
と
か
段
差
解
消
と
い
っ
た
デ
ィ
テ
ィ

i
ル
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
重
要
で
す
が
、
そ
の
点
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ブ
ン

0

フ

ラ
ン
が
い
い
。
そ
れ
は
、
い
ま
の
硬
直
化
し
た

n
L
D
K
タ
イ
プ
を
打
ち
破
る
点
で
も
カ

に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
多
く
の
都
市
の
住
宅
は
、

L
D
K
が
一

指
に
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
一
つ
和
室
が
あ
る
。
二
階
に
私
室
が
あ
り
、
子
ど
も
部
屋
が
あ
る
。

あ
る
か
た
ち
で
し
か
住
め
な
い
住
宅
だ
と
忠
う
ん
で
す
。
生
活
変
化
に
対
応
す
る
と
い
う

こ
と
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
壁
で
仕
切
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
介
助
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
に
見
守
る
と
い
う
こ
と
も
難
し
い
。
家
の
中
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な
く
、
町
と
か

道
と
の
つ
な
が
り
も
切
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
直
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

初
木
同
感
で
す
ね
。
私
は
、
個
室
で
老
人
室
を
つ
く
る
と
し
て
も
、
チ
ラ
ッ
と
横
目
で

み
れ
る
よ
う
な
配
置
と
か
、
中
庭
を
介
し
て
メ
イ
ン
の
リ
ビ
ン
グ
と
つ
な
が
る
と
か
、
そ

う
い
う
仕
掛
け
は
い
つ
も
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
老
人
専
用
の
ト
イ
レ

は
つ
く
ら
な
い
、
老
人
専
用
の
お
風
呂
や
洗
面
な
ど
は
と
ん
で
も
な
い
、
と
い
う
の
が
前

提
で
す
。
実
際
は
ケ

l
ス
・
パ
イ
・
ケ
ー
ス
で
、
そ
う
い
う
ニ

l
ズ
が
あ
る
場
合
は
も
ち

ろ
ん
対
応
し
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
老
人
が
あ
る
狭
い
範
囲
で
、
住
宅
の
一
部
で
生
活

が
完
結
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
は
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

渡
会
(
花
設
計
工
房
)
高
齢
者
を
個
室
に
入
れ
た
い
と
い
う
例
が
、

L
札
機
鰯
J

私
た
ち
の
住
宅
改
造
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
う
畿
麟
欝
機
¥
d

と
、
「
テ
レ
ビ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
な
ん
と
か
し
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
警
警
に
ふ
ン

d
議
務
鶏
判
叫
も

1ps

一
、
す
蜘
僻

な
ん
で
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
テ
レ
ビ
を
み
て
い
る
と
、
周
り
が
そ
の
議
警
ム
九

L

ボ
リ
ュ
ー
ム
に
耐
え
ら
れ
な
い
。

在
塚
音
は
遮
っ
て
も
、
視
覚
的
に
チ
ラ
チ
ラ
み
え
る
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
関
係
に

応
じ
た
つ
な
げ
方
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ベ
ッ
ド
と
か
、
洋
式
ト
イ
レ
と
か
、
い
ま
ま

で
の
慣
習
と
違
う
か
ら
受
け
入
れ
が
た
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
が
、

実
は
、
良
け
れ
ば
ス
ッ
と
入
る
。
け
れ
ど
も
、
家
族
関
係
と
い
う
の
は
文
化
の
根
底
で
、

開
放
的
な
間
取
り
を
と
り
戻
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
林
も
う
一
つ
、
日
本
の
住
ま
い
は
け
つ
こ
う
襖
が
多
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
手

す
り
の
設
置
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
。

楊
木
手
す
り
の
設
置
で
困
る
と
い
う
ケ

l
ス
は
、
具
体
的
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
、
連
続
し
て
廊
下
じ
ゅ
う
手
す
り
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
稀
な
ん
で
す
。
で
す
か

ら
、
壁
量
が
多
い
少
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
入
の
生
活
範
聞
を
左
右
す
る
と
い
う
問
題

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
壁
が
あ
れ
ば
、
家
具
が
置
か
れ
て
、
手
す
り
は
つ
か
な
い
と
い
う

こ
と
が
現
実
に
は
多
い
で
す
し
ね
。

小
林
で
は
、
家
具
に
手
す
り
機
能
を
も
た
せ
る
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
か
。

槻
木
東
京
都
の
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
望
月
さ
ん
と
い
う

P
T
は
、
家
呉
の
把
手

と
か
を
子
す
り
と
考
え
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
考
え
る
と
不
安
な
組
み
立
て
を
や
ら
れ
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
そ
れ
が
ま
さ
に
生
活
の
知
恵
で
、
そ
の
よ
う
な
工
夫
が
大
切
だ
と

思
う
ん
で
す
。

在
塚
逆
に
言
、
っ
と
、
い
ま
の
日
本
の
住
居
の
な
か
は
家
具
が
多
す
き
ま
す
ね
。
も
っ
と

す
っ
き
り
し
た
生
活
が
し
た
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
き
っ
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
つ
な
が
り
ま
す
。

槻
木
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
ま
ず
整
理
整
頓
か
ら
。

在
塚
そ
れ
か
ら
、
起
居
様
式
も
本
当
に
混
乱
し
て
い
ま
す
。
居
間
に
ソ
フ
ァ
ー
が
入
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
真
中
に
コ
タ
ツ
を
置
い
て
、
ソ
フ
ァ
ー
は
背
も
た
れ
。
床
坐
と
い
す

坐
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
、
そ
れ
が
事
故
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
高
齢
者
の
立
ち
居
振
る
舞

い
な
ど
も
考
え
て
、
ど
う
整
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

小
林
和
室
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

槻
木
車
椅
子
の
生
活
で
も
ゴ
ロ
ッ
と
横
に
な
れ
る
場
が
必
要
で
す
。
高
齢
に
な
っ
て
足

腰
が
弱
く
な
っ
た
人
で
も
、
お
茶
や
お
花
を
楽
し
ん
だ
り
、
気
軽
に
横
に
な
れ
た
り
、
タ

タ
ミ
の
感
触
を
楽
し
ん
だ
り
と
、
む
し
ろ
畳
の
部
屋
は
、
再
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。



小
林
置
き
畳
の
よ
う
な
和
室
も
有
効
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
し
、
敷
居
に

つ
ま
ず
く
と
か
、
車
い
す
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
田
躍
を
上
げ
る
と
フ
ラ
ッ
ト
に
な

り
ま
す
か
ら
。
し
か
し
、
当
面
は
、
畳
の
場
所
と
洋
室
に
段
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
ん

で
基
準
と
矛
盾
し
ま
す
。

夜
塚
和
室
の
高
さ
鴎
係
で
は
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
試
み
る
こ
と
が
大
切
で
、
基
準
で

縛
る
の
は
お
か
し
い
で
す
ね
。
和
室
に
つ
い
て
は
、
機
能
が
回
定
さ
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な

要
求
の
変
化
に
対
宿
し
て
住
み
手
が
使
い
こ
な
せ
る
部
屋
と
し
て
も
存
続
さ
せ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
何
の
た
め

小
林
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
在
塚
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
、
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
何
の
た

め
」
と
い
う
の
は
大
変
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
棚
木
先
生
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

槻
木
私
は
介
護
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
っ
て
い
た
こ
と
の
反
作
用
も
あ
る
の
で
す
が
、

「
介
護
」
と
か
「
安
全
」
を
考
え
て
設
計
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
人
が
考
え

て
い
る
「
自
立
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
か
、
車
接
物
理
的
に
自
立
で
き
な
く
て
も
い

い
か
ら
、
意
識
が
広
が
る
た
め
に
、
何
か
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
と
し
て
建
築
を
整
備
す

る
、
と
い
う
の
が
私
の
設
計
の
基
本
な
ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
も
も
っ
と
自

由
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

在
塚
今
の
よ
う
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
市
民
権
を
得
て
、
し
か
も
そ
れ
が
あ
る
限
定
さ
れ

た
答
え
と
し
て
拡
が
り
つ
つ
あ
る
時
、
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
の
と

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
も
っ
と
広
い
概
念
で
す
」
と
い
う
の
と
、
ど
ち
ら
が
い
い
の
か
迷
う

の
で
す
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
限
定
す
れ
ば
「
自
立
」
で
あ
り
、
公
共
建
築
で
は
こ
こ
が
極

め
て
重
要
で
す
。
で
も
住
宅
に
つ
い
て
は
、
介
護
や
安
全
や
人
と
の
交
流
ま
で
も
含
め
て
、

豊
か
な
住
ま
い
に
向
け
た
幅
広
い
価
値
観
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す。

高
齢
者
に
対
応
し
た
住
宅
と
い
っ
た
と
き
に
、
ま
ず
「
安
全
」
と
い
う
の
は
当
然

だ
と
思
う
の
で
す
。
高
齢
者
が
起
こ
す
火
災
は
非
常
に
多
く
て
、
そ
の
中
に
「
天
プ
ラ
鍋

渡
会

か
ら
引
火
し
て
」
と
い
う
の
が
多
い
。
で
す
か
ら
、
キ
ッ
チ
ン
を
つ
く
る
の
だ
っ
た
ら
、

高
齢
者
対
応
は
オ
ー
プ
ン
キ
ッ
チ
ン
が
い
い
と
思
う
の
で
す
。
オ

i
プ
ン
に
し
て
お
け
ば
、

だ
れ
か
が
見
守
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
な
り
の
「
安
全
」
が
確
保
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

菅
原
炎
で
な
く
て
、
電
磁
調
理
器
に
す
れ
ば
だ
い
ぶ
安
全
で
す
よ
ね
。

在
塚
設
備
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
に
見
守
る
こ
と
に
よ
る
「
安
全
」
と
い
う
の

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
基
本
的
な
人
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
し
、
今
度
の
よ

う
な
大
震
災
の
と
き
に
も
、
そ
う
い
う
地
域
の
関
係
が
大
事
だ
っ
た
。
安
全
を
言
い
過
ぎ

る
と
、
肝
腎
の
自
立
と
か
、
人
間
ど
う
し
の
つ
な
が
り
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
る
と
い
う

感
じ
が
し
ま
す
。

小
林
バ
リ
ア
フ
リ
!
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
単
に
設
計
技
術
だ
け
で
は
な
く
、
住
文

化
が
ど
う
な
る
か
、
自
立
と
安
全
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
幅
広
い
問
題
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
在
宅
ケ
ア
や
個
別
障
害
へ
の
対
応
が
確
立
し
な
い
と
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
だ
け
先
行
し
て
も
始
ま
ら
な
い
と
い
う
根
本
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
さ
ら
に
議
論
を
詰
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

文
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特
集
③
バ
リ
ア
フ
リ
l

バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
住
宅
の
基
性
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

設
計
者
の
責
缶
を
た
だ
す
一
住
文
化
は
、
こ
れ
ま
で
居
住
者
の
莫
大
な
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
き
た

吉、

敏

は
じ
め
に

ど
う
い
う
わ
け
か
、
設
計
者
の
聞
に
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
一
部
の
居
住
者
の
た
め
だ

け
の
も
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
、
い
ま
だ
に
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
日
本
古
米

の
〈
住
文
化
〉
と
相
反
す
る
と
い
う
思
い
込
み
も
。
確
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
む
ず
か
し
さ
は

あ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
矛
清
は
な
い
と
筆
者
は
主
張
す
る

の
い
て
、
住
文
化
の
〈
〉
は
っ
け
な
い
)
O

(
以
下
煩
雑
な

一
九
八
七
年
四
月
か
ら
始
め
て
一
九
九
二
年
三
月
ま
で
、
五
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し

た
建
設
省
の
技
術
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
長
寿
社
会
に
お
け
る
居
住
環
境
向
上
技
術
の
開

発
」
は
、
そ
の
誤
れ
る
〈
常
識
〉
を
正
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、
〈
高
齢
者
・
障
害
者
対
応
〉
と
ひ
と
く
く
り
に
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の

が
、
実
は
、
高
齢
者
す
な
わ
ち
〈
寝
た
き
り
、
痴
呆
、
車
い
す
〉
と
い
う
誤
っ
た
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
に
最
大
の

ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
は
び
こ
っ
た
か
は
明
白
で

あ
る
。
障
害
者
を
支
援
す
る
先
端
技
術
開
発
に
は
大
き
な
予
算
が
配
分
さ
れ
る
し
、
必
要

で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
機
器
は
特
注
で
高
価
で
あ
っ
て
も
需
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ス
コ

ミ
も
セ
ン
セ

i
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
取
り
上
げ
た
が
る
。
一
部
に
そ
う
し
た
事
例
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
十
分
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
話
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
マ
ス

コ
ミ
に
本
質
的
に
含
ま
れ
る
必
要
惑
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
極
端
な
例
の
ほ
う
が
、

問
題
意
識
を
喚
起
す
る
に
は
好
都
合
な
と
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
住
宅
に
関
し
て
は
そ
れ

で
は
す
ま
な
い
。
如
何
に
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
、
他
人
の
問
問
題
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
が
現
在
の
自
分
に
関
係
な
け
れ
ば
、
わ
が
家
は
そ
う
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
、
「
私
有
財
産
の
あ
り
よ
う
に
口
を
出
す
な
」
と
い
う
主
張
に
反
論
し
、

い
ず
れ
そ
う
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
納
得
さ
せ
る
論
拠
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ

た
の
だ
。

住
宅
デ
ザ
イ
ン
の
不
都
合
は
一
握

b
の
障
害
高
齢
者
の
問
題
で
は
な
い

急
速
な
高
齢
化
が
指
摘
さ
れ
始
め
た
こ
ろ
は
、
一
般
の
人
だ
け
で
な
く
専
門
家
の
頭
の

中
に
あ
っ
た
の
も
〈
寝
た
き
り
、
痴
呆
、
率
い
す
〉
、
高
齢
者
す
な
わ
ち
障
害
者
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
圧
倒
的
に
多
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
の
範

時
に
合
ま
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
高
齢
者
が
多
大
な
不
都
合
を
被
っ
て
い
る
こ
と
、
考
え
よ

う
に
よ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
居
住
者
が
こ
れ
ま
で
の
住
宅
の
あ
り
ょ
う
の
た
め

に
し
わ
寄
せ
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
を
示
し
た
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
住
宅
の
あ
り
ょ
う



そ
の
も
の
が
住
文
化
だ
と
す
れ
ば
、
住
文
化
は
居
住
者
の
ば
く
大
な
犠
牲
の
上
に
成
立
し

て
い
て
、
そ
し
て
、
設
計
者
(
建
築
家
)
が
そ
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
ふ
ん
ぞ
り
返
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ふ
つ
う
の
居
住
者
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
絶
対

許
し
が
た
い
こ
と
な
の
だ
。

こ
の
間
題
は
、
住
宅
の
日
常
安
全
性
と
使
い
勝
手
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
論
点
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
普
通
の
人
は
、
自
身
の
高
齢
化
を
偏
見
を

持
た
ず
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
長
い
閥
、
事
故
が
起
こ
っ
て

も
、
「
そ
れ
は
当
人
の
不
注
意
」
で
す
ま
せ
て
き
た
。
使
え
な
い
不
都
合
は
、
そ
れ
を
回
避

す
る
手
段
が
あ
る
も
の
と
楽
観
し
て
い
た
。
実
際
に
は
、
同
居
家
族
に
す
べ
て
を
押
し
つ

け
て
い
た
の
だ
が
。
こ
の
よ
う
に
問
題
点
を
ひ
と
ご
と
だ
と
と
ら
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
住

宅
デ
ザ
イ
ン
に
拒
否
権
を
突
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
の
過
程
で
、
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
明
確
に
示
し
た
の
は
、
次
の
点
だ

っ
た
。
ま
ず
、
住
宅
の
中
に
使
い
に
く
い
デ
ザ
イ
ン
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
は
高
齢

者
の
み
が
不
都
合
を
被
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
い
っ
し
ょ
に
自
答
を
も
ら
っ
た
高
齢
者

以
外
の
居
住
者
も
、
同
じ
点
で
不
都
合
を
訴
え
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
だ
。
つ
ま

り
、
ふ
だ
ん
口
に
出
し
て
訴
え
な
く
と
も
、
内
心
は
み
ん
な
不
満
で
い
っ
ぱ
い
。
可
能
で

あ
れ
ば
改
修
し
た
い
と
い
う
希
望
も
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
個
人
的
な
問
題
だ
と
い
う

反
論
も
出
て
こ
よ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
再
反
論
が
、
家
庭
内
事
故
の
発
生
の
多
さ
と
、
そ

れ
が
デ
ザ
イ
ン
ミ
ス
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
が
〈
日

本
的
デ
ザ
イ
ン
〉
、
〈
住
文
化
〉
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
た
め
だ
。

ど
こ
に
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
が
あ
る
の
か

そ
も
そ
も
こ
う
し
た
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
、
社
会
が
急
速
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解

し
な
い
か
ら
起
こ
る
の
だ
。
住
文
化
と
称
し
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
す

ぐ
の
社
会
背
景
を
前
提
に
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
家
族
制
は
同
居
大
家
族
、
そ
れ
も
長
男

夫
婦
間
居
で
女
性
の
多
く
は
専
業
主
婦
か
自
営
の
手
伝
い
、
平
均
寿
命
は
五
O
歳
か
ら
か

ろ
う
じ
て
六
O
歳
程
度
で
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
人
口
の
五
%
、
建
築
物
の

設
計
は
伝
統
的
な
も
の
で
、
使
わ
れ
る
材
料
も
そ
の
性
質
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
、

体
力
が
衰
え
た
り
し
た
高
齢
者
は
そ
の
智
恵
の
故
に
長
老
と
し
て
敬
わ
れ
支
え
ら
れ
、
離

れ
や
隠
居
所
が
提
供
さ
れ
た
り
し
た
。

こ
れ
ら
の
前
提
は
、
い
ま
や
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
核
家
族
化
し
、
女
性

の
社
会
進
出
が
進
み
、
平
均
寿
命
は
七
五
歳
か
ら
八
O
歳
、
高
齢
者
は
い
ま
は
人
口
の
一

四
%
だ
が
一
気
に
二
五
%
ま
で
上
昇
中
、
住
宅
そ
の
他
の
デ
ザ
イ
ン
は
洋
風
化
し
て
、
そ

の
隙
聞
に
和
風
デ
ザ
イ
ン
が
当
初
の
意
味
を
失
っ
て
約
ま
っ
て
い
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん

離
れ
や
隠
居
所
は
夢
物
語
で
、
長
老
ど
こ
ろ
か
男
性
は
邪
魔
者
扱
い
だ
。

こ
う
し
た
変
化
が
持
つ
意
味
を
理
解
し
、
対
処
す
る
に
は
、
本
来
は
何
世
代
も
必
要
だ
。

ご
く
短
期
間
に
意
識
が
変
わ
る
わ
け
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
高
齢
化
に
う
ま
く
対

処
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
緩
や
か
に
変
化
し
た
国
で
は
百
年
以
上
、
速
度
が
速
く
て

も
五
O
年
く
ら
い
か
か
っ
て
ゆ
っ
く
り
高
齢
化
し
て
い
る
。
わ
が
国
は
、
そ
れ
こ
そ
瞬
き

の
聞
に
高
齢
化
し
て
お
り
、
可
能
な
方
策
を
思
い
つ
い
た
と
き
に
は
、
事
態
の
ほ
う
が
ず

っ
と
先
に
進
ん
で
い
る
。

い
ま
間
違
い
な
く
一
言
、
え
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
と
に
か
く
高
齢
者
に
は
自
立

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
他
人
の
助
け
を
借
り
ず
に
、
自
分
で

住
み
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
、
住
宅
の
評
価
軸
に
な
る
べ
き
だ
。
あ
い
に
く
な
こ
と
に
、

日
本
的
デ
ザ
イ
ン
は
ほ
と
ん
ど
が
、
健
康
で
体
力
の
あ
る
人
間
を
前
提
と
し
て
い
る
。
畳

の
上
で
の
平
座
と
い
う
住
様
式
か
ら
し
て
そ
う
な
の
だ
。
そ
ん
な
も
の
と
心
中
す
る
な
ど
、

思
の
骨
項
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
住
文
化
」

の
美
名
の
も
と
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
開
題
は
?

伝
統
的
な
住
宅
デ
ザ
イ
ン
で
の
問
題
点
を
列
記
す
れ
ば
、
床
段
差
、
敷
居
、
階
段
、
浴

室
、
畳
な
ど
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
健
康
な
成
人
以
外
は
そ
の
存
在
が
見
え
な
か
っ
た
三

O
年
前
に
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
同
期
生
の
う
ち
の
八

O
%
ほ
ど
が
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
現
在
で
は
無
視
で
き
な
い
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
手
短
に
コ
メ
ン
ト
す
る
。



日
本
の
住
宅
は
ど
う
し
て
地
商
よ
り
高
い
の
か

建
築
基
準
法
施
行
令
幻
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
建
物
を
建
て
る
と
き
に
は
、
床
面
を
地

盤
の
基
準
函
よ
り
四
五
セ
ン
チ
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
の
は
、
地
面
か
ら

の
湿
気
の
影
響
を
紡
ぐ
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
湿
気
の
影
響
を
ほ
か

の
手
段
を
用
い
て
防
止
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
必
要
は
な
い
。
多
く
の
国
で
は

地
面
は
比
較
的
乾
燥
し
て
い
て
、
収
納
目
的
に
地
下
室
が
よ
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
わ

が
国
で
は
収
納
は
ほ
と
ん
ど
地
上
の
蔵
で
あ
っ
て
、
地
下
室
の
例
は
あ
ま
り
な
い
の
を
み

れ
ば
、
こ
の
間
題
は
深
刻
な
の
だ
と
推
察
で
き
る
。
確
か
に
、
梅
雨
時
や
秋
の
台
風
シ
ー

ズ
ン
な
ど
の
万
が
一
の
出
水
時
に
備
え
て
、
床
を
上
げ
て
お
く
の
が
賢
い
や
り
方
で
あ
る

こ
と
は
事
実
で
、
ほ
か
に
確
固
と
し
た
理
由
が
な
け
れ
ば
、
地
面
か
ら
上
げ
て
お
け
ば
失

敗
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
加
え
て
、
道
路
よ
り
建
物
敷
地
を
少
し
上
げ
る
こ
と
も
一
般

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
地
面
か
ら
持
ち
上
げ
れ
ば
、
そ
の
住
宅
は
バ
リ
ア
フ

リ
ー
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
特
に
最
近
の
よ
う
に
狭
小
な
敷
地
で
は
、
こ
の
間
題
に

対
す
る
手
軽
な
解
決
策
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
住
宅
の
入
り
口
で
あ
る
玄
関
に
あ
る
段
差
は
、
こ
の
地
面
か
ら
の
湿
気
の
影
響
を

避
け
る
た
め
に
床
を
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
要
請
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
一
方
で

は
格
式
の
問
題
が
あ
り
、
も
う
一
方
で
は
泥
除
け
、
ほ
こ
り
止
め
と
い
う
実
用
的
な
意
味

が
あ
る
。
確
か
に
、
す
き
ま
風
で
土
問
の
汚
れ
が
押
し
よ
せ
て
く
る
の
は
、
段
を
つ
け
て

い
れ
ば
か
な
り
防
げ
る
。
も
っ
と
も
、
格
式
張
っ
た
玄
関
式
台
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
な
い

も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
い
ま
の
玄
関
は
手
狭
だ
し
、
申
し
わ
け
程
度
の
も
の
で

し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
、
式
合
と
い
う
も
の
は
武
家
住
宅
の
系
譜
に
属
す
る

も
の
で
、
そ
れ
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
住
宅
に
、
き
わ
め
て
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
た
形
で
か
ろ

う
じ
て
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
住
文
化
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
誇
張
で
あ
ろ
う
。

日
常
生
活
空
間
と
し
て
の
土
間

式
ム
口
付
き
の
玄
関
は
公
式
な
客
人
用
で
、
ふ
だ
ん
は
土
問
か
ら
出
入
り
す
る
の
が
一
殻

的
だ
っ
た
。
そ
の
土
問
は
、
土
日
は
生
活
空
間
だ
っ
た
。
い
ま
の
よ
う
な
ち
ま
ち
ま
し
た
玄
関

の
土
間
で
は
何
も
で
き
な
い
が
、
広
々
と
し
た
土
問
は
、
実
に
使
い
途
の
多
か
っ
た
空
間

で
あ
ろ
う
。
台
所
は
こ
こ
に
あ
り
、
テ
ー
ブ
ル
や
い
す
が
置
か
れ
、
食
事
も
そ
こ
で
食
べ

る
の
が
ふ
つ
う
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
い
て
い
の
作
業
は
こ
こ
で
で
き
る
し
、
天
気

の
悪
い
と
き
は
子
ど
も
の
遊
び
場
に
も
な
っ
た
。

こ
う
し
た
土
開
が
果
た
し
て
い
た
役
割
は
、
現
代
で
は
リ
ビ
ン
グ
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
、
そ

し
て
台
所
が
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
土
閣
に
は
含
ま
れ
て
い
た
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ

の
機
能
は
実
際
に
は
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
述
し
た
と
お
り
、
住
宅
の
モ
デ
ル
が

農
{
永
か
ら
武
家
住
宅
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
す
で
に

そ
こ
で
も
、
住
文
化
は
変
質
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

格
式
を
示
し
て
い
た
住
宅
内
の
段
差

で
は
、
室
内
空
間
ど
う
し
の
閣
の
段
差
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
格
や
機
能
が
違

う
空
間
で
は
、
そ
こ
を
越
え
る
と
き
に
心
を
清
め
る
た
め
に
、
立
ち
止
ま
り
、
時
と
し
て

ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
た
。
板
張
り
の
廊
下
と
畳
の
部
屋
と
の
関
係
は
、
障
子
や
襖
を
挟
ん
で
本

来
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
立
居
振
る
舞
い
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が

で
き
る
入
だ
け
が
住
宅
の
住
ま
い
手
な
ら
、
何
も
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
は
大
き

く
変
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
段
差
の
と
こ
ろ
で
そ
ん
な
作
法
を
と
る
機
会
は

ず
っ
と
減
っ
て
い
る
。
ま
た
、
住
宅
の
プ
ラ
ン
、
さ
ら
に
は
実
際
の
使
わ
れ
方
を
見
る
と
、

襖
や
障
子
は
開
け
放
し
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
畳
の
空
間
は
、
リ
ビ
ン
グ
の
延
長

に
し
か
な
っ
て
お
ら
ず
、
い
ず
ま
い
を
正
す
な
ど
、
と
う
の
昔
に
ど
こ
か
に
と
ん
で
い
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
安
易
な
形
で
わ
ず
か
な
段
差
が
つ
い
た
畳
空
間
を
導

入
す
れ
ば
、
無
造
作
に
踏
み
込
ん
だ
り
、
近
道
を
し
よ
う
と
し
て
、
つ
ま
ず
き
事
故
が
起

こ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
必
然
で
あ
ろ
う
。

単
な
る
敷
居
の
場
合
は
も
っ
と
問
題
で
あ
る
。
一
戸
や
扉
が
あ
る
の
は
空
間
を
仕
切
る
た

め
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
聞
き
放
し
に
さ
れ
る
戸
・
扉
も
少
な
く
な
い
。

空
間
の
利
用
の
概
念
が
大
き
く
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
閉
ま
っ
て
い



る
か
ら
こ
そ
敷
居
の
意
味
が
あ
り
、
利
用
者
も
そ
の
存
在
を
意
識
す
る
の
に
、
も
し
開
い

て
い
れ
ば
、
不
注
意
な
人
が
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
段
に
な
っ
た

敷
居
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
す
き
ま
風
よ
け
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
段
を
つ
け
て
お
い
た
ほ

う
が
確
実
に
召
し
合
わ
せ
が
効
く
。
し
か
し
、
開
放
し
た
ま
ま
で
は
何
の
意
味
も
な
い
。

さ
ら
に
、
足
腰
が
弱
っ
て
く
れ
ば
、
明
確
に
段
差
が
見
え
て
い
て
も
当
人
が
思
っ
て
い

る
と
お
り
の
動
き
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
体
重
の
上
下
移
動
自
体
が
苦
痛
に
な
る
。
そ

の
結
果
、
わ
ず
か
な
段
差
で
さ
え
、
障
害
に
な
っ
た
り
、
つ
ま
ず
き
の
も
と
に
な
っ
て
、

事
故
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
は
、
も
と
よ
り
予
測
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
伝
統
を
支
え
て
い
た
背
景
は
消
滅
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
居
住
者
に
わ
な
を
か
け
て
待
ち
か
ま
え
て
い
る
な
ど
、

も
は
や
住
文
化
の
名
に
依
し
な
い
だ
ろ
う
。

階
段わ

が
国
の
住
宅
で
階
段
が
急
な
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
誰
も
か
ら
「
階
段
な

ど
な
け
れ
ば
も
っ
と
い
い
の
に
」
と
忠
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
階
段

を
デ
ザ
イ
ン
の
焦
点
と
し
て
設
計
す
る
な
ど
、
わ
が
閣
で
は
な
か
っ
た
。
健
康
な
成
人
だ

け
が
使
っ
て
い
る
う
ち
は
、
階
段
は
梯
子
で
も
差
し
支
え
な
い
。
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
古
い
住
宅
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
発
想
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
洋
館
で
あ
っ
た
。
ふ
つ
う
の
住
宅
の
二
階

は
屋
根
裏
で
あ
っ
た
り
、
作
業
場
で
あ
っ
た
り
、
使
用
人
な
ど
が
寝
る
だ
け
の
空
間
で
あ

っ
た
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
頻
繁
に
上
っ
た
り
下
り
た
り
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま

た
、
急
な
階
段
を
使
え
な
い
人
は
、
階
段
を
使
う
必
要
が
な
い
離
れ
、
隠
窟
所
な
ど
に
住

ん
で
い
た
(
こ
れ
は
ご
く
最
近
ま
で
そ
う
だ
つ
た
)
。
そ
の
よ
う
な
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た

が
故
に
、
市
街
地
建
築
物
法
、
そ
し
て
戦
後
す
ぐ
に
つ
く
ら
れ
た
建
築
基
準
法
施
行
令
い

ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
階
段
勾
配
の
最
低
基
準
は
一
五
セ
ン
チ
の
踏
み
面
と
二
三
セ
ン
チ
の

蹴
上
げ
の
組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
間
の
距
離
で
間
半
の
高
さ
を
上
る
も
の

ま
で
許
容
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
の
一
般
的
な
住
宅
で
は
、
二
階
の
利
用
方
法
は
大
幅
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
居
住
空
間
に
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
鍵
康
な
成

人
だ
け
が
使
う
わ
け
で
は
な
い
。
豪
勢
な
住
宅
を
除
け
ば
、
二
階
も
重
要
な
生
活
空
関
と

し
て
利
用
さ
れ
る
べ
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
階
段
の
あ
り
方
も
変
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
で
は
、
人
が
譲
る
の
で
は
な
く
階
段
が
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
用
者
に
と
っ
て
勾
配
の
き
っ
す
ぎ
る
措
段
は
と
う
て
い
住
文
化
な
ど
で
は
な
く
、
論
外

で
あ
ろ
う
。

便
所和

風
便
器
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
あ
れ
は
住
文
化
だ
ろ
う
か
。
汲
み
取
り
式
で
あ
る
こ

と
は
、
尿
尿
を
肥
料
に
し
て
い
た
時
代
は
重
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、
汲
み

取
る
側
が
住
人
に
費
用
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
も
い
わ
れ
た
。
い
ま
で
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
切
な
く
、
汲
み
取
っ
て
も
ら
う
ほ
う
が
そ
の
た
め
の
費
用
を
払
う
。
深
尿
の

経
済
的
価
値
が
な
く
な
り
、
水
洗
便
所
に
変
わ
っ
た
と
き
に
、
和
風
便
器
の
存
在
意
義
も

同
時
に
消
滅
し
た
の
だ
ろ
う
。
西
洋
便
器
は
男
子
小
用
便
器
の
役
告
も
兼
ね
ら
れ
る
の
で
、

便
所
の
磁
積
節
約
に
も
寄
与
し
た
の
が
、
日
本
住
宅
公
邸
の
団
地
を
先
兵
と
し
て
全
国
的

に
ま
た
た
く
ま
に
普
及
し
た
最
大
理
由
だ
と
開
い
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
こ
の
と
き
に
、

水
が
あ
ふ
れ
で
床
が
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
る
こ
と
を
危
倶
し
て
、
便
所
の
床
を
一
段
下
げ
て

つ
く
る
こ
と
も
か
な
り
一
般
的
に
な
っ
た
。
せ
っ
か
く
使
い
や
す
い
便
所
が
で
き
る
は
ず

が
、
ボ
タ
ン
を
掛
け
違
え
た
の
だ
。
こ
れ
は
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
解
決
さ
れ
そ
う
だ

が
、
公
共
空
間
で
は
依
然
と
し
て
和
風
便
器
が
大
き
な
顔
を
し
て
い
る
。
あ
れ
は
ど
こ
か

お
か
し
い
。

浴
室風

呂
も
、
現
在
の
住
宅
で
は
段
差
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
脱
衣
{
長
か

ら
洗
い
場
に
入
る
際
に
は
、
一
段
下
が
っ
た
り
、
あ
る
い
は
跨
ぎ
が
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
、



二
階
で
は
、
水
処
理
を
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
脱
衣
室
を
廊
下
よ
り
一
段
上
げ
る
こ
と

が
一
般
的
だ
(
そ
う
し
な
い
と
た
い
へ
ん
な
の
だ
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
伝
統
的
な
方
法

か
ど
う
か
、
実
は
疑
問
が
あ
る
。
だ
い
た
い
、
い
ま
の
よ
う
な
風
呂
が
住
宅
で
一
般
的
に
な

っ
た
の
が
、
さ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
前
は
都
市
で
は
、
内
風
呂
よ

り
も
銭
湯
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
湯
を
立
て
る
の
は
か
な
り
の
ぜ
い
た

コ
ッ
ク
を
ひ
ね
れ
ば
湯
が
出
る
な
ど
と
い
う
の
は
論
外
だ
っ
た
。
た
ら
い

で
行
水
と
い
う
と
こ
ろ
が
せ
い
ぜ
い
だ
っ
た
。

し
か
し
、
温
泉
を
知
っ
て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
内
嵐
呂
は
理
想
だ
っ
た
に
違
い

な
い
。
ふ
ん
だ
ん
に
使
え
る
湯
を
湯
舟
に
た
た
え
、
そ
こ
で
ゆ
っ
く
り
と
身
体
を
温
め
、

汚
れ
は
洗
い
場
で
落
と
す
と
い
う
や
り
方
を
住
宅
に
適
用
す
れ
ば
、
温
泉
や
銭
湯
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
版
に
な
り
、
段
差
を
用
い
て
水
処
理
を
す
る
の
は
た
ぶ
ん
必
然
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

自
然
な
勾
配
で
さ
り
げ
な
く
大
量
の
水
を
処
理
す
る
の
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
が
、
結
果

と
し
て
、
家
庭
内
で
の
高
齢
者
介
護
の
最
大
課
題
が
入
浴
に
な
っ
た
の
は
ご
存
知
の
と
お

り
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
浴
室
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
動
線
自
体
が
、
段
差
や
敷
居
な
ど
で
何
重
も
の
バ
リ
ア
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ

が
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
て
お
い
て
、
膨
大
な
マ
ン
パ
ワ

l
費
用
を
か
け
て
入
浴

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
も
、
よ
く
て
月
に
二
回
程
度
と
い
う
結
末
は
、
い
さ
さ
か
常
軌
を

逸
し
て
い
る
。
い
ま
の
風
呂
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
守
る
べ
き
住
文
化
と
は
い
え
ま
い
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
て
シ
ャ
ワ

i
を
浴
び
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
そ
ん
な
苦
労
が
う
そ

み
た
い
に
な
る
は
ず
だ
。

く
で
あ
っ
て
、

畳
日
本
的
デ
ザ
イ
ン
の
象
徴
の
も
う
一
つ
は
畳
だ
ろ
う
。
畳
の
上
で
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
り
、

寝
転
が
っ
た
り
す
る
の
が
大
好
き
と
い
う
人
は
多
い
。
温
度
の
高
い
わ
が
国
で
は
、
素
足

で
快
適
な
床
仕
上
げ
材
と
し
て
、
回
笠
の
評
価
は
高
い
し
、
多
用
途
空
間
の
仕
上
げ
と
し
て

は
難
が
少
な
い
。
洋
風
を
主
体
と
し
た
住
宅
で
も
、
畳
部
屋
を
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
つ
く

っ
て
お
か
な
い
と
、
建
て
売
り
で
最
後
ま
で
売
れ
残
る
し
、
賃
貸
で
も
そ
う
だ
と
い
う
。

バ
リ
ア
フ
リ
!
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
気
を
つ
け
な

い
と
段
差
が
つ
い
て
し
ま
う
し
、
事
実
上
ふ
と
ん
就
寝
が
強
制
さ
れ
る
か
ら
、
体
力
が
衰

え
る
と
敷
き
っ
ぱ
な
し
か
ら
寝
た
き
り
へ
の
近
道
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
は
畳
は
ベ
ッ
ド

の
集
中
荷
重
を
支
え
き
れ
な
い
し
、
率
い
す
が
侵
入
し
て
く
れ
ば
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
で
あ
る
。

ベ
ッ
ド
を
排
除
し
て
の
畳
と
ふ
と
ん
の
組
み
合
わ
せ
が
、
生
活
と
い
う
点
か
ら
は
最
悪
だ
。

筆
者
が
薦
め
る
の
は
、
フ
ロ
ア
か
ら
四

0
セ
ン
チ
程
度
高
く
し
た
畳
空
間
の
導
入
だ
。

こ
う
す
れ
ば
、
問
題
点
の
い
く
つ
か
を
回
避
で
き
る
し
、
住
文
化
は
あ
る
意
味
で
は
保
て

ヲ
h
v

。
し
か
し
、

設
計
者
の
倣
慢
を
排
す

使
い
に
く
く
、
事
故
の
も
と
に
な
る
も
の
が
、
住
文
化
で
あ
る
が
故
に
温
存
さ
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
議
論
に
は
、
筆
者
は
一
切
与
み
し
な
い
。
使
い
勝
手
、
安
全
性
よ
り
住
文
化

を
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
責
任
を
す

べ
て
お
取
り
に
な
る
覚
悟
い
が
あ
れ
ば
、
設
計
者
も
施
主
も
住
文
化
に
固
執
さ
れ
て
も
結
構
。

た
だ
し
責
任
は
、
事
故
死
亡
に
対
す
る
設
計
者
の
賠
償
責
任
も
含
ま
れ
る
〈
概
念
的
に
は

P
L
、
つ
ま
り
製
造
物
賠
簡
責
任
に
相
当
す
る
も
の
)
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
。
か
り
に
危

険
な
設
計
を
施
主
が
容
認
し
た
り
、
さ
ら
に
は
求
め
た
と
し
て
も
、
第
三
者
が
被
害
を
受

け
た
ら
訴
訟
の
と
ば
っ
ち
り
は
設
計
者
に
飛
ん
で
こ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

た
と
え
そ
れ
が
個
人
の
住
宅
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
想
定
さ
れ
た
居
住
者
以
外
が
そ
こ
に

い
る
こ
と
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
か
ら
だ
。
客
の
事
故
は
、
当
事
者
聞
の
合
意
範
回

を
超
え
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
も
し
そ
の
住
宅
が
ひ
と
た
び
売
買
さ
れ
れ
ば
、
設
計
の
前

提
は
一
挙
に
崩
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
場
合
、
安
全
を
無
視
し
た
デ
ザ
イ
ン
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
し
て
、
施
主
と

の
合
意
も
法
的
に
は
無
効
に
な
る
可
能
性
だ
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
社
会
の
約

束
ご
と
に
、
設
計
者
は
あ
ま
り
に
も
無
知
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
よ
る
と
、
職

業
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
と
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
事

実
こ
そ
が
、
建
築
家
が
わ
が
国
に
お
い
て
は
三
大
自
由
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
職
能
を
確



立
し
得
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
筆
者
は
つ
ね
づ
ね
考
え
て
い
る
ほ

ど
だ
。

強
者
の
論
理
を
押
し
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い

も
う
一
つ
許
し
が
た
い
の
は
、
住
宅
の
中
が
多
少
不
便
な
ほ
う
が
自
然
に
訓
練
に
な
る

か
ら
高
齢
者
に
と
っ
て
い
い
と
い
う
、
王
張
で
あ
る
。
和
風
寵
器
に
し
ゃ
が
ん
だ
り
、
敷
居

を
跨
い
だ
り
、
段
差
を
乗
り
越
え
た
り
と
い
う
、
日
本
的
デ
ザ
イ
ン
に
根
ざ
す
の
が
そ
う

し
た
訓
練
項
目
だ
と
い
う
。
体
力
が
衰
、
え
た
居
住
者
を
住
宅
内
で
の
訓
練
に
縛
り
つ
け
、

一
歩
も
外
に
出
さ
な
い
つ
も
り
で
す
か
。
ひ
と
た
び
外
に
出
れ
ば
、
完
全
に
平
ら
な
歩
行

環
境
は
で
き
っ
こ
な
い
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
使
い
に
く
さ
は
残
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会

的
に
行
動
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
で
も
外
出
す
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
比
べ

れ
ば
、
住
宅
の
中
で
の
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
バ
リ
ア
と
の
戦
い
が

Q
O
L
と
関
係
あ
る

と
は
、
ど
う
こ
じ
つ
け
て
も
い
え
な
い
は
ず
だ
。
ま
た
、
作
業
療
法
士
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
本
人
の
自
主
的
な
参
加
を
引
き
出
す
か
、
い
つ
も
苦
労
し
て
い
る
の
で
、
か
り
に
そ
う

し
た
「
訓
練
」
が
在
宅
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
に
取
り
入
れ
ら
れ
で
も
、
す

ぐ
や
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
よ
く
知
っ
て
い
る
。

逆
に
、
そ
れ
が
生
活
の
上
で
必
ず
し
も
使
わ
な
く
て
も
す
む
空
間
で
あ
れ
ば
、
使
え
る

時
だ
け
挑
戦
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
従
来
の
よ
う
な
手
す
り
無

し
で
急
勾
配
で
は
な
く
、
そ
こ
そ
こ
緩
や
か
な
勾
配
で
子
す
り
が
ち
ゃ
ん
と
つ
い
た
階
段

の
昇
降
は
、
行
動
機
能
を
あ
る
水
準
に
保
つ
の
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
使
う
の
が

は
な
は
だ
困
難
に
な
っ
た
時
の
こ
と
も
考
え
て
お
く
べ
き
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
階
段
の

向
、
」
う
側
の
空
間
は
壮
大
な
む
だ
遣
い
と
な
る
。

お
わ

b
に

て
き以
た上

バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
な
い
〈
住
文
化
〉
が
も
た
ら
す
不
都
合
に
つ
い
て
、
断
罪
し

い
さ
さ
か
強
引
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
〈
住
文
化
〉
を
そ
の
ま
ま
許

容
し
て
い
れ
ば
、
遠
か
ら
ず
破
局
に
到
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
伝
統
の
無
批
判
な
継

承
は
、
緩
や
か
な
変
化
の
時
代
に
は
と
も
か
く
、
急
速
に
高
齢
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
的
背

景
の
も
と
で
は
妥
当
で
は
な
い
。
特
に
大
家
族
制
な
ど
、
伝
統
的
な
住
宅
で
の
高
齢
者
の

生
活
を
支
え
て
き
た
暗
黙
の
前
提
が
音
を
立
て
て
山
崩
れ
つ
つ
あ
る
現
状
で
は
、
単
な
る
感

傷
で
住
文
化
を
擁
護
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
住
宅
の
デ
ザ
イ
ン
を
通
し
て
居
住
者
に

責
任
を
負
っ
て
い
る
建
築
家
や
技
術
者
の
ほ
ん
と
う
の
自
覚
が
、
い
ま
要
請
さ
れ
て
い
る
。

建
築
基
準
法
な
ど
で
規
制
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
に
を
や
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
と
内

心
思
っ
て
い
る
向
き
が
少
な
く
な
い
よ
う
だ
が
、
論
外
だ
。
そ
う
し
た
倣
慢
な
設
計
に
よ

る
費
用
は
、
社
会
的
費
用
と
し
て
い
ず
れ
ど
こ
か
で
償
い
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
責
任
は
、
職
能
に
伴
う
も
の
と
し
て
設
計
者
に
と
ら
せ
る
べ
き
だ
。

(
こ
せ
・
さ
と
し
/
建
設
省
建
築
研
究
所
設
計
計
一
間
研
究
室
長
)

〈注〉本
原
稿
の
一
部
に
、
以
前
『
住
宅
』
誌
に
書
い
た
も
の
を
再
構
成
し
て
加
筆
し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お

断
り
す
る
。

〈
参
考
文
献
v

-
古
瀬
欽
(
一
九
九

O
)
「
高
齢
者
の
行
動
能
力
と
住
宅
設
計
」
、
『
建
築
技
術
』
第
四
七
四
号
、
二
二
六
l
二

一
二
三
ペ
ー
ジ
。

-
士
口
瀬
敏
(
一
九
九
一
乙
「
長
寿
社
会
対
応
住
宅
設
計
指
針
」
、

P
の
ら
か
・
建
築
研
究
成
果
撰
』
第
一

O

集
、
二
二
九
i
二
三
九
ペ
ー
ジ
。

-
建
設
省
(
一
九
九
一
乙
総
合
技
術
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
長
寿
社
会
に
お
け
る
居
住
環
境
向
上
技
術
の
開

発
i
建
築
関
迷
技
術
の
開
発
」
報
告
書
。

-
十
日
瀬
敏
(
一
九
九
一
一
)
「
建
築
物
利
用
者
像
の
再
考
営
迫
る
高
齢
化
」
、
吋
建
築
雑
誌
』
一
一
一
一
三
六
号
、
四

六
ペ
ー
ジ
。

-
十
日
瀬
敏
ご
九
九
一
二
)
「
日
本
の
住
宅
の
段
差
と
伝
統
・
〈
伝
統
〉
と
〈
高
齢
化
〉
の
矛
盾
克
服
を
」
、
司
住

宅
』
第
問
八
九
号
、
コ
二

1
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
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図 14役紀のディナー風交

ディナーの食事は部屋の壁際にベンチをしつ

らえ、 そのIJIj仁Jifill!Jj'¥のテーブノレをまfいて行

なわれた。
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日
本
の
「
玄
関
」
に
て

間一 2 14世紀おわりのベッド

ベッドの上部に四角いフレームがつき、そ

こにカーテンがi図る。この穏のベッドは小

さな部原のようなさE聞をもっ家具である。

図…3 16世紀初めの木版箇

ベッドに主主るときに靴を目見「ことが訴さ

れている o

あ
る
日
曜
日
の
夕
方
、
わ
が
家
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
友
人
一
行
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
た
。
定
刻
に
電
話
が
あ
っ
て
、
や
が
て
賑
や
か
な
足
音
が
近
づ
い
て
く
る
。

こ
ち
ら
か
ら
、
玄
関
の
ド
ア
を
開
く
と
、
大
き
な
身
体
の
外
国
人
数
人
で
、
わ
が

集
合
住
宅
の
玄
関
先
は
そ
れ
こ
そ
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。

花
束
を
抱
え
て
、
に
こ
や
か
に
あ
い
さ
つ
し
よ
う
と
す
る
友
人
に
、
「
ど
う
ぞ
お

入
り
く
だ
さ
い
」
と
声
を
か
け
て
、
上
が
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
促
す
。
し
か
し
、

外
国
人
の
場
合
、
ま
ず
靴
を
脱
ぐ
の
に
時
間
が
か
か
る
。
靴
を
脱
い
だ
そ
の
後
の

行
動
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
予
想
外
の
、
靴
下
の
ま
ま
玄
関
の
タ
タ
キ
の
上
に

立
っ
て
し
ま
う
行
動
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

外
国
人
は
、
「
日
本
の
住
宅
で
は
靴
を
脱
ぐ
習
慣
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
識

と
し
て
は
了
解
し
て
い
て
も
、
そ
れ
に
伴
う
振
る
舞
い
方
と
段
差
の
意
味
は
わ
か

っ
て
い
な
い
。
反
対
に
、
ほ
ん
の
数
セ
ン
チ
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
住
宅
の



図-4 潔氏物隠柏木

i¥lIll而lま病床の干白木とタ主主の士、tl磁の場面。波長生i主

の建物ては、柱と伎の[11]に御緩や壁代をかけ、

JL中'RやWPA止の潟度を主主て隠し、主主を数いて、人

のいる場所をつくった。

関-5 ~華氏物怒竹河

i而1随ilま}賓が志望差のいる持仏殺を，i訪ねたところ。

iujユカの主主主の伺闘には後の子縁が闘ってい

る。御綴と JL桜の雄子(かたびら)が、ソトと

ウチをやわらか(f士切る。
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寝
つ
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活
ま
ら

し

に

の

飾

E

の

上

位

が

一

度

の

、

台

図
御
投
・
叫
ん
鋭

各
所
に
あ
る
「
段
差
」
は
、

を
知
ら
さ
れ
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と

ふ
た
つ
の
住
文
化

「
家
に
上
が
る
」
の
か
「
{
永
に
入
る
」
の
か
、
こ
の
ふ
た
つ
の
一
言
葉
は
、
「
ウ
チ
」

と
「
ソ
ト
」
の
境
界
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
和
洋
の
基
本
的
相
違
を
示
す
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

西
欧
の
組
積
造
の
建
物
で
は
、
「
ウ
チ
」
と
「
ソ
ト
」
と
は
壁
に
よ
っ
て
隔
絶
さ

れ
、
小
さ
な
関
口
部
を
も
っ
関
鎖
的
な
住
ま
い
が
造
ら
れ
た
。
関
口
部
に
は
重
厚

な
建
具
が
入
り
、
ド
ア
に
は
常
時
鍵
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
住
居
で
は
、

玄
関
の
ド
ア
を
通
過
す
る
こ
と
が
内
部
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ウ
チ
」
の
空
間
は
、
土
問
式
に
な
っ
て
お
り
、
人
ぴ
と
は
土
の
冷
た
き
ゃ
混

気
や
不
潔
さ
か
ら
離
れ
、
二
疋
の
高
さ
に
身
体
や
モ
ノ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
装

置
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
脚
付
き
の
家
具
(
い
す
や
テ
ー
ブ
ル
や
ベ
ッ
ド
な
ど
)

を
工
夫
し
、
「
い
す
坐
」
の
生
活
様
式
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
図
i
1
)。
ベ

ッ
ド
に
「
上
が
る
」
時
に
靴
を
脱
ぐ
行
為
や
(
図
i
3
)、
天
芸
品
や
カ
ー
テ
ン
を
つ
け

た
ベ
ッ
ド
(
図
i
2
)を
み
る
と
、
西
欧
に
お
け
る
脚
付
き
家
具
は
、
日
本
の
一
片
付
の

家
に
も
通
じ
る
空
間
装
遣
で
あ
る
、
と
い
っ
た
感
想
を
抱
く
。

日
本
の
住
宅
は
木
造
軸
組
の
構
造
を
基
本
と
し
、
屋
根
と
高
ユ
カ
(
地
面
か
ら

離
れ
た
高
さ
に
造
ら
れ
る
板
張
り
ユ
カ
)
の
ふ
た
つ
の
平
面
に
挟
ま
れ
た
空
間
と

し
て
造
ら
れ
た
。
柱
と
柱
の
隅
に
は
、
や
わ
ら
か
い
仕
切
り
と
し
て
の
塀
界
具
が

用
い
ら
れ
(
図
!
と
、
開
放
を
旨
と
す
る
障
子
や
襖
の
よ
う
な
建
具
が
発
達
し
た
。

主
室
の
周
囲
に
は
、
広
い
縁
の
ス
ペ
ー
ス
が
造
ら
れ
、
ソ
ト
と
ウ
チ
と
を
融
合
す

る
独
特
な
領
域
が
形
成
さ
れ
た
(
図
1
5
)
。

「
ウ
チ
」
と
「
ソ
ト
」
の
空
間
が
相
互
浸
透
す
る
よ
う
な
住
居
で
は
、
高
ユ
カ

に
上
が
る
こ
と
が
、
ウ
チ
の
空
間
へ
入
る
こ
と
に
通
じ
て
お
り
、
高
ユ
カ
の
中
で

の
微
妙
な
段
差
や
そ
の
上
に
用
い
ら
れ
る
座
呉
・
敷
物
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ



図 後白河法皇、法然に帰依して、imI像

を宝蔵に絞めるJ

これは清涼殿JIEのrm、:fL量生の土にはi1，然が坐っ

ている。!見の[手足の音11分に桜台の)l'iと紫闘の!:i.

がみえるのは、 t:in天JitのJ'lm庁とうかがえる。

公卿や段上人はいずれも束帯姿、階のいこは衛

門!舟の武 1;¥が険している。忠良没造では、儀式の

|荻には、 f~jJiE と授の二子縁および荷庭がひとつの

J"1aとして{史われ、それぞれの肢の向きて位持?の

JfjilJ が表与t され 1~ 。

以:17-9 tH典:'1'央公論干i 討しrJ本絵巻大1&

?'i去然 l二人絵伝ょより

図-8 r大胡太郎実秀、法然に念仏安心を尋ねるJ

';k:秀 1 :1.吉11庭内に投を敷いてあ「らをかいて AI~ り、

法然からの返事の文を読んでいる。 IIii庭には文

j!たいの f，Ë-í~.がひざまずいている。 u(t主と文事Eいは、

ILJiユカJc!:民主という 11¥の判Ii主によって身分を分

けている力人「主主ごしJ に九JTI而してやりとりして

いる。

図 法然、流耳lJを畷〈門弟たちに、最後の教訓」

法然の流刑を111)(I"J弟たちは悲壮な雨もちで'i*然の1i令肢につめかけた。これは、

流)flJを嘆く 1"Jj'flたちに、法然が最後の教訓|をたれているところ。 1座に法然が

~~::を~tXいて坐っている。その法然に士、lJ坐するように数かれた伐には、 1"]弟たち

があふれる。紋の l二には11':1'11白iIや-9;，)五たちがにじり寄り、紋の端に中絞姿て腰

掛けてぞおりの紐を解く女の姿もある。応に立っている人の姿もある。紋の笠

[BJは、腰掛けてもあり、内部への上がり nでもあった。

ま
な
場
面
や
振
る
舞
い
が
生
起
さ
れ
る
と
い
う
「
ユ
カ
坐
」
の
生
活
様
式
が
発
達

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
板
張
り
の
よ
同
ユ
カ
」
は
、
欧
米
の
家
具
に
匹
敵
す
る
意

味
と
機
能
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
住
宅
に
は
、
こ
の
高
床
住
居
の
流
れ
を
も
っ
貴
族
住
宅
と
、
竪
穴
住
居

か
ら
の
流
れ
を
も
っ
庶
民
住
宅
と
の
こ
系
列
が
あ
り
、
そ
れ
が
互
い
に
影
響
を
及

ほ
し
あ
い
な
が
ら
今
日
に
至
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
日
本
の
住
宅
に
お
け
る
「
段
差
」
は
、
大
き
く
み
て
、
貴
族
住
宅
の

高
ユ
カ
式
に
お
け
る
段
差
、
お
よ
び
庶
民
住
宅
の
土
間
部
分
と
高
ユ
カ
部
分
と
の

間
の
段
差
、
と
い
っ
た
ふ
た
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

貴
族
住
宅
に
お
け
る
「
段
差
」
の
意
味

和
風
住
宅
の
座
敷
に
坐
っ
て
周
囲
を
見
る
時
、
人
聞
の
視
線
は
ほ
ぼ
水
平
に
ユ

カ
面
を
這
う
よ
う
に
伸
ぴ
て
い
く
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
「
段
差
」
の
意
味
や
効

果
は
、
こ
う
し
た
人
聞
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
応
じ
た
視
点
で
と
ら
え
る
必
要
が

ふ
め
ヲ
令
。

平
安
時
代
の
寝
殿
造
で
は
ユ
カ
は
板
張
り
で
、
人
の
坐
る
所
に
だ
け
畳
を
敷
い

た
。
板
張
り
ユ
カ
の
上
に
部
分
的
に
敷
い
た
畳
の
縁
は
側
面
ま
で
囲
っ
て
お
り
、

そ
の
厚
み
や
縁
の
文
様
が
よ
く
見
え
る
。
そ
こ
で
、
当
時
は
畳
の
上
に
坐
る
人
の

身
分
に
よ
っ
て
、
畳
の
大
き
さ
と
縁
の
文
様
を
変
え
た
の
で
あ
る
(
図
|
E
)
。
ま

た
、
寝
殿
造
の
内
部
空
間
は
、
母
屋
と
庇
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
は
じ

め
は
、
庇
の
下
の
空
間
は
吹
き
放
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
庇
の
外
側

に
建
具
が
入
り
、
内
部
は
母
屋
と
庇
を
通
じ
た
空
開
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
母
屋

の
部
分
は
庇
の
部
分
よ
り
天
井
が
高
く
、
ユ
カ
も
一
段
高
か
っ
た
ら
し
い
。
母
屋

と
庇
は
空
間
の
重
要
度
が
異
な
っ
て
い
て
、
母
屋
に
坐
る
人
と
、
庇
の
部
分
に
生

る
人
と
は
身
分
が
違
っ
た
の
で
あ
る
。

寝
殿
造
の
南
庭
と
南
階
は
重
要
な
儀
式
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
折
に
は
、

高
ユ
カ
の
寝
殿
に
上
が
れ
る
人
と
上
が
れ
な
い
人
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
身
分
の



図ー10 重量豊富の縁側で

遊ぶ子ども(昭和30~手)

民家の紋i!刊で、晩秋の

flifilまりに子供たちが

集まり遊んでいる。1/寝

苦卜けている了どちも、

守やっている fどももい

る。

7J-}.'{・文/議芥元一、

解説/井:H孫六fふ

るさとの!1{{干'IlaJより

CiiI-11 世田谷の戸建

て住宅の縁側l
lll立Ji&J;こを'}:1;んでいた
が今はサラワー?ンit
'1:;てある。築11:'は内〈、

イ£製のガラス戸が入り、

{JflJ足ぎ石のある紋iWJ。
五まの11Jiさは70センチと

かなり 11Jjい。ネ

図一12 奈良県今井町の町屋、盤照

望者

今)I'IUJのIUf!，誌は土IIiJの部分が大き

くiil>J.i!が;二担l同日決となり、 tVゑのfllJ

取りにもJli.ぃl，¥が特徴であるノみせ

のま J より「なかのま」のユカレベ

ノレが一段i:':j(、「なかのま Jのliijには

:;!f1J足ぎ司1がある。ここから外外した

ことカ?わかる。

図 13 宙T墜における「正月のあい

さつ」

Plrl~lの大戸 11 を入った土1mで、古111.誌

にいる主人と米吉:が年1'iのあいさつ

を交わすnJlfrioぷ人;主役に手をつい

て、治:人はl:IilJに)[って月奮をかがめ

てあいさつを交わしている。

大il'JiIUWiiまいの人野i壬んより

lJR'~t~!l1rJの捌{詩的

)11 

相
違
が
象
徴
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
図
1
7
)。

と
こ
ろ
が
、
書
院
造
が
成
立
す
る
過
程
で
畳
が
部
屋
に
敷
き
詰
め
と
な
る
と
、

畳
の
縁
(
厚
み
)
の
部
分
が
見
え
な
く
な
り
、
そ
の
文
様
に
よ
っ
て
、
身
分
を
表

す
こ
と
も
効
果
的
で
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
畳
の
部
屋
の
一
部
を
高
く
し
「
上

段
」
を
設
け
、
身
分
に
応
じ
て
、
「
上
段
」
「
下
段
」
に
坐
る
人
を
分
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貴
族
住
宅
の
流
れ
を
み
る
と
、
人
聞
の
座
の
高
低
に
よ
っ
て
、

山
口
問
位
の
者
の
視
線
が
よ
り
高
く
保
た
れ
る
よ
う
序
列
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

〉

ミ

〉

。

土
カ
f-

座
の
相
違
に
よ
っ
て
人
間
関
係
を
象
徴
す
る
と
い
う
場
面
は
、
日
本
の
貴
族
住

宅
に
だ
け
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
欧
の
住
ま
い
で
は
、
公
的
な
人
間
関
係

の
秩
序
の
表
現
は
、
い
す
や
ベ
ッ
ド
(
今
日
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な
私
的
な
家

具
で
は
な
い
)
な
ど
の
意
匠
の
発
達
に
よ
っ
て
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「縁」

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

の

周

囲

に

設

け

ら

れ

る

「

縁

」

寝

殿

造

の

「

饗

の

子

」

縁
、
書
院
造
の
「
広
縁
L

や
「
落
縁
」
な
ど
に
そ
の
原
型
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
使
い
方
を
、
当
時
を
語
る
絵
巻
物
(
法
然
上
人
絵
伝
)
を
手
が
か
り
に
見

て
み
る
と
、
例
え
ば
、
大
胡
太
郎
実
秀
が
文
使
い
か
ら
手
紙
の
返
事
を
受
け
取
る

場
所
と
し
て
「
縁
先
」
が
使
わ
れ
て
い
る
(
図
|
B
)
。
さ
ら
に
、
法
然
が
門
弟
た
ち

に
教
訓
を
た
れ
る
場
面
で
は
、
法
然
は
部
屋
の
奥
に
い
て
、
門
弟
た
ち
と
対
座
し

て
い
る
が
、
門
弟
は
部
屋
か
ら
縁
へ
と
溢
れ
る
よ
う
に
坐
っ
て
い
る
。
ま
た
、
縁

は
庭
か
ら
の
腰
掛
け
と
し
て
も
、
部
屋
へ
の
上
が
り
口
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い

る
(
図
1
9
1

の
ス
ペ
ー
ス
は
、

縁
は
部
屋
よ
り
一
段
抵
い
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
坐
る
人
の
身
分
を
象
徴
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
部
屋
空
間
の
延
長
と
し
て
、
ま
た
底
か
ら
の
腰
掛
け
と
し
て
、

あ
る
い
は
部
屋
へ
の
上
が
り
口
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
用
法
は
今
日
の
「
縁

側
」
と
も
ん
口
い
通
じ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
菌
i
m
-
-。



図-14 京都の町屋

の rなかのまJ での

応対

fなかのま」の lーが

りはなには等!日のI'li

イ1;卜11が数かれ、容は

その 1:に腰掛けてい

る。一方、家の主人

{主任の lーにiHKし応

対をしている。

同111内l三 '11本のす

まし、 rcより

図一15 屋幾量家の rじ川j

縁」てで，の応対 昭手和日

1η2年

}~i'~~のjニ|百! と j反 g!~ り

ユカの接する部分lこ

は相;s長りの小さなf左

手~~~rmがあって、ち

ょっとした容との応

対に{史われた。ぉ:は

jil止を小紋の lーにあ

げ、}り立を LII¥J(こち

11"、 r'f骨長十卦11Jのよ

うな姿勢?をとってい

る。

I[H~民 l刈ー10に1，;)じ

庶
民
住
宅
に
お
け
る
、
高
ユ
カ
部
分
と
土
間
部
分
と
の

「
段
差
」
の
利
用

町
屋
は
古
代
か
ら
京
都
で
発
達
し
た
商
家
で
あ
り
、
そ
の
内
部
は
、
片
側
に
表

か
ら
裏
に
通
じ
る
土
閣
の
通
り
庭
が
あ
っ
て
、
こ
の
通
り
庭
に
沿
っ
て
一
列
な
い

し
二
列
に
部
屋
が
並
ぶ
。
土
聞
に
は
、
戸
概
、
か
ま
ど
、
流
し
な
ど
が
あ
り
、
家

業
・
炊
事
・
家
事
な
ど
の
場
所
と
な
る
。

「
広
間
型
」
あ
る
い
は
「
田
の
字
型
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
農
家
の
間
取
り
も
、

ユ
カ
上
の
部
屋
と
大
き
な
土
問
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
間
取
り
が
特
徴
で
あ
る
。

農
家
の
土
問
は
冬
期
や
夜
な
べ
の
農
作
業
場
と
し
て
、
ま
た
炊
事
場
、
食
糧
置
場
、

道
具
置
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

庶
民
住
宅
は
、
「
町
屋
」
「
農
家
」
と
も
、
土
問
と
ユ
カ
と
が
比
較
的
長
い
距
離

で
接
す
る
か
た
ち
の
住
居
で
あ
る
点
が
共
通
す
る
(
図

i
g。

こ
の
ユ
カ
上
と
土
間
と
の
「
段
差
」
は
い
か
に
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
町
屋

の
ユ
カ
上
の
部
屋
は
、
例
え
ば
、
表
側
か
ら
「
み
せ
の
ま
」
「
な
か
の
ま
」
「
だ
い

ど
こ
ろ
」
な
ど
と
な
る
。
「
み
せ
の
ま
」
に
接
す
る
土
問
は
「
み
せ
に
わ
」
と
も
呼

ば
れ
、
そ
の
段
差
は
庖
の
客
の
応
対
ゃ
あ
い
さ
つ
の
場
所
と
な
っ
た
(
図
!
日
。
「
な

か
の
ま
」
の
段
差
は
親
し
い
し
客
を
接
待
す
る
場
と
な
り
、
客
は
履
き
物
を
脱
が
ず

に
上
が
り
は
な
に
腰
掛
け
、
家
人
は
部
屋
に
坐
っ
て
応
対
す
る
こ
と
が
で
き
た
(
図

刊
)
。
ま
た
、
流
し
や
か
ま
ど
な
ど
に
関
わ
る
調
理
作
業
は
土
問
で
立
式
で
行
な

い
、
「
だ
い
ど
こ
ろ
」
の
ユ
カ
上
と
の
段
差
は
、
ま
な
板
を
置
い
た
り
摺
り
鉢
を
使

う
な
ど
の
調
理
ム
口
と
し
て
利
用
し
た
。

農
家
の
場
合
も
、
表
側
の
部
屋
と
土
問
が
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
小
さ
な
板
敷
部

分
が
あ
り
「
小
縁
L

な
ど
と
一
言
わ
れ
て
、
そ
の
段
差
は
ち
ょ
っ
と
し
た
接
客
空
間

と
な
っ
た
(
図
ー
さ
。

ユ
カ
上
と
土
問
と
の
段
差
は
、
商
い
の
場
面
で
も
多
様
に
利
用
さ
れ
た
(
図

m
・

5
。
段
差
の
部
分
は
腰
掛
け
で
あ
り
、
ユ
カ
上
へ
の
上
が
り
口
で
も
あ
り
、
今
日

の
テ
ー
ブ
ル
や
掠
列
台
の
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
た
。
ま
た
、
旅
館
な
ど
で
は
、



図-17 江戸時代の茶屋風景

ユカ lーへの 1:がりはなの所に茶の?をがかけられ、

版局も i走られている。ユカ 1'.へのF止まは際担トけ

であ 0テーブノレがわりであったことがnくわか

心。

三谷烏 d.l'庶民風俗絵gl~J より

図 18 江戸庶渓の台所

ユカ l二の部分lこかま E、 ['.InJ1m分に流しをj;ll:い

ている。流しで{光った茶泌iま叙必りユカの防;;に

i{，:かれ、作業する姿勢1:1:ユカ.1-_1ニカ:てi除である

ニとカ1わカaる。

mgl! :似1-171こ1，，1じ

図-19 三代数JJI塁霊園の浮世絵「甲

子審爽若芸評J

口l'のj¥ミボのひきずり Wfの行事を品目

いている。 LWJてはかまどで餅米を

ふかす11'*と似つきの作業、以桜り

ユカの1:て‘はlP，米}必ずった向?のかた

ちを整えて冷ます作業が行なわれ、

ユカ iへの段X，の古li分はついた併を

受け泌すq，紋九日となっている。 上が

りはなはユカー!-からもl:.HHからも巧

みに平'1mされている。

段
差
は
履
き
物
(
わ
ら
じ
)
を
脱
い
で
あ
が
る
場
合
の
足
洗
い
場
で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
江
戸
庶
民
の
台
所
を
描
い
た
風
俗
画
を
み
る
と
(
図
ー
さ
、
土
間
部
分
に

流
し
を
設
け
、
こ
れ
を
ユ
カ
上
か
ら
し
ゃ
が
ん
で
使
う
姿
が
あ
る
。
か
ま
ど
も
ユ

カ
上
に
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
の
台
所
と
し
て
、
か
ま
ど
を
段
差
に
沿
っ
た

土
間
部
分
に
セ
ッ
ト
し
、
こ
れ
を
ユ
カ
上
か
ら
つ
く
ば
い
式
で
利
用
す
る
例
も
見

ら
れ
る
。

大
正
時
代
に
は
、
ユ
カ
上
の
同
一
レ
ベ
ル
に
、
調
理
台
・
流
し
台
・
コ
ン
ロ
台
な

ど
を
並
べ
、
立
式
で
作
業
す
る
台
所
が
普
及
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
土
間
と
板

張
り
ユ
カ
の
接
す
る
部
分
の
段
差
が
、
作
業
場
と
し
て
、
ユ
カ
上
と
土
間
と
の
中

継
点
と
し
て
、
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
た
(
図
ー
さ
。

「
玄
関
」

に
お
け
る
段
差
の
衰
退

話
が
一
民
る
が
、
玄
関
の
始
ま
り
は
、
寝
殿
造
の
中
門
廊
が
退
化
し
て
中
門
と
よ

ば
れ
る
突
出
部
と
な
り
、
殿
舎
の
主
要
な
出
入
口
と
し
て
使
わ
れ
て
、
江
戸
時
代

に
は
大
名
や
武
士
の
住
宅
の
格
式
的
な
玄
関
と
な
る
。
こ
の
玄
関
の
特
徴
は
龍
を

主
な
乗
り
物
と
す
る
客
の
送
迎
を
行
な
う
た
め
の
式
台
(
階
段
の
下
の
低
い
板
の

間
部
分
)
が
設
け
ら
れ
る
点
で
あ
っ
た
(
図

i
g。
こ
う
し
た
玄
関
を
利
用
す
る
の

は
、
一
般
に
、
そ
の
家
の
主
人
と
同
格
か
よ
り
高
い
身
分
・
階
層
の
人
の
来
訪
に

限
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
、
出
迎
え
や
見
送
り
、
あ
い
さ
つ

や
応
対
な
ど
の
場
所
と
方
法
も
異
な
っ
た
函
む
。

一
方
、
明
治
以
降
に
は
庶
民
住
宅
に
、
小
さ
く
区
画
さ
れ
た
空
間
の
内
部
に
土

間
部
分
が
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
ユ
カ
上
に
上
が
る
「
玄
関
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
(
図

i
g。
大
河
葺
印
刷
は
、
吋
住
ま
い
の
人
類
学
』
の
中
で
、
こ
の
土
聞
の
あ
る

玄
関
は
、
「
町
屋
や
農
家
の
土
問
か
ら
床
上
へ
の
上
が
り
口
に
用
い
ら
れ
る
構
造
を

受
け
つ
ぐ
も
の
」
と
示
唆
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
一
般
住
宅
の
玄
関
も
以
前
は
部
屋
へ
の
上
が
り
口
だ
け
の
場
所
で

は
な
か
っ
た
。
古
い
住
宅
で
は
土
問
と
ユ
カ
上
と
の
段
差
が
比
較
的
高
く
、
家
人



図-20 武家の玄関

江戸時代のIf1int:武家jj宅の玄関には「式台J が設

けられた。式台は身分のおい容の事1I総を械づけに

するために設けた低い本反政りのユカのi部分。これ

は、正月松の内の玄関先の光栄て、式台にまでnll
て、物珍しげに三iu!没才を凡ている一家の様 fが
おEかれている。右にはもうひとつ「内玄関J があ

り、 1:IlIJの部分と 1!iJJ見ぎ石が比える。

凶占 rlJ行会 、l'悩行事iJt制「風俗同大成 7 より

図-21 町屋における式台つきの玄鯛

玄関はiTT'後期のU!1の民家や川原にもかなり持

及した。この絵は、式台っきの玄関のある IIJJI't1て
の*fi納のあいさつ。玄関のr;:放さの~t[)h千にあがっ

て、米存と家のごi二人があいさつを交わしている。

m典:1:?!1-13iこ|可じ

図-22 エドワード・ 5・モースの捻いた

明治時代の「中流の都市の住宅」の外観と

表玄関

「そこは待合室と寺えてもよかろう。 niiJiJ
の米客と会ったり、奉公人がひかえていて

米誌:に気をつけるところである」と当かれ

ている。小さく区切られた空!Hfの内部に!:

!1lJのある「玄関J を1!1i(。
エドワード・ 5・モ ス!日本のずまい・

11，と外」より

は
ユ
カ
上
に
坐
り
、
客
は
土
問
に
立
っ
て
あ
い
さ
つ
を
し
、
儲
同
単
な
応
接
に
は
腰

掛
け
の
機
能
を
果
た
し
た
(
凶
i
幻

-
M
)
0

た
だ
、
近
年
の
集
合
住
宅
の
玄
関
で
は
段
差
は
ご
く
わ
ず
か
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
玄
関
で
は
、
立
っ
た
ま
ま
で
の
あ
い
さ
つ
が
普
遍
化
し
、
段
差
は
、
履

き
物
を
脱
ぐ
た
め
の
境
界
線
を
示
唆
す
る
記
号
と
な
り
つ
つ
あ
る
(
図
ー
さ
。

「
段
差
」
の
あ
る
住
ま
い
、

再
考

日
本
住
宅
の
中
で
、
段
差
の
あ
る
場
所
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
を
、
風

俗
画
な
ど
を
手
が
か
り
に
探
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
考
察
は
、
日
本
の
住

宅
史
を
概
観
す
る
よ
う
な
膨
大
な
テ
l
マ
で
あ
り
、
意
に
つ
く
せ
ぬ
と
こ
ろ
も
多
い
。

印
象
に
残
る
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
貴
族
住
宅
で
は
、
康
の
高
低
が

人
間
関
係
の
秩
序
を
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で
「
段
差
」
の
あ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
っ
た
。
ユ
カ
レ
ベ
ル
の
相
違
に
よ
っ
て
、
人
聞
の
服
装
か
ら
姿
勢
ま
で
が
階
層

化
さ
れ
て
い
る
点
が
読
み
取
れ
る
。

一
方
、
庶
民
住
宅
に
お
け
る
土
問
阿
部
分
と
ユ
カ
上
部
分
と
の
罰
の
段
差
は
、
実

に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
多
様
に
使
わ
れ
て
い
た
。

段
差
の
あ
る
場
所
に
人
が
坐
る
向
き
と
姿
勢
に
注
目
し
て
み
る
と
、
段
差
が
「
土

間
部
分
に
い
る
人
と
ユ
カ
上
部
分
に
い
る
人
」
を
結
び
つ
け
る
作
用
を
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ユ
カ
へ
の
上
が
り
は
な
が
テ
ー
ブ
ル
が
わ
り
に
使
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
土
開
部
分
の
行
為
と
ユ
カ
上
の
行
為
」
と
が
一
体
化
さ
れ
る

よ
う
な
場
面
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
た
。
「
段
差
」
の
部
分
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を

生
起
さ
せ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
領
域
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
各
種
の
場
預
か

ら
読
み
取
れ
る
。
高
ユ
カ
の
周
囲
に
あ
る
段
差
の
意
味
は
、
「
縁
」
と
い
う
言
葉
に

集
約
さ
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。

「
縁
」
の
意
味
を
「
広
辞
苑
』
で
引
い
て
み
る
と
、
「
①
へ
り
。
ふ
ち
。
②
家
の

外
側
に
添
え
た
細
長
い
板
敷
き
。
縁
側
。
③
人
と
人
、
ま
た
は
人
と
物
事
を
結
び

つ
け
る
、
不
思
議
な
力
。
④
ゆ
か
り
。
つ
づ
き
あ
い
。
え
に
し
。
関
係
」
な
ど
の



図 23 現代住宅の玄関

引(1::1+'亡の玄関ても、ひと t~~IIIiま

て。は{lfH足ぎ{iがあり、また、玄関

の 1:lliJからユカ Lに lーがるところ

には立派な材を)IJいて l'がり阪が

設けられた。この~MJ~を越えて「玄

関に|ーがる J ことが抗姿であった。

玄関には友人がJhっており、容は

上がりはなに11要十卦けて1必対する jJ)j

luiも多かった。この壬.:1¥¥1の段主は

45センチ。不

図-24 現代住宅の玄関

これは11日和55年に主主てられた都内

のJilliてii宅のぷl刻。壬;以JのlJl¥は
アノレミ製の!引きド、 !:II¥J1m分はタ

イノレihljり、 壬:I'AIのE交正i!i28センチ

で、服役けるのにはちょう e"l;;い。

写点は、I'>fr.ネの一i::kl1~.が!ll]U版をも

ってきて、ちょっとおしゃべ、りを

しているところ、家の人は iEl'E、存
は腰掛け姿勢で応対している o * 

図-25 現代の築合住宅の玄関

初しいJtMi宅の去、!刻。Il時きのス

チ ノレr;がつき、 1-. !IIJ lf!)分Jまタイ

ノレi叱き、 ギI千二にト)t宇ii古ずある。 こ

の玄関の段/';1ま数センチ。こうし

た玄関では存とのあいさつは占干し、

I，，，;jc.jも立ムtとならざるをえな L、。

とを(I'hl先に11要控卜けた絞L、J主1，):'1まもう

て"さない。

*~1'X1~ 1I、 23、 24 は、 i人Hl IH1! 文化1;.:(大，，;::苧 Ji，論文 rll本
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意
味
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
縁
」
に
は
、
空
間
の
み
な
ら
ず
物
事
や
人
間
関
係
を
仕

切
り
な
が
ら
も
つ
な
ぐ
よ
う
な
意
味
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
壁
面
的
に
は
開
放
を
旨
と
し
な
が
ら
も
、
ユ
カ
の
高
低
や
段
差
の

存
在
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
空
間
の
し
く
み
と
行
動
の
秩
序
が
保
た
れ
て
き
た
の

が
、
日
本
の
住
宅
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
も
し
、
こ
の
ユ
カ
が
あ
く
ま
で
均

質
な
物
理
的
平
踊
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
「
主
客
開
座
」
を
説
い
た
利
休
の
小
間
の
茶
室
は
有
力
な
示

唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
g
l
g。
す
な
わ
ち
、
利
休
は
極
力
関
鎖
的
な
空

簡
を
考
案
し
、
に
じ
り
口
、
床
の
間
、
小
さ
な
明
か
り
窓
、
中
柱
の
あ
る
袖
壁
な

ど
、
提
の
意
匠
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
求
道
的
な
佑
ぴ
茶
の
空
間
を
創
出
し
た
。
小

間
仰
の
茶
室
で
は
、
ユ
カ
に
代
わ
っ
て
、
援
の
配
置
や
凸
四
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

の
あ
る
コ
ー
ナ
ー
を
造
り
あ
げ
て
い
る
。

人
と
人
が
集
い
交
わ
り
を
も
つ
た
め
の
内
部
空
間
を
い
か
に
造
る
の
か
、
そ
う

し
た
新
し
い
作
法
を
探
る
方
向
の
中
で
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
問
題
も
議
論
さ
れ
て

ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

ヘ

さ

わ

だ

・

と

も

こ

/

/

f

文
化
女
子
大
学
生
活
造
形
学
科
住
環
境
学
研
究
室
教
授
¥

関-26 小閣の茶葉の内部

部隊は111詣'if1甘な撲でI!IJまれ、人り

rll立正:jさをilJlさえたにとり仁l、二i:
人が，rAl;uijをする場所(手iiijf川)は

告11践で滋〈仕切られている。右手ー

には床のInJがあり、この!IIjが宗:の

出となる。



私
の
す
ま
い
ろ
ん

@ 
φ@  

遅勢

は
ら

ひ
ろ
し
文
中
の
挿
絵
も
著
者
に
よ
る

@ 

東
京
で
最
も
人
口
過
密
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
〈
戸

越
銀
座
〉
に
長
年
住
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
、
湘
南
は
、

い
つ
か
住
み
た
い
と
思
う
憧
れ
の
土
地
で
あ
っ
た
。

母
が
一
人
で
あ
ま
り
出
歩
け
な
く
な
っ
た
の
を
期
に
、

脱
サ
ラ
か
ら
八
年
自
営
し
て
き
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
シ
ョ

ッ
プ
を
住
ま
い
と
一
緒
に
処
分
し
て
、
茅
ヶ
崎
に
引
っ
越

し
、
母
と
二
人
で
余
生
を
送
る
こ
と
に
し
た
。
海
岸
か
ら

一二

O
O
m
の
と
こ
ろ
に
探
し
あ
て
た

4
L
D
K
新
築
二
階

建
て
で
あ
る
。
平
成
二
年
一

O
丹
、
私
の
夢
は
実
現
し
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
私
が
、
今
、
夢
の
一
戸
建
て
を
捨
て
、

茨
城
県
つ
く
ば
の
コ

l
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
方
式
と
い
う
聞
き
な

れ
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
の
入
居
者
と
し
て
、
間
取
り
プ

ラ
ン
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
安
住
の
地
と
、
安

心
し
て
住
め
る
住
ま
い
を
求
め
て
。

「
孤
独
」
と
い
う
名
の
バ
リ
ア

母
は
長
年
の
糖
尿
病
に
よ
る
足
首
か
ら
先
の
療
れ
と
膝

関
節
痛
で
、
茅
ヶ
崎
に
来
て
二
年
が
過
ぎ
た
頃
に
は
、
杖

を
つ
い
て
五

O
m
歩
く
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な

或
る
日
、
そ
れ
は
突
然
起
き
た
の
で
あ
る
。
母
は
浴
槽
か

ら
出
る
と
き
、
後
の
足
首
が
縁
に
ひ
っ
か
か
っ
て
は
ず
せ

な
く
な
り
、
洗
い
場
に
頭
か
ら
逆
さ
に
な
っ
た
ま
ま
ニ

ー一二

O
分
ほ
ど
声
も
出
せ
ず
に
い
た
。
私
は
リ
ビ
ン
グ
で

か
す
か
な
声
を
聞
き
、
失
神
寸
前
の
母
を
発
見
し
た
の
で

ふめヴ
hv
。

自
宅
の
風
呂
で
溺
死
し
た
知
人
の
お
爺
ち
ゃ
ん
、
敷
居

に
つ
ま
ず
き
骨
折
し
て
入
院
し
た
き
り
に
な
っ
た
人
な
ど
、

急
に
人
ご
と
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
は
で

き
る
だ
け
外
出
を
止
め
、
家
の
中
に
気
を
配
る
よ
う
に
し
た
。

母
は
す
り
足
で
歩
く
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
に
も

つ
ま
ず
き
、
玄
関
な
ど
の
大
き
な
段
差
に
は
大
変
苦
労
し

て
い
た
。
階
段
も
難
儀
と
な
っ
て
き
て
寝
室
を
一
階
の
和

室
に
移
し
て
か
ら
は
、
私
の
目
の
届
か
な
い
こ
と
も
多
く

な
り
、
ベ
ッ
ド
か
ら
落
ち
た
り
敷
居
に
つ
ま
ず
い
て
、
っ

か
ま
れ
る
場
所
ま
で
這
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
り
し
た
。

全
自
動
の
パ
ス
、
給
湯
シ
ス
テ
ム
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト

の
ト
イ
レ
に
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
。
最
新
の
設
備
は
母
に

も
私
に
も
魅
力
的
で
喜
ん
で
入
局
し
た
の
だ
が
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
こ
の
建
て
売
り
住
宅
も
、
高
齢
化
へ
の
配
慮

は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
部
屋
を
移
動
す
る
ご

と
に
段
差
が
あ
り
、
廊
下
は
狭
く
、
階
段
は
急
で
あ
る
。

風
呂
の
事
故
が
あ
っ
た
の
で
、
私
は
母
の
目
で
住
ま
い
を

見
る
こ
と
が
で
き
、
在
来
工
法
に
よ
る
家
屋
が
い
か
に
高

齢
者
な
ど
に
と
っ
て
危
険
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
か
が
わ
か

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
が
、
「
こ
こ
に
は
住
め
な
い
」
と
意
を
決
つ
し

た
の
は
、
母
が
時
ど
き
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
私
は

孤
独
だ
」
「
私
は
一
人
ぼ
っ
ち
だ
」
と
い
う
初
め
は
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
言
葉
の
意
味
が
、
次
第

に
、
母
の
立
場
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

母
は
社
交
家
タ
イ
プ
で
あ
る
。
今
は
そ
の
能
力
が
失

わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
疎
外
的
地
域
性
が
あ
る

の
か
、
つ
い
に
近
所
に
友
だ
ち
が
で
き
な
か
っ
た
。
通
院
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
は
一
人
で
は
行
け
な
い
し
、
近
く
を
歩
い

て
も
声
を
掛
け
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
。
私
が
た
ま
の
外

出
で
遅
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、
玄
関
で
靴
を
履
き
「
東
京

へ
行
こ
う
と
思
っ
て
」
と
、
私
を
慌
て
さ
せ
る
よ
う
な
こ

と
も
時
々
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
京
に
は
昔
か
ら
の
知
り

合
い
も
多
い
し
、
永
年
住
ん
で
き
た
戸
越
銀
座
の
移
り
変

わ
り
は
母
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
つ
な

が
り
を
断
つ
こ
と
は
、
年
を
と
っ
た
母
に
は
苦
痛
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。

バ
リ
ア
フ
リ
!
と
は
、
ど
の
よ
う
な
障
害
の
対
応
の
こ



と
ま
で
を
一
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
私
た
ち
親
子
に
と
っ
て

の
バ
リ
ア
と
は
、
段
差
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
動
き
に
く
い

狭
い
と
こ
ろ
も
そ
う
だ
し
、
家
族
を
隔
て
て
い
る
壁
で
あ

り
、
更
に
地
域
社
会
と
の
間
に
あ
る
見
え
な
い
壁
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
だ
と
母
の
心
は
孤
独
の
壁
に
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
早
急
に
壁
を
取
り
除
く
か
、
壁
の
な
い
と
こ
ろ

に
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
心
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
緊
急
避
難

そ
れ
は
池
袋
西
口
か
ら
一
回
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
希

望
通
り
に
リ
ビ
ン
グ
が
広
く
日
当
た
り
も
良
い
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
付
き
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
通
院
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
も
便
利
で
あ
る
。
た
だ
月
三
三
万
五
千
円
の
賃
料
は
き

っ
か
っ
た
が
、
緊
急
避
難
と
考
、
え
て
借
り
る
こ
と
に
し
た
。

久
し
ぶ
り
の
都
会
生
活
に
、
私
も
常
に
一
緒
に
付
い
て
行

く
こ
と
が
で
き
た
し
、
母
も
み
る
み
る
明
る
さ
を
取
り
戻

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
東
京
は
地
方
よ
り
福
祉
が
多
少
進

ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
母
は
心
身
障
害
者
の
認
定
を
受

け
て
い
た
の
で
、
福
祉
手
当
の
ほ
か
自
動
車
税
の
免
除
、

ガ
ソ
リ
ン
代
の
助
成
金
や
歩
行
器
な
ど
の
補
助
用
兵
を
、

い
ろ
い
ろ
支
給
し
て
項
く
こ
と
が
で
き
た
。
手
す
り
や
リ

フ
ォ
ー
ム
の
助
成
制
度
も
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
賃
貸
マ

ン
シ
ョ
ン
な
の
で
工
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
も
一
年
す

れ
ば
高
齢
者
の
仲
間
入
り
で
あ
る
。
次
第
に
新
し
い
環
境

へ
の
適
応
力
も
衰
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
に
、
老
後
の
ビ
ジ
ョ

ン
は
立
て
ら
れ
る
の
か
、
「
こ
ん
な
家
賃
の
高
い
所
に
い
つ

ま
で
も
居
ら
れ
な
い
し
ね

i
」
と
、
そ
ん
な
時
に
、
読
売

新
聞
の
「
一
緒
に
建
て
て
み
ま
せ
ん
か
グ
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
で
つ
く
る
バ
リ
ア
の
な
い
住
ま
い

つ
く
ば
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
会
が
中
心
に
な
っ

て
進
め
て
い
る
「
建
物
買
い
取
り
型
借
地
権
」
付
き
の
コ

ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
方
式
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
計
闘
で
あ
る
。

大
学
病
続
へ
五

O
O
m
、
集
会
場
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場

も
設
け
ら
れ
る
。
私
は
そ
こ
に
自
分
の
希
望
の
住
ま
い
を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
私
た
ち
の
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
に
参
加
し
て
ゆ
け
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で

あ
る
。
私
は
四
年
間
試
行
錯
誤
し
て
学
ん
だ
も
の
を
、
老

後
へ
の
し
っ
か
り
し
た
ク
オ
リ
テ
ィ
・
ラ
イ
フ
を
築
い
て

ゆ
く
の
に
、
こ
の
体
験
を
活
か
そ
う
と
考
え
た
。

ま
ず
私
は
、
与
え
ら
れ
た
一

o
o
dの
住
ま
い
を
次
の

よ
う
に
考
え
る
。

1

独
立
部
屋
を
作
ら
な
い

茅
ヶ
崎
、
池
袋
と
住
み
替
え
て
き
て
、
か
な
り
の
数
の

一
戸
建
て
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
見
て
き
た
が
、
す
べ
て

3
L

D
K
・
4
L
D
K
的
間
取
り
で
あ
っ
た
。
老
夫
婦
向
き
と

い
っ
た
よ
う
な
部
屋
数
の
少
な
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も

の
は
無
か
っ
た
。
私
は
室
内
全
体
を
ワ
ン
ル

i
ム
に
見
た

て
て
、
ト
イ
レ
・
浴
室
に
最
も
便
の
良
い
と
こ
ろ
に
母
の

ベ
ッ
ド
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
家
の
中
の
ど
こ
へ
で
も
、
手

す
り
で
伝
い
歩
き
が
で
き
、
将
来
、
車
い
す
使
用
に
な
っ

て
も
移
動
や
転
囲
が
楽
に
で
き
る
よ
う
に
、
充
分
余
裕
を

と
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
家
は
ワ
ン
ル

i
ム
だ
か
ら
仕
切

り
が
無
く
、
家
の
ど
こ
に
い
て
も
会
話
が
通
り
、
お
互
い

の
様
子
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。
私

そ
れ
は
、

の
知
っ
て
い
る
孤
独
の
殻
に
閉
じ
龍
っ
て
し
ま
っ
た
人
た

ち
は
、
皆
、
個
室
で
テ
レ
ビ
ば
か
り
見
て
い
る
。
家
族
と

の
交
流
が
少
な
く
な
る
と
、
お
の
ず
と
生
活
リ
ズ
ム
も
合

わ
な
く
な
っ
て
孤
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
私
は
こ
の
生
活

リ
ズ
ム
を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
老
化
防
止
の

特
効
薬
だ
と
思
う
。
と
も
す
る
と
ベ
ッ
ド
の
周
り
だ
け
で

生
活
で
き
る
よ
う
便
利
さ
を
考
え
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、

こ
こ
は
母
の
残
っ
て
い
る
力
を
使
っ
て
、
料
理
・
洗
擢
な

ど
の
日
常
家
事
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と

の
方
が
良
い
と
思
う
。
ま
た
、
白
か
ら
客
を
招
い
て
接
待

で
も
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に
盟
か
で
張
り
合
い
の
あ
る
生
活

が
引
き
出
せ
る
だ
ろ
う
。

2

浴
室

母
は
温
泉
が
大
好
き
で
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
鹿
児

島
の
指
宿
温
泉
ま
で
、
よ
く
旅
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
自
宅
の
風
呂
は
あ
ま
り
入
り
た
が
ら
な
い
。
風
呂

で
の
事
故
が
あ
っ
て
か
ら
は
、
特
に
入
浴
回
数
が
減
っ
て

き
た
。
高
齢
者
の
運
動
不
足
を
補
う
の
に
入
浴
が
勧
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
安
全
で
、
温
泉
気
分
で
ゆ
っ
た

り
入
れ
る
風
呂
を
造
り
た
い
。

洗
い
場
い
っ
ぱ
い
に
防
水
マ
ッ
ト
を
霞
い
た
と
す
る
。

そ
の
表
面
は
ビ
ニ
ー
ル
状
で
ツ
ル
ツ
ル
滑
る
。
母
は
立
ち

上
り
が
困
難
だ
か
ら
マ
ッ
ト
の
上
を
滑
っ
て
移
動
す
る
。

そ
し
て
浴
槽
の
縁
と
の
聞
に
段
差
が
な
け
れ
ば
、
安
全
に

入
っ
た
り
出
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

脱
衣
室
は
広
め
に
し
て
休
息
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

高
齢
者
に
と
っ
て
入
浴
は
意
外
な
ほ
ど
体
力
を
消
耗
す
る

そ
う
で
あ
る
。
寝
椅
子
な
ど
置
け
る
よ
う
に
し
た
い
。



浴
室
・
ト
イ
レ
は
我
が
家
の
唯
一
の
個
室
で
あ
る
。
こ

こ
は
特
に
プ
ラ
イ
バ
シ

i
よ
り
安
全
を
重
視
し
て
、
脱
衣

室
の
戸
か
ら
浴
室
の
戸
ま
で
透
明
に
し
て
見
通
せ
る
よ
う

に
し
、
浴
室
内
の
音
や
声
で
も
居
間
に
い
る
者
と
相
互
に

安
全
を
確
認
し
合
え
る
よ
う
に
し
た
い
。

3

リ
ビ
ン
グ
・
ダ
イ
ニ
ン
グ

L
D
K
を
家
庭
の
中
心
に
置
い
て
、
家
族
が
出
会
っ
た

り
眠
ら
ん
の
場
と
も
な
る
。
か
つ
て
の
憧
れ
の
団
地
生
活

の
象
徴
で
あ
る
が
、
客
に
と
っ
て
は
出
入
り
が
多
く
て
落

ち
つ
か
な
い
、
い
か
に
も
「
お
じ
や
ま
し
ま
し
た
」
と
早
々

に
退
散
す
る
感
じ
で
あ
る
。

L
D
K
を
家
の
グ
要
。
に
す

る
考
え
方
は
A
ー
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

る
が
、
あ
れ
は
家
族
中
心
主
義
が
生
ん
だ
日
本
的
文
化
な

の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
核
家
族
化
で
残
さ
れ
た
親
た
ち

に
と
っ
て
、
リ
ビ
ン
グ
・
ダ
イ
ニ
ン
グ
は
空
し
い
も
の
と

な
っ
た
。
趣
味
や
付
き
合
い
を
増
や
そ
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
活
動
に
も
参
加
し
な
け
れ
ば
:
:
:
と
は
、
リ
タ
イ
ア
し

た
と
き
誰
し
も
思
う
こ
と
だ
が
、
私
は
こ
の
気
持
ち
で
招

客
を
重
視
し
た
部
屋
を
つ
く
ろ
う
と
思
う
。
玄
関
を
通
っ

て
南
に
面
し
た
ほ
ほ
中
央
、
そ
こ
を
応
接
間
に
し
よ
う
。

間
仕
切
り
は
な
い
か
ら
オ
ー
ブ
ン
ス
タ
イ
ル
の
略
核
開
で

あ
る
。
た
だ
し
重
…
厚
な
感
じ
の
応
接
セ
ッ
ト
等
は
止
め
よ

う
。
趣
味
の
幾
つ
か
は
飾
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
か
ら
見
ま
わ
す
と
母
の
ベ
ッ
ド
か
ら
ト
イ
レ
・
浴

室
・
キ
ッ
チ
ン
な
ど
が
全
部
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

は
わ
が
家
の
自
慢
の
作
品
な
の
だ
か
ら
進
ん
で
案
内
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
部
屋
全
体
が
も
て
な
し
の
ス
ペ
ー

ス
と
な
り
、
全
体
が
調
和
し
た
コ

l
デ
ィ
ネ

i
ト
が
必
要

と
な
る
。
私
は
明
朗
・
軽
快
な
感
じ
に
し
た
い
。
キ
ッ
チ

ン
も
開
放
的
で
対
面
式
だ
か
ら
会
話
は
と
ぎ
れ
る
こ
と
な

く
、
皆
で
(
母
が
ベ
ッ
ド
に
伏
せ
て
い
る
と
き
も
)
歓
談

を
楽
し
め
る
。

こ
の
開
放
的
な
明
る
さ
で
、
お
客
に
気
軽
に
寄
っ
て
項

け
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
私
の
望
ん
で
い
る
地
域
の
方

が
た
と
の
交
流
に
広
が
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
わ
が
家
と
地

域
社
会
と
の
間
に
あ
っ
た
見
え
な
い
穫
は
、
と
り
除
か
れ

た
こ
と
に
な
る
。

地
域
社
会
の
互
助
が
だ
い
じ

高
齢
化
社
会
に
向
か
っ
て
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
も
ス
タ

ー
ト
し
た
。
老
人
福
祉
、
在
宅
ケ
ア
な
ど
の
公
的
支
援
体

勢
も
次
第
に
で
き
て
く
る
と
思
う
が
、
母
に
は
あ
る
い
は

間
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

阪
神
大
震
災
で
、
高
齢
者
の
死
亡
率
が
大
変
高
か
っ
た
。

せ
っ
か
く
救
出
さ
れ
て
も
避
難
生
活
の
中
で
命
を
落
と
さ

れ
た
方
が
後
を
た
た
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
お
年
寄
り
で

あ
り
、
い
た
ま
し
い
限
り
で
あ
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
弱
っ
て
い
る
人
は
救
い
を
求
め
る
力
も
弱
い
の

で
あ
る
。
「
困
っ
て
い
る
方
は
申
し
出
て
下
さ
い
」
と
は
い

く
ら
声
高
に
言
っ
て
も
、
と
ど
か
な
い
。
弱
者
の
発
信
す

る
S
O
S
は
微
弱
で
あ
り
、
そ
れ
に
難
解
で
あ
る
こ
と
を

私
は
母
か
ら
学
ん
だ
。
抜
神
大
震
災
で
も
、
近
所
の
方
に

助
け
だ
さ
れ
た
方
が
か
な
り
い
た
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き

は
身
近
の
人
が
い
ち
ば
ん
の
頼
り
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
か
ら

高
齢
者
や
身
障
者
の
状
態
が
つ
か
め
て
い
れ
ば
、
い
ざ
と

い
う
と
き
素
早
く
対
応
が
で
き
る
し
、
公
的
支
援
ま
で
支

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら
は
地
域
社
会
の
互
助
機

能
が
テ
i
マ
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

戦
後
長
い
間
、
競
走
原
理
だ
け
で
生
き
て
き
た
私
た
ち

が
、
一
八

O
度
主
旨
変
え
し
て
、
は
た
し
て
呉
き
互
助
精

神
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
特
に
私
な
ど
、

激
し
や
す
く
協
調
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
問
題
で
あ

る
が
、
こ
れ
か
ら
目
ざ
す
よ
り
良
い
生
活
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
の
善
し
悪
し
に
つ
な
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

は
ら
・
ひ
ろ
し
/
一
市
民
)



特
築
⑧
バ
リ
ア
フ
リ
!
と
住
文
化

す
ま
い
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

住
宅

.....:-..孝

義母も
イヒ 官

f主....... 
Jむ

か
Lつ
{閤
1.1IJ 
対
応
♂¥ 

の

つ
の
祖

ァ院

本容

は
じ
め
に

私
の
高
齢
者
住
宅
と
の
関
わ
り
は
、

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
期
は
八

0
年
代
前
半
、
工
業
化
住
宅
会
社
で
通
産

省
の
新
住
宅
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
託
研
究
に
参
加
し
て
、

コ
苅
齢
者
・
身
体
障
害
者
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
技
術
の
研
究
開

発
」
に
携
わ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
「
国
連
・
障
害
者
の
一

O

年
」
が
こ
の
間
に
始
ま
り
、
ま
た
、
コ
品
齢
化
社
会
到
来
へ

の
対
応
」
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
話
題
に
な
り
始
め
て
い
た
。

第
二
期
は
八

0
年
代
後
半
、
委
託
研
究
の
成
果
を
踏
ま

え
、
「
生
一
兆
住
宅
の
企
業
化
」
に
取
り
組
ん
だ
時
期
で
あ

大
ま
か
に
三
期
に

る
。
折
か
ら
の
バ
ブ
ル
景
気
で
住
宅
の
大
型
化
・
高
級
化

が
進
み
、
二
世
帯
住
宅
へ
の
社
会
的
関
心
が
高
ま
っ
て
い

た。
第
三
期
は
九

0
年
代
以
降
、
会
社
を
退
職
し
て
老
母
・

そ
の
老
人
仲
部
・
障
害
者
と
つ
き
合
う
暮
ら
し
の
中
で
、

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
高
齢
者
住
宅
と
の
関
わ
り
期
で
あ
る
。

特
定
化
さ
れ
た
設
計
条
件
の
確
か
さ
と
反
応
の
直
被
さ
を

而
白
が
り
な
が
ら
、
半
ば
住
ま
い
手
の
気
分
で
設
計
し
た

ょ
、
つ
に
mu
、っ。

こ
れ
ら
の
住
宅
の
あ
り
様
は
、
設
計
条
件
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
私
自
身
の
立
場
と
高
齢
者
住
宅
視
の
変
化

と
も
無
縁
で
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
。

高
齢
者
@
身
体
障
害
者
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

技
術
の
研
究
開
発

①
自
擦
と
概
要

身
体
機
能
が
衰
え
た
高
齢
者
、
あ
る
い
は
身
体
障
害
者

が
可
能
な
か
ぎ
り
自
立
し
、
ま
た
、
介
助
が
必
要
に
な
っ

て
も
で
き
る
だ
け
人
的
介
助
に
頼
ら
な
い
で
生
活
し
て
い

け
る
住
宅
の
開
発
を
目
標
に
、
そ
の
た
め
の
部
品
化
、
シ

ス
テ
ム
化
の
基
盤
技
術
を
確
立
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。

二
関
体
・
八
企
業
が
共
同
で
、
技
術
開
発
目
標
と
す
る

住
宅
の
概
念
設
計
、
デ
ザ
イ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
す
る
性

能
仕
様
の
設
定
、
そ
れ
に
基
づ
く
部
品
及
ぴ
シ
ス
テ
ム
の

開
発
を
四
年
間
に
わ
た
り
行
な
っ
た
。

⑧
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
者
配
慮
住
宅

誰
も
が
加
齢
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
れ
建
築
的
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
者
に
な
り
、
ま
た
、
病
気
や
事
故
で
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
者
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

視
点
で
、
会
て
の
住
宅
を
標
準
住
宅
と
し
て
シ
ス
テ
ム
化

し
た
も
の
で
あ
る
(
図

1
)
。

居
住
者
の
移
動
機
能
を
軸
に
、
四
段
階
の
性
能
レ
ベ
ル

に
展
開
し
て
、
適
切
な
空
間
や
部
品
の
付
加
・
取
り
替
え

に
よ
っ
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
レ
ベ
ル
移
行
を
可
能
と
す
る

よ
う
組
織
し
て
い
る
。

③
開
発
成
果
と
そ
の
後
の
展
開

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
住
宅
技
術
の
開
発
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ

ラ
ン
ト
の
設
計
・
施
工
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
部
品
の
製
作
・

組
み
込
み
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
、

参
加
企
業
は
も
と
よ
り
他
企
業
に
も
刺
激
を
与
え
、
ハ
ン



静レベルIII住宅

住宅の玄関まわり，すべての内部~fm. 設fJì1îが1fIいす常用者に

も使用可能な住宅である。当該者が更に重度になっても，次の

レベノレWの住宅への移行が容易であるように配慮されているの

がきIlましい。

1.内音lip背E止を除き，住居内外でのすべての部分において設委

が解消されている住宅であること。

2. 140cm品の11日、すIill転右手U)スペースを住殿内にi血宜既設する

ことにより，伎総内の移動~ftH. ~号室・設備がすべて使m

可能であるような住宅であること。

3.住民内の生i丹後総・器具・操作部品および家具がlfiいすか

ら使m可能であるような伎宅であること。

4. ffi度防護者に対しても (ffi皮となっても)すみやかに“介

問Jの容易性"に対応できるように配慮されている行:宅であ

ること。

自立率いす常用主客

室電動率いす利用者

(歩行不能とのE重複害事答者)

(歩行不能とのE重複隊喜葬者)

+ Personal Care Level 
2 日常生活の身のまわり(掛 a~. 入

(Personal Space) Iハ
~---. I i合等)のケアサービス

(ホームヘノレパーな u

レベjレW住宅

1在皮の隊害者にもできるかぎ 9の自立した生活が可能であり，

かつ家族等による介助が容易であるような住宅である。住宅の

病院化の要求に対し供給されるもので，ねたきり老人に代表さ

れる隊害者にとって日常の基本的活動がサポートされ，同時に

介護者にとっても負担が軽減される介助機器が必要とされる。

1.介護者のための，ナースセンター約性格をもっ EI常生活設

rmが郁H~されている住宅であること。

2.障害者の絞位二部分(特に寝室，サニタリールーム)におい

て l'分な介助スペースが硲保されている住宅であること。

3. ;1!;動ホイストおよび住宅丹lストレツチャ一等による移動・

移采介助の可能伎を配慮した住宅であること。

4.お8tの介助機器，生活自立機器，環境・情報コントローノレ

装i授の導入が可能であるような住宅であること o

介助議いす常用者

自立電盟主率いす常用者

ベッド常用者

(歩行・体幹機能縮)
とのE重複障害害者
痴祭溺齢者

(?24222滋答)

(N ursing Space) 

十 Nursing& Medical Care 
Level 
日常生活の医療・看護も合むケア

サービス(援者・ ifi護者なu



図 1 ハンディキャップ者配慮住宅の釜本概念図
昭和 57"!'通産省新住宅開発プロシ、エクト報告書より

住宅のレベル

基本概念

概念図

レベル I住宅

平均居住水準以上の住宅規模を確保した努通住宅で

ある。日本の一般的住宅は，和洋混合の生活様式で，

床の段差，廊下の幅等ハンディキャップ者の房企に

必ずしもi車していない。少なくとも建築l時に次のレ

ベノレ IIの住宅の配泌をしてお〈ことが望ましい住宅

である。

手すりのない階段

レベルII住宅

事いす使用者lこも訪問可能であり，かっ歩行闘難で車

いすを利用することのある人にも永続的生活ができる

住宅である。玄関までは，すべての隊容にもアクセス

可能で，かっ住宅内の主要部分がlfiいすでもアクセス

可能であるような住宅である。次のレベルIIIの住宅へ

移行が容易であるような配慮が望ましい。

和室の段差 i スロープの設極 外部手すり

基本条件

居住者レベル

ケアサービス

のレベル

すでに建設されているか， もしくは今後建設される

住宅で，相当の居住水準をもっ伎宅である。

ハンディキャップ者の妥求条併を配慮していない。

健常者

Self Care Level 

1日常生活の情報・相談(レクリェ
(Social Space) I 

1ーション，趣味)のケアサービス

(社会一般)

l.車いす使用者も合む，すべての障害者が玄関(二仁filj)ま
でアクセス可能であり，かつ玄関・勝手口の上り彪，お
よび浴筆洗い場部分を除しすべての部分で段差が解消
されている住宅であること。

2.廊下な Eの住居内通路の有効隔を85cm以上とすることに
より，住居内での率いす利用を可能とし，かつ移動空間
にはいつでも手すりがつけられるような住宅である。

3.住履内の生i舌機器・器具・操作部品の互換fi:が考慮され
ている住宅であること。

4.玄関と同一レベルの階に 1寝室，あるいは寝釜となり得
る部E霊を確保して，ヰ1いす常耳jのさ主i舌にも対応可能とな
る住宅であること。

軽度歩行殴難者

E霊皮歩行罰難者

率いす利用者

上段機能障答者

軽度視党総答者(弱視者)

霊童皮視宝電磁答者(蜜 人)

軽度E車党陣容者(重量聴者)

霊童皮耳車党隠害者(ろう者)

音声・言諮機能篠答者

内部機能罪事答者

(特に内隊機能際主害者)

+ Residencial Care Level 
1日常生活の家事(務理，掃除，洗

(W ork Space) I 
li濯等)のヶアサービス(ボフンテ

ィアなど)



国一 2 高富害者・身体障害者ケアシステム妓術パイロットプラント
太線で囲んだものは、現在実用化されているもの(市販品または特定企業の擦準化部品)

昭和 59:'f.j昌広'titJiit'i:'開発プロジェクト続行 1
1::より
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l多機能内壁システム
~LN 

フレキシブル床システム
フラット床ユニット ~LIII

関口吾Eシステム
浴室サッシ~LIII
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キッチンシステム
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デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
者
配
慮
住
宅
・
住
宅
部
品
の
商
品
化
を
促

す
こ
と
に
な
る
(
図

2
)
。

2

高
齢
者
住
宅
の
実
用
化

①
評
価
と
普
及
瞥
蒙

前
述
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
側
お
よ
ぴ
普
及
啓
家
事
業
の

一
環
と
し
て
、
老
人
ホ

l
ム
と
身
体
障
害
者
施
設
に
ミ
ニ

マ
ム
タ
イ
プ
(
一
二
五
凶
j
四
五
ぎ
の
モ
デ
ル
住
宅
を
建

設
し
、
居
住
実
験
そ
の
他
評
価
を
行
な
う
(
図

3
)
。
高
齢

者
に
と
っ
て
の
家
の
象
徴
は
畳
で
あ
る
こ
と
、
身
障
者
の

動
作
姿
勢
が
予
想
を
越
え
て
多
様
で
あ
る
こ
と
が
印
象
的

モデル住宅(るんびにい苑)図-3

で
あ
っ
た
。

一
方
、
企
業
独
自
で
モ
ノ
、
つ
く
り
の
た
め
の
数
値
呂
標

を
求
め
て
(
世
の
中
に
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
)
高
齢
者
の

デ
i
タ
を
採
る
が
、
定
量
的
に
バ
リ
ア
を
捉
え
、
標
準
の

基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
研
究
の
未
整
備
と
無
関
係
に
社
会
的
関
心
は

最
高
潮
に
達
し
、
医
療
・
福
祉
等
公
的
機
関
そ
の
他
の
要

請
で
、
長
・
短
期
の
モ
デ
ル
ル
ー
ム
や
展
示
の
制
作
を
行

な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

肢
体
不
自
由
や
視
聴
覚
の
加
齢
変
化
を
誰
も
が
体
験
で
き

る
補
装
具
や
ビ
デ
オ
も
制
作
し
た
。

⑧
生
漉
住
宅
の
設
計
思
想
化
と
展
示
場

一
戸
建
て
住
宅
の
二
次
取
得
・
建
て
替
え
率
増
加
に
伴
い
、

五

O
歳
以
上
の
顧
客
が
二

O
%程
度
に
増
え
る
。
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
に
「
健
康
で
豊
か
な
生
活
を
共
に
す
る
家
・
生

涯
住
宅
」
を
会
社
の
設
計
思
想
に
置
い
て
住
宅
の
見
宜
し

を
行
な
、
っ
。

心
身
機
能
に
加
え
、
人
生
八

O
年
時
代
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
と
耐
久
性
の
三
本
柱
で
あ
る
。
そ
の
展
示
場
は
、
差

異
が
見
え
易
い
レ
ベ
ル
凹
を
ゆ
心
に
見
せ
な
が
ら
、
快

適
・
安
全

1
自
立

1
介
護
住
宅
と
い
う
流
れ
で
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
。

建
築
構
造
の
バ
リ
ア
フ
リ
l
化
を
べ

l
ス
に
、
当
時
登

場
し
は
じ
め
た
先
進
的
設
備
や
部
品
を
積
極
的
に
採
り
入

れ
、
過
去
の
バ
リ
ア
フ
リ

i
空
間
が
持
つ
あ
る
種
の
佑
し

さ
感
の
払
拭
と
豊
か
さ
の
強
調
を
図
る
。
そ
の
た
め
に
必

要
な
商
品
が
な
い
場
合
に
は
、
イ
チ
ビ
リ
と
一
一
一
日
わ
れ
な
が

ら
試
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
工
業
化
住
宅
の
量
の
力
が
そ

の
背
景
に
あ
る
に
し
て
も
、
多
く
の
メ
ー
カ
ー
の
協
力
が

得
ら
れ
た
の
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
i
と
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
結
ぶ

考
え
方
が
支
持
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
(
図

4
)
。

こ
の
頃
の
建
設
実
績
は
レ
ベ
ル
凹
が
年
間
約
五

O
棟、

以
後
公
庫
割
増
融
資
制
度
に
よ
っ
て
も
レ
ベ
ル

H
が
増
え
、

現
在
で
は
建
設
戸
数
の
約
半
数
が
段
差
の
な
い
住
宅
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

率椅子用洗面カウン-;;ー

水 7レキシ7ルキッチンユニット

廻電子カラン

設脱臭トイレ

t蒲 ，先回キチネット

浴室移乗台

ワイドスイ yチ

HA基本セジト

霊童各怒センサー

気非常ベJレ(屋内外)

設自動通報シスァム

備避難路確保シスァム

来客応対システム

テレコン・テレモニアシステム

セキスイハウス枚方展示場ノマンアレツトより

生涯住宅を実現する部品・配隠設計

収昇降床下収紡庫

紡回転収納j車

装昇降吊戸棚

鐙スライド押入

昇降ァー7)レ

霊童住宅用ギヤジベンド

;昇降タタミベッド

言受電動ンヤツタ一雨戸

電動力ーァン

脱衣ベンチ

健 フィットネス皇賞

康涼みァラス

装 2檎式浴槽

鐙 ミストンヤワ

足踏み砂利

玄関スロープ

玄関自動ドア

ベンチ付玄関す口ーゼ y ト

段差無し床

事E出隠回取壁

本手すり

檎菌cn霊階段

成大型ハンドJレ付引戸

部キックプレート

品住宅照屋内自動ドア

偲人住宅用エレベ アー

部ァ…ブJレリフタ

イ立水平トランスファーシスァム

配慮サツン

自転渡り板

7フワーボ;;~フス

自cn宣洗濯場
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アクティブシルバーの家

写又一1、 2

茶の間を挟んだこつの趣味コーナー。

3 

高
齢
者
住
宅
例

①
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ル
バ
ー
の
家

こ
の
住
一
戸
は
都
市
型
実
験
集
合
住
宅
「

N
E
X
T
n
」

の
一
住
一
戸
で
あ
る
。

設
計
ポ
イ
ン
ト
の

1
は
「
住
み
慣
れ
た
街
と
家
」
。
六

O

歳
代
前
半
の
住
ま
い
子
の
住
居
躍
・
住
宅
観
か
ら
、
典
型

的
な
大
阪
市
内
の
町
家
の
こ
こ
ろ
や
す
さ
を
、
路
地
住
宅

の
イ
メ

i
ジ
と
暮
ら
し
で
求
め
よ
う
と
し
た
。
立
体
街
路

(
共
用
廊
下
)
に
面
し
た
盆
栽
置
き
場
と
植
え
込
み
、

ン
チ
が
そ
の
仕
掛
け
で
あ
る
。

設
計
ポ
イ
ン
ト
の

2
は
「
生
活
へ
の
対
応
」
。

高
齢
者
に
と
っ
て
最
大
の
生
き
甲
斐
で
あ
る
趣
味
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
同
時
に
最
後
ま
で
保
持
で
き
る

機
能
で
も
あ
る
。

住
ま
い
子
の
強
い
要
求
で
も
あ
っ
た
盆
栽
ス
ペ
ー
ス
と

洋
裁
ス
ペ
ー
ス
を
茶
の
間
を
挟
ん
で
確
保
し
、
鱗
人
と
の

交
飲
は
、
盆
栽
・
手
入
れ
風
景
と
ミ
シ
ン
の
音
を
利
用
で

き
る
よ
う
設
計
し
て
い
る
(
入
居
後
、
洋
裁
コ
ー
ナ
!
の

窓
ぎ
わ
に
子
供
が
寄
っ
て
米
る
そ
う
で
あ
る
)
(
図
1
5
、写

蒸

1
、
2
)
。

設
計
ポ
イ
ン
ト
の

3
は
「
心
身
機
能
へ
の
対
時
」
。

レ
ベ
ル

H
が
適
切
と
考
え
た
が
、
実
験
住
宅
の
性
絡
上
、

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
性
が
高
ま
っ
て
、
結
果
的
に
は
レ
ベ
ル

m

と
一
一
一
一
問
え
る
だ
ろ
う
(
片
マ
ヒ
・
率
い
す
者
の
使
用
テ
ス
ト

で
検
証
済
)
。

茶
の
間
は
掘
り
ご
た
つ

(
住
ま
い
子
の
強
い
要
求
)

<< 

一部に藤掛け(関側とも)を組み込んだ大広間と段差 Bの広縁。写察 3 

警器密

スロープがあるアプローチ。

σ〉

写奥 4



つ1
1出
向
叫
l
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d
i
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矧
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寸

」

」

アクティブシルバーの家

設
置
と
家
具
(
盆
栽
コ
ー
ナ
ー
の
作
業
い
す
、
洋
裁
コ
ー

ナ
ー
の
背
伸
ば
し
カ
ウ
チ
)
と
し
て
も
使
用
で
き
る
高
さ

に
床
を
上
げ
、
置
床
方
式
で
納
め
て
い
る
。

⑧
称
念
寺
麗
彊

常
々
高
齢
者
と
縁
が
深
い
寺
が
、
階
段
や
敷
石
そ
の
他

多
く
の
バ
リ
ア
を
持
っ
て
い
る
の
は
問
題
と
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
信
仰
心
が
篤
い
北
陸
の
寺
の
庫
裡
建
て
替
え
に
捺

し
、
住
職
の
友
人
と
し
て
設
計
要
求
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

庫
裡
は
住
職
家
族
の
住
ま
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
門
徒

の
K
・
D
・
L
で
も
あ
り
、
報
恩
講
な
ど
に
は
こ

0
0
人

ほ
ど
も
集
ま
っ
て
、
お
斎
や
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
一
日
を

過
ご
す
。

関-5

そ
こ
で
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
伝
統
空
間
の
現
代
的
見
直
し
」
。

ひ
と
つ
は
、
大
広
間
へ
の
一
部
い
す
坐
の
導
入
と
畳
へ

の
床
暖
房
で
行
な
う
(
写
真
|
3
)
。
高
齢
者
の
足
腰
へ
の
配

慮
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
若
年
者
の
慣
れ
た
生
活
姿
勢

へ
の
対
応
で
も
あ
る
。

ま
た
、
大
勢
で
使
う
大
広
間
、
休
憩
室
や
門
徒
が
宿
泊

す
る
和
室
の
床
段
差
は

0
と
し
て
、
安
全
性
と
広
織
と
の

一
体
使
用
の
可
能
性
を
持
た
せ
た
。
が
、
対
面
所
、
座
敷

は
伝
統
的
な
太
い
柱
と
化
粧
梁
と
の
調
和
を
考
え
、
二
二

五
m
の
段
差
を
つ
け
て
い
る
。

他
の
ひ
と
つ
は
、
象
徴
的
意
味
を
合
め
た
率
い
す
対
応

を
ス
ロ

i
ブ
、
玄
関
式
合
の
一
部
の
テ
ー
ブ
ル
リ
フ
タ
|

化
、
率
い
す
用
ト
イ
レ
で
行
な
う
(
写
真
1
1
4
、
5
)
。

こ
れ
ら
は
門
徒
に
予
想
外
に
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
春
に
な
っ
た
ら
、
老
親
を
連
れ
て
来
よ
う
と
い
う
人

も
出
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

称念寺庫樫

一部がテーブルリフター(下降状態)

の玄関式台。正面奥は和室対面所。

写泰一5

⑧
片
マ
ヒ
対
応
の
わ
が
家

昨
年
、
老
母
が
脳
梗
塞
に
よ
る
軽
い
片
マ
ヒ
(
リ
ハ
ビ

リ
に
よ
り
杖
歩
行
)
に
な
り
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て

住
宅
繋
備
に
直
面
し
た
。

結
論
を
言
え
ば
、
建
築
的
に
は
ト
イ
レ
の
手
す
り
取
り

付
け
と
浴
室
の
一
水
栓
除
去
の
み
で
、
浴
室
手
す
り
、
洗

い
台
、
す
べ
り
止
め
床
は
介
助
機
器
を
利
用
し
て
い
る
。

こ
れ
は

O
T
の
「
高
齢
者
の
場
合
は
、
身
体
機
能
よ
り
も

ウ
ッ
カ
リ
へ
の
対
応
が
重
要
で
、
人
的
ケ
ア
に
限
る
。
な

ら
ば
そ
れ
で
ク
リ
ア
で
き
る
部
分
の
改
造
は
強
い
て
し
な

く
て
も
よ
い
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
依
っ
た
結
果
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
障
害
程
度
と
本
人
の
気
持
、
介

護
者
の
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
わ
が
老
母
は
自
立
よ

り
も
労
わ
り
が
快
適
ら
し
い
。
ま
た
、
ケ
ア
を
動
作
介
助

と
い
う
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
て
い
る

て
い
る
。

よ
う
に
み
え
、
高
齢
者
住
宅
の
複
雑
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ

も
り
の
・
か
ず
さ
/
建
築
士



第
一
師
団
住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《
住
宅
・
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る

N
P
O
(民
間
非
営
利
経
織
)
の
展
望
》
へ
向
け
て
i
i七
月
一
殴
日
(
金
)
に
開
催
予
定

於
建
築
会
館
ホ

l
ル

〈
論
文

vi1-2

わ
が
国
の

l

l
住
宅
分
野
を
中
心
と
し
て

関
非
営
利
活
動
の
展
開
と
課

出
陣

義
典

は
じ
め
に

民
間
の
非
常
利
活
動
は
、
政
府
に
よ
る
行
政
行
為
と
企
業
に

よ
る
営
利
活
動
に
次
ぐ
第
三
の
分
野
の
活
動
と
し
て
、
世
界
的

に
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
住
ま
い
づ
く
り
や
居
住
環
境
づ

く
り
の
分
野
で
も
、
今
後
そ
の
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の

と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
そ

の
目
覚
ま
し
い
発
展
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
回
の
平
山
論
文

で
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
参
考

に
、
日
本
で
ど
の
よ
う
な
動
き
が
可
能
な
の
か
、
こ
こ
で
は
そ

の
こ
と
を
考
え
る
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
日
本
の
民
間
非
営
利

活
動
の
展
開
過
程
と
そ
の
特
徴
を
考
察
し
て
み
た
い
。

行
政
の
あ
り
方
や
企
業
の
経
常
方
式
も
文
化
や
社
会
の
伝
統

こ
の
論
文
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
向
け
て
の
他
の
ニ
綴
の
論
文
と
併
せ
て
、
吋
研
究
年
報
」
引
山
口
す
こ
九
九
五
年
四
月
刊
予
定
)
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

な
り
に
こ
の
百
年
余
り
の
間
に
国
際
的
な
理
解
や
認
識
を
深
め
、

国
際
的
な
ル

i
ル
を
模
索
し
、
世
界
的
な
共
通
性
を
培
っ
て
き

た
。
し
か
し
他
人
個
人
の
思
い
か
ら
出
発
す
る
民
間
非
営
利
活

動
は
、
そ
の
歴
史
性
や
文
化
性
に
依
存
す
る
性
格
が
よ
り
い
っ

し
ば
ら

そ
う
強
く
、
今
後
と
も
暫
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
悶
に
よ
っ

て
独
自
性
の
強
い
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
民
間
非
営
利
活
動
は
、
一
方
に
お
い
て
世
界
に
通
用
す
る

国
際
性
を
育
て
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
有
の
歴
史

や
文
化
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
人
ぴ
と
の
価
値
観
に
基
づ
く
固

有
性
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
姿
な
よ
う
に
忍
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
西
洋
文
明
以
外
の
伝
統
を
も
っ
社
会
に
お
け
る
場

そ
れ
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

合
に
、

、
」
、
」

で
は
住
ま
い
づ
く
り
と
居
住
環
境
づ
く
り
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
も
、
日
本
の
民
間
非
営
利
活
動
全
体
の
大
き
な
膝
史
的
な
流

れ
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
現
代
に
ま
で
も
た
ら
し
た
特
徴
を
明

ら
か
に
し
て
、
今
後
の
課
題
を
展
望
す
る
。

日
本
社
会
の
変
遂
を
単
純
化
し
て
概
観
す
る
と
、
江
戸
幕
府

に
よ
る
社
会
と
生
活
の
統
制
、
明
治
維
新
政
府
に
よ
る
洋
風
化

と
近
代
化
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
民
主
主
義
の

導
入
、
と
い
う
一
一
一
つ
の
大
き
な
転
換
期
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
転

換
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
連
続
し
た
底
流
と
、
こ
れ
ら
の
転
換
期

に
よ
っ
て
不
連
続
に
展
開
し
た
流
れ
が
存
夜
す
る
。
ま
た
こ
れ

ら
の
転
換
期
で
区
切
ら
れ
る
凶
つ
の
時
代
の
内
部
で
、
い
く
つ

か
の
特
徴
が
緩
や
か
に
内
的
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
こ
と
も
見

逃
せ
な
い
。
以
下
で
は
、
江
戸
時
代
と
そ
の
前
を
含
め
て
「
明



治
以
前
」
と
し
(
第
1
4
5
、
続
い
て
「
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
」

(第
2
章
)
と
「
戦
後
」
(
第
3
章
)
を
区
分
し
て
概
観
し
、
最

後
に
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
今
後
の
「
課
題
」
(
第
4
章
)
に
つ
い

て
整
理
し
た
い
。

国
そ明
の治
組以
織前

の
民
間
非
営
利
活
動
と

川
慮
流
と
し
て
の
地
縁
型
相
互
扶
助
の
仕
組
み

身
近
な
人
た
ち
が
互
い
に
協
力
し
助
け
合
う
と
い
う
慣
行
は
、

人
が
集
ま
っ
て
暮
ら
す
所
で
は
ど
こ
で
も
克
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
水
路
な
ど
の
袋
業
基
盤
を
協
同
し
て
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
水
田
耕
作
社
会
で
は
、
特
に
そ
の
必
要
性
は
強
い
。
日

本
で
は
す
で
に
古
代
か
ら
律
令
制
度
に
よ
っ
て
地
縁
的
な
相
互

扶
助
の
行
為
が
規
定
さ
れ
、
同
時
に
相
互
監
視
と
迷
帯
責
任
を

か
ね
た
地
縁
的
組
織
と
し
て
「
五
係
」
が
存
在
し
た
。
お
そ
ら

く
こ
の
よ
う
な
組
織
は
、
古
代
の
住
ま
い
づ
く
り
や
村
づ
く
り

の
協
同
化
に
も
大
き
く
関
係
し
た
と
思
う
が
、
そ
の
具
体
像
は

明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
地
縁
的
な
協
同
の
仕
組
み
は
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
次
第
に
密
度
の
高
い
も
の
に
な
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
の
末
期
に
は
、
京
都
で
は
地
縁

的
・
職
能
的
に
結
ぼ
れ
た
町
が
成
立
し
、
そ
の
町
々
の
自
治
的
・

自
衛
的
結
合
体
と
し
て
町
紛
が
編
成
さ
れ
る
。
ま
た
港
町
や
寺

内
町
な
ど
の
自
治
都
市
が
生
ま
れ
、
内
発
的
・
白
治
的
な
地
縁

組
織
も
誕
生
す
る
が
、
こ
こ
で
は
住
ま
い
づ
く
り
だ
け
で
な
く
、

ま
ち
づ
く
り
も
緊
訟
な
協
同
体
制
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
都
市
に
お
け
る
自
治
的
組

織
は
崩
壊
し
、
代
わ
っ
て
農
村
も
都
市
も
含
め
て
全
国
的
に
五

人
組
制
度
が
施
行
さ
れ
る
。
村
方
は
惣
百
姓
を
、
町
方
は
地
主
・

家
主
を
単
位
と
し
て
五
軒
一
組
を
原
別
に
強
制
的
に
隣
保
組
織

を
結
成
し
た
も
の
で
、
古
代
の
「
五
保
」
を
範
と
し
た
も
の
と

き
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
目
的
は
納
税
と
統
治
に
あ
っ
て
、

相
互
監
視
と
連
帯
実
任
の
仕
組
み
と
一
言
わ
れ
て
い
る
が
、
結
果

的
に
は
緊
密
な
相
互
扶
助
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

恥

h0U
長

Ae匂ザ

村
や
阿
の
提
を
{
守
寸
つ
て
生
活
す
る
限
り
は
、
お
互
い
の
助
け
合

い
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
淀
を
犯
す
と
「
村

八
分
」
に
な
り
、
弔
事
と
火
事
の
時
以
外
の
扶
助
は
受
け
ら
れ

な
い
。
結
果
的
に
村
か
ら
の
追
放
と
な
り
、
扶
助
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

住
ま
い
づ
く
り
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
の
仲
間
内
の
相
互

扶
助
は
「
結
い
」
と
な
っ
て
現
れ
る
。
農
作
業
あ
る
い
は
屋
根

葺
き
材
料
の
収
集
や
屋
根
葺
き
作
業
な
ど
の
た
め
に
、
村
落
で

労
働
力
を
炎
換
す
る
社
会
慣
行
で
あ
る
。
「
結
い
」
の
一
言
葉
は
す

で
に
一
一
世
紀
末
に
は
兄
ら
れ
、
一
四
世
紀
に
は
慣
行
と
し
て

存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
独
自
の
発
達
を
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は

テ
マ
ガ
エ
、
テ
マ
ガ
リ
、
モ
ヤ
イ
、
ィ
ィ
、
ュ
、
ヨ
イ
コ
な
ど

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
提
供
さ
れ
た
労
働
は
金
銭
で
は
相
殺
し

な
い
の
が
原
刻
で
、
そ
の
参
加
者
の
能
力
と
は
関
係
な
く
、
提

供
し
た
日
数
に
応
じ
て
長
い
年
月
の
い
ず
れ
か
の

B
に
労
働
と

し
て
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
住
ま
い
づ
く
り
に
関
す
る
地
縁
の
仕
組
み
は
、

住
宅
地
の
一
定
の
環
境
水
準
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
明
治
の
初
期
に
民
法
編
纂

の
基
礎
資
料
と
し
て
「
全
国
民
事
慣
行
例
類
集
」
が
作
成
さ
れ

る
が
、
こ
の
中
に
は
、
全
国
各
地
の
住
宅
等
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
自
主
管
理
の
事
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
な
大
枠

し
ゃ
し

の
規
制
は
者
修
の
制
限
や
防
火
の
観
点
か
ら
幕
府
や
落
に
よ
っ

て
為
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
細
部
の
規
制
は
共
同
体
の
維
持
や
日

常
生
活
の
観
点
か
ら
、
む
し
ろ
自
主
的
な
慣
行
と
し
て
成
立
し

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仲
間
内
だ
け
の
助
け
合
い
を
重
視
す
る
ム
ラ
型
と
も
一
言
う
べ

き
こ
の
よ
う
な
相
互
扶
助
の
慣
習
は
、
水
田
耕
作
を
基
本
と
す

る
社
会
に
特
徴
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
古
代
か

ら
近
世
に
至
る
長
い
年
月
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
現

在
の
日
本
人
の
人
間
関
係
意
識
に
も
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

間
宗
教
の
役
割
と
影
響

通
常
の
生
活
空
間
の
建
設
や
維
持
管
壊
は
、
基
本
的
に
は
地

縁
的
な
相
互
扶
助
の
仕
組
み
の
中
で
行
な
わ
れ
た
。
各
地
の
地

域
的
な
特
色
や
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
近
世
の
末
に
は

全
国
的
に
定
着
し
た
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
日
本
社
会
の
底
流

を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
定
の
定

住
社
会
で
の
定
常
時
の
仕
組
み
で
あ
る
。
一
定
の
定
住
社
会
を

当
C

島
C
'
ん

越
え
る
課
題
へ
の
対
応
、
あ
る
い
は
銚
銭
や
災
害
な
ど
の
非
常

時
の
課
題
へ
の
対
応
の
た
め
に
は
、
別
の
非
営
利
活
動
の
仕
組

み
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
担
い
手
が
、
宗
教
的
な
救
済
活
動
や

富
裕
商
人
や
豪
農
胞
を
中
心
と
し
た
篤
士
山
活
動
で
あ
っ
た
。

古
代
か
ら
中
肢
に
か
け
て
は
、
仏
教
を
基
殺
と
し
た
篤
志
活

動
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
四
天
王
寺
や
法
隆
寺
を
建
設
し
て

慈
警
や
学
問
の
た
め
の
基
地
と
し
た
聖
徳
太
子
は
、
民
間
人
と

は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
最
初
の
担
い
手
で
あ
っ

た
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
行
基
の
よ
う
に
民
衆
へ
の
布
教
と

慈
善
を
一
体
の
も
の
と
し
て
行
な
う
仏
僧
も
現
れ
た
。
行
基
は
、

か
ん
が
い

架
橋
や
潅
淑
施
設
の
建
設
な
ど
の
地
域
開
発
事
業
を
積
極
的
に

行
な
い
、
救
貧
や
慈
善
活
動
も
熱
心
に
行
な
っ
た
が
、
そ
の
、
ァ
ェ

な
対
象
地
は
、
当
時
の
農
耕
定
住
社
会
の
周
縁
地
域
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
初
期
に
は
、
山
山
工
海
が
現
代
の
民
間

非
営
利
セ
ク
タ
ー
に
通
ず
る
組
織
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。
慈

善
活
動
や
庶
民
教
育
に
カ
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
讃
岐
の
満
濃
池



の
開
発
の
よ
う
な
大
規
模
な
潅
獄
事
業
を
行
な
い
、
ま
た
、
田

た

国
や
畿
内
の
各
地
で
井
戸
掘
り
や
溜
め
池
づ
く
り
な
ど
の
水
利

開
発
を
行
な
う
な
ど
、
定
住
社
会
づ
く
り
に
努
め
た
。
中
世
に

え

い

そ

ん

こ

り

さ

ら

い

な
る
と
、
西
大
寺
の
叡
尊
が
非
人
や
乞
食
、
癒
病
患
者
や
国
人

に
ん
し
よ
う

を
救
済
し
、
そ
の
弟
子
の
忍
性
も
大
規
模
な
慈
善
事
業
を
行
な

っ
た
が
、
地
域
開
発
や
住
環
境
の
整
備
と
い
っ
た
面
か
ら
の
活

動
は
、
知
ら
れ
て
い
な
い
。

中
世
の
米
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
に
よ
っ
て
堺
な
ど

の
港
町
や
京
都
を
舞
台
に
熱
心
な
布
教
活
動
が
行
な
わ
れ
、
従

来
の
仏
教
に
よ
る
も
の
と
は
異
な
る
性
質
の
慈
善
活
動
・
文
化

活
動
が
登
場
す
る
。
農
民
や
貧
者
を
重
点
的
に
救
済
し
、
信
徒

を
獲
得
し
、
信
者
も
ま
た
孤
児
の
救
済
な
ど
に
尽
く
し
た
が
、

特
に
都
市
に
お
け
る
公
共
的
施
設
の
整
備
と
い
う
点
で
、
大
き

な
特
徴
が
あ
ろ
う
。
長
崎
な
ど
多
く
の
港
町
に
ミ
セ
リ
コ
ル
デ

ィ
ア
(
怒
悲
の
組
)
と
呼
ば
れ
る
共
済
組
織
が
設
立
さ
れ
、
養

老
、
難
民
救
済
、
葬
祭
援
助
等
を
行
な
っ
た
。
医
療
の
萄
で
も
、

育
児
院
や
救
癒
を
合
む
総
合
病
院
を
設
立
し
、
ま
た
、
セ
ミ
ナ

リ
オ
な
ど
の
教
育
研
究
施
設
も
作
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
キ
リ
シ
タ
ン
は
禁
教
と
な
り
、
そ
の
信

教
も
救
済
事
業
も
壊
滅
し
、
そ
の
精
神
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
後
の

日
本
人
の
心
の
中
に
定
着
し
て
い
な
い
。
仏
教
も
同
時
に
檀
家

制
度
に
よ
っ
て
そ
の
自
主
・
自
立
の
性
格
を
失
い
、
そ
の
慈
善

カ
や
公
益
事
業
能
力
を
喪
失
す
る
。

し
か
し
仏
教
は
地
域
社
会
、
あ
る
い
は
日
常
的
な
生
活
と
無

縁
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
都
市
や
農
村
の
新
し
い
開
発
が
行

な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
幕
府
や
柑
憾
の
指
導
の
も
と
に
戦
略
的
に

寺
院
が
新
設
ま
た
は
再
配
置
さ
れ
、
ま
た
既
存
の
都
市
や
農
村

に
お
い
て
も
日
常
生
活
と
結
び
付
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
控

よ

っ
て
い
た
。
最
も
重
要
な
役
割
は
精
神
的
な
拠
り
所
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
寺
子
慶
な
ど
の
庶
民
教
育
の
場
と
し
て
も
章
一

要
な
役
割
を
担
っ
た
。
一
方
「
か
け
こ
み
寺
」
と
い
う
一
言
葉
も

あ
る
よ
う
に
、
相
互
扶
助
の
仲
間
内
か
ら
の
逃
げ
場
と
し
て
の

機
能
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
、
積
極
的
な
慈
善
活
動
と
は
異
な
る

も
の
の
、
別
の
意
味
の
民
間
非
営
利
活
動
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
B
常
生
活
の
場
に
お
け
る
公
益
的
な
活
動
の
空

間
と
し
て
は
、
神
社
も
ま
た
重
要
で
あ
っ
た
。
氏
子
制
度
に
よ

っ
て
地
縁
と
結
び
付
い
た
神
社
の
役
割
は
、
一
極
家
制
度
に
よ
っ

て
血
縁
と
結
び
付
い
た
仏
教
寺
院
と
比
べ
る
と
、
む
し
ろ
よ
り

大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
時
代
に
は
神
仏

の
混
交
が
進
む
か
ら
簡
単
に
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
そ
の
性
格

も
寺
院
と
は
い
く
ら
か
呉
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
季
節
的

な
祝
祭
を
通
じ
て
の
、
芸
能
な
ど
の
文
化
活
動
の
場
と
し
て
の

役
割
も
大
き
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
寺
院
や
神
社
は
寺
社
奉
行

の
支
配
地
と
し
て
、
管
理
面
で
も
一
般
の
住
宅
地
と
は
異
な
る

空
間
を
日
常
生
活
の
中
に
出
現
さ
せ
た
。
そ
の
後
の
日
本
の
住

環
境
に
対
す
る
考
、
ぇ
方
に
も
、
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
影
響
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

な
お
、
近
世
の
民
間
非
営
利
活
動
に
対
す
る
仏
教
の
役
割
と

し
て
は
、
社
会
的
行
為
に
対
す
る
実
践
倫
理
へ
の
影
響
と
い
う

点
も
重
要
だ
ろ
う
。
次
に
述
べ
る
富
者
の
篤
志
活
動
も
、
そ
の

よ
う
な
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
仏

教
と
し
て
の
独
自
性
を
ど
れ
だ
け
も
っ
て
い
た
か
は
分
か
ら
な

い
。
慈
善
、
仁
愛
、
報
恩
、
報
徳
、
積
善
、
篤
士
山
な
ど
、
日
本

人
が
好
ん
で
用
い
た
言
葉
の
中
に
は
、
仏
教
由
来
の
も
の
と
儒

こ
ん
ぜ
ん

教
由
来
の
も
の
が
海
然
と
し
て
混
ざ
っ
て
い
る
。
儒
教
を
宗
教

は
ん
ち
ゅ
う

の
範
穏
に
加
え
る
な
ら
、
近
代
以
前
の
非
営
利
活
動
の
思
想
的

背
景
と
し
て
は
、
む
し
ろ
仏
教
よ
り
も
儒
教
を
あ
げ
る
の
が
適

切
か
も
し
れ
な
い
。

州
地
域
社
会
と
富
者
の
役
割

江
戸
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
宗
教
的
な
活
動
以
外
に
も
、

定
住
社
会
の
定
常
的
な
相
互
扶
助
を
越
え
る
非
営
利
活
動
が
展

開
す
る
。
住
ま
い
づ
く
り
や
住
環
境
づ
く
り
に
直
接
関
係
す
る

も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
地
域
社
会
の
生
活
保
設
と

い
う
点
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
救
済
政
策
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
た
の
は
、
天

災
や
飢
鐙
な
ど
の
非
常
時
に
お
け
る
悶
窮
者
の
救
済
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
後
半
に
は
、
幕
府
も
諸
務
も
儒
教
的
精
神
に
基
づ

く
備
荒
対
策
を
と
り
、
各
地
に
救
済
組
織
が
生
ま
れ
た
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
一
八
世
紀
末
に
設
立
さ
れ
た
江
一
戸
町

会
所
が
あ
る
。
地
、
玉
・
家
主
層
が
支
払
う
町
会
費
を
節
約
し
ても

み

積
立
て
た
七
分
積
金
に
幕
府
の
公
金
を
加
え
て
基
金
と
し
、
籾

の
備
蓄
、
融
資
、
窮
民
救
済
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
運
営
は

幕
府
の
監
督
指
導
の
も
と
に
地
主
や
家
主
か
ら
選
ば
れ
た
年
番

年
寄
数
名
が
行
な
っ
て
い
た
。
{
官
艮
主
滋
導
寸
に
よ
る
半
{
宮
呂
半
民
の
経

織
の
源
流
と
も
一
き
吉

戸
の
庶
民
生
活
に
一
二
{
定
疋
の
安
{
定
疋
感
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

い、つ。城
下
町
や
村
の
レ
ベ
ル
で
も
、
各
地
で
社
倉
や
無
尽
講
の
よ

う
な
自
衛
救
済
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
民
間
の
発
意
と
さ
れ

る
救
済
組
織
の
本
格
的
な
も
の
と
し
て
は
、
一
九
世
紀
の
初
め

ご
ょ
う
た
し

に
設
立
さ
れ
た
秋
田
感
恩
誌
が
あ
る
。
秋
田
溶
の
御
用
達
商
人

が
農
民
の
窮
乏
を
変
え
て
育
児
と
救
貧
の
た
め
に
溶
主
に
献
金

を
申
し
出
る
と
、
こ
れ
に
多
く
の
仲
間
が
共
鳴
し
て
寄
付
を
寄

せ
、
落
、
王
も
こ
れ
を
公
金
と
し
て
で
は
な
く
、
民
間
の
非
営
利

の
基
金
と
す
る
こ
と
を
命
じ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
後
の
飢
縫
の
時
な
ど
も
、
こ
の
感
恩
議
の
給
米
な
ど
の
救
済

に
よ
っ
て
、
秋
田
城
下
で
は
ほ
と
ん
ど
餓
死
者
が
出
な
か
っ
た

と
い
う
。
同
じ
よ
う
な
感
思
議
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て

秋
田
県
の
各
地
に
誕
生
す
る
。

二
宮
尊
徳
が
疲
弊
し
た
武
士
の
生
活
や
農
村
の
立
て
直
し
に

活
躍
し
た
の
も
、
ほ
ぽ
向
じ
頃
で
あ
る
。
自
ら
出
し
た
種
金
や



豪
燥
な
ど
の
支
援
に
よ
っ
て
基
金
を
つ
く
り
、
生
活
再
建
や
農

耕
地
開
発
の
資
金
を
凶
窮
者
に
無
利
子
で
融
資
す
る
の
が
、
そ

の
基
本
的
な
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
例
は
下
級
武
士
を

対
象
と
し
た
小
関
原
仕
法
組
合
や
農
民
を
対
象
と
し
た
相
模
の

克
譲
社
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
基
金
は
明
治
以
降
に
報

徳
社
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
尊
徳
の
考
え
方
の
特
徴
は
、

単
な
る
生
活
救
済
よ
り
も
勤
倹
節
約
と
と
も
に
自
助
努
力
に
よ

る
生
産
基
盤
の
整
備
を
蓑
視
し
た
点
に
あ
る
。
荒
廃
地
の
農
地

化
や
用
水
路
の
開
削
、
河
川
の
改
修
、
そ
れ
ら
へ
の
架
橋
な
ど

で
あ
る
。

町
人
の
富
と
カ
が
支
配
し
た
大
坂
で
は
、
商
人
た
ち
の
建
設

い
っ
こ
ん
り
ゅ
う

的
・
文
化
的
な
公
益
活
動
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
「
一
建
立
」
と
呼

ば
れ
る
公
共
施
設
の
た
め
に
私
財
を
投
じ
る
気
風
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
道
頓
堀
の
掘
削
や
淀
屋
橋
の
架
橋
な
ど
、
大
坂
を
巡

る
運
河
網
の
掘
削
や
そ
れ
ら
へ
の
架
橋
の
多
く
が
、
商
人
た
ち

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
町
人
の
学
聞
の
た
め
の
懐
徳

堂
も
、
商
人
た
ち
の
意
志
と
資
金
で
作
ら
れ
、
維
持
さ
れ
た
。

瓦
人
の
商
人
が
出
し
た
拠
出
金
を
基
本
財
産
と
し
て
独
自
の
運

営
を
し
た
そ
の
仕
組
み
は
、
現
在
の
財
団
法
人
の
仕
組
み
そ
の

も
の
で
あ
る
。

側
近
代
以
前
の
非
営
利
組
織
の
名
称

近
代
以
前
の
非
常
利
組
織
の
名
称
に
用
い
る
一
言
葉
と
し
て
は
、

秋
田
感
思
議
な
ど
の
「
議
」
が
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
こ
の

言
葉
は
も
と
も
と
は
中
世
寺
院
で
仏
教
の
経
典
を
講
義
す
る
講

経
に
由
来
す
る
。
そ
の
後
、
特
定
の
経
典
や
本
尊
を
中
心
と
す

る
信
仰
集
団
の
集
会
や
儀
礼
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
集

さ
ん
け
い

団
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
が
参
詣
費

用
の
積
立
て
な
ど
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
経
済
的
な
性
格
を

帯
び
、
次
第
に
宗
教
や
信
仰
と
の
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
等
な
構
成
員
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
相
互
扶
助
組
織
一
般
を
意

れ
九
爪

w

d山
U

B

し

味
す
る
よ
う
に
な
る
。
頼
母
子
講
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
「
講
」

は
、
現
在
の
言
葉
で
は
組
合
が
最
も
近
い
よ
う
に
忍
う
。

こ
の
ほ
か
、
近
世
の
非
営
利
組
織
名
を
一
万
す
言
葉
と
し
て
は
、

相
互
扶
助
的
な
近
隣
集
団
や
機
能
集
団
を
指
す
「
組
」
や
生
産

協
同
組
織
と
し
て
の
「
座
」
、
緊
密
な
関
係
で
結
ぼ
れ
た
「
団
」
、

小
規
模
で
緩
や
か
な
組
織
を
示
す
「
述
」
な
ど
が
あ
る
が
、
議

ほ
ど
に
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
明
治
以
降
、

「
級
」
、
「
座
」
、
「
図
」
は
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
、
特
別
の

業
界
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
組
」
は
建
設
関

係
の
企
業
名
に
、
「
座
」
は
芝
居
の
郎
団
名
に
と
い
っ
た
呉
人
口
で

あ
る
o

「
連
」
は
極
め
て
特
殊
な
場
合
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
最
近
で
は
そ
の
都
市
的
・
任
意
的
な
組
織
概
念
が
、

再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
な
お
「
結
い
」
は
近
世
の
重
要
な
非

営
利
組
織
概
念
で
は
あ
る
が
、
「

O
O結
」
な
ど
の
よ
う
に
組

織
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

因
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
の
制
度
的
展
開
(
表
l
参
照
)

川
明
治
初
期
の
民
間
非
営
利
活
動

江
戸
か
ら
明
治
へ
と
政
治
の
仕
総
み
は
大
き
く
変
わ
っ
て
も
、

江
戸
時
代
の
地
域
的
な
救
済
活
動
の
多
く
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ

れ
、
む
し
ろ
発
展
・
普
及
し
た
。
秋
田
感
思
議
に
続
い
て
秋
田

県
内
に
多
数
の
感
恩
識
が
設
立
さ
れ
る
の
も
、
ま
た
、
ニ
官
尊

徳
の
仕
法
が
報
徳
社
と
い
う
組
織
を
通
じ
て
関
東
・
東
海
地
方

に
普
及
す
る
の
も
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
の
、
新
し
い
動
き
も
あ
る
。
困
窮

者
の
救
済
活
動
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

関
係
者
の
役
割
が
大
き
い
。
明
治
初
期
に
は
多
く
の
社
会
福
祉

施
設
が
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

民
間
非
営
利
活
動
の
新
し
い
動
き
と
し
て
は
、
地
方
都
市
に

お
け
る
育
英
基
金
や
初
等
・
中
等
教
育
機
関
の
設
立
、
大
都
市

に
お
け
る
高
等
教
育
機
関
の
設
立
も
重
要
で
あ
る
。
前
者
で
は
、

し
ゆ
っ
え
ん

か
つ
て
の
務
主
や
そ
の
一
族
・
家
距
の
出
摘
に
よ
る
基
金
の
設

立
や
藩
校
の
継
承
発
展
が
目
立
つ
。
初
等
・
中
等
教
育
を
終
え

た
多
く
の
士
族
の
子
弟
が
、
奨
学
金
を
得
て
学
び
に
行
く
の
が

大
都
市
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
。
大
都
市
に
は
国
立
の
教
育

機
関
以
外
に
多
数
の
私
立
の
機
関
が
あ
っ
て
、
彼
ら
の
選
択
肢

を
豊
か
に
し
た
。
そ
の
中
に
は
慶
応
義
塾
の
よ
う
に
江
戸
時
代

の
私
塾
を
引
き
継
い
だ
も
の
も
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影

響
下
に
設
立
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の

に
限
ら
ず
、
倒
人
が
設
立
し
た
も
の
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
に
よ
る
使
命
感
を
背
景
と
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

∞
公
益
法
人
制
度
と
公
益
法
人
非
課
税
制
度
の
確
立

社
会
的
な
活
動
を
実
践
し
て
い
く
に
は
、
組
織
が
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
を
法
的
に
認
め
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
組
織
に
法
人
格
を
与
え
る
制
度
(
公
益
法
人
制
度
)
は
、

一
八
九
八
(
明
治
三
一
)
年
の
民
法
施
行
に
よ
っ
て
確
立
し
た
。

そ
の
第
出
粂
は
、
「
祭
加
、
宗
教
、
慈
善
、
学
術
、
技
芸
其
他
公

益
ニ
関
ス
ル
社
毘
マ
タ
ハ
財
団
ニ
シ
テ
営
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル

モ
ノ
ハ
、
王
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ

得
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
れ
は
百
年
近
く
た
っ
た
現
在
も
そ
の

ま
ま
変
わ
ら
ず
山
引
き
継
い
で
い
る
。
公
設
法
人
と
し
て
は
、
人

の
集
ま
り
に
法
人
格
を
与
え
た
社
団
法
人
と
財
産
の
集
ま
り
に

法
人
絡
を
与
え
た
財
団
法
人
の
二
種
類
を
認
め
て
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
設
立
が
主
務
官
庁
の
許
可
に
よ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
活
動
内
容
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
し
た
省
庁
、

あ
る
い
は
部
局
が
内
容
を
審
査
し
、
設
立
許
可
を
与
、
ぇ
、
そ
し

て
そ
の
後
も
監
督
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
に
存
在
し
た
民
間
の
救
済
組
織
や
高
等
教
青
機
関

の
多
く
は
、
こ
の
民
法
の
も
と
に
財
団
法
人
や
社
団
法
人
に
な



っ
た
。
秋
閏
県
下
の
感
思
議
の
い
く
つ
か
は
財
団
法
人
に
な
り
、

報
徳
社
の
主
な
も
の
は
社
団
法
人
に
な
っ
た
。
大
正
の
初
め
に

は
い
く
つ
か
の
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
報
徳
社
が
大
統
合
し
て

全
閣
組
織
と
し
て
の
大
日
本
報
徳
社
を
設
立
す
る
が
、
当
時
全

国
に
約
一

0
0
0存
在
し
た
報
徳
社
の
う
ち
、
約
七

O
O
が
社

団
法
人
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
よ
う
な
公
益
法
人
の
名
と
し
て

は
、
報
徳
社
や
赤
十
字
社
な
ど
の
よ
う
に
明
治
の
中
期
く
ら
い

ま
で
は
「
社
」
が
多
い
。
「
社
」
は
克
談
社
の
よ
う
に
す
で
に

幕
末
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
一
般
的
に
普
及
す
る
の
は
明

治
以
降
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
の
後
半
か
ら
は
企
業
な
ど
の

明治~戦前の非営利法人制度と住宅・住宅地関連年表

密産主(元号) 年 法人制度 住宅・伎宅地関係 公益税制等

1868 (明治元)年 -明治維新

1890 (明治23)年 .1日民法公布(施行せず)

1898 (明治31)年 -民法施行[社団法人・財団法人]

1899 (明治32)年 -商法施行〔株式会社等] -所得税法改正[非営利

法人非課税制度〕

1900 (明治33)年 -産業組合法[信用組合/販売組

合/賂寅組合/利用組合]

1919 (大.iE8)年 -内務省住宅改良助成透談要

環(公益住宅露出資制度)

1921 (大正10)年 -借地法、借家法/・住宅組

合法(1荷量寺に伎宅会社法案

答申されるが談会に提出さ

れず)/・内務次官住宅資金

貸付に関する件依命通談

(公益住宅の建設勧奨)/

-東京府住宅協会設立(府

下に集団住宅を経営)/

-都市計図法、市街地建築

物法施行(前年公布)

1922 (大正11)年 -信託法[公益信託制度] . (財)文化普及会設立(森本

厚昔、文化アパートの建設)

1923 (大正12)年 -特別都市計霞法

1924 (大正13)年 . (財)湾i間会設立

1927 (昭和 2)年 -不良住宅地区改良法

1938 (昭和13)年 -有限会社法[有限会社]

1939 (昭和14)年 -宗教団体法[宗教団体] -法人税法施行〔神社・

1940 (昭和 15)年 -部務会町内会等整備要領(内務省 渓法法人非議税制度]

訓令17号) [町内会制度]

1941 (昭和 16)年 -住宅営司法(同j問会吸収)

1942 (昭和17)年 -臨時租税措霞法改正

1943 (昭和18)年 -許可認可等臨時措霞法制定[民法 [法人税の綴金算入限

法人設立許可権限を地方官庁に委 度額の詰IJ度]

i裏]/・市古IJ町村市IJ改正(町内会が

地方行政制度の一環に組み込まれ

る)

表 1

営
利
組
織
を
示
す
名
称
概
念
に
な
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
非
営

利
組
織
を
示
す
一
言
葉
と
し
て
は
之
ど
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
現
在
、
非
営
利
組
織
の
名
称
と
し
て
最
も
よ
く
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
「
会
」
で
あ
ろ
う
。
「
会
」
は
近
世
ま

だ
い
む
よ
う

で
は
「
え
」
と
し
て
法
会
と
か
大
合
会
な
ど
の
よ
う
に
一
時
的

な
祭
事
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
一
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
民
法
に
よ
っ
て
設
立
許
可
さ
れ
た
公
益
法
人
に
は
、
原

則
と
し
て
法
人
税
は
か
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
公
益
法
人
非

課
税
制
度
は
、
宗
教
用
地
の
地
租
を
非
課
税
と
し
た
慣
習
に
由

来
す
る
も
の
で
、
一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
の
所
得
税
法
改

正
で
正
式
に
法
制
化
さ
れ
、
一
九
一
二
九
(
昭
和
一
四
)
年
に
施

行
さ
れ
た
法
人
税
法
に
引
き
継
が
れ
た
。

公
説
法
人
制
度
の
確
立
と
と
も
に
、
相
互
扶
助
組
織
と
し
て

の
組
合
制
度
も
援
偏
さ
れ
た
。
一
九

O
O
(
明
治
三
一
一
一
)
年
の

産
業
組
合
法
の
制
定
が
そ
れ
で
、
信
用
総
合
・
奴
売
組
合
・
購

買
総
合
・
制
作
用
組
合
の
四
種
の
組
合
が
、
地
方
長
官
(
知
事
)

の
許
可
に
よ
っ
て
設
立
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
住

宅
組
合
な
ど
各
穏
の
組
合
制
度
が
で
き
る
が
、
産
業
組
合
法
は

そ
の
基
本
法
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
な
お
「
組
合
」
の
語
が

一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
以
降
だ
が
、
二
宮

尊
徳
の
小
田
原
仕
法
組
合
や
大
原
幽
学
の
先
祖
株
組
合
(
い
ず

れ
も
天
保
二
二
年
設
立
)
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
は

す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
「
組
A
口
」
は
組
合
員
相
互
の
利
益
を

自
的
と
す
る
組
織
で
、
他
者
に
対
す
る
公
益
的
な
活
動
を
行
なな

う
も
の
で
は
な
い
が
、
「
議
」
の
伝
統
を
も
っ

g
本
人
に
は
、
馴

U
 

染
み
や
す
い
非
常
利
の
仕
組
み
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
報

徳
社
な
ど
も
そ
の
金
融
機
能
に
着
尽
す
る
と
む
し
ろ
信
用
組
合

に
近
く
、
当
時
、
産
業
組
合
の
普
及
に
熱
心
だ
っ
た
柳
田
国
男

は
、
そ
の
社
団
法
人
化
よ
り
も
信
用
組
合
化
を
説
い
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
報
徳

み
ち

社
は
社
団
法
人
と
し
て
の
途
を
す
で
に
選
ん
で
い
た
。



問
地
縁
組
織
の
変
容

江
戸
時
代
に
成
立
し
た
地
縁
的
な
相
互
扶
助
の
仕
組
み
は
、

新
し
い
社
会
の
動
き
に
応
じ
て
次
第
に
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

日
露
戦
争
後
、
明
治
の
末
か
ら
大
正
時
代
初
期
に
か
け
て
展
開

さ
れ
た
地
方
改
良
遂
動
は
、
在
郷
軍
人
会
や
青
年
固
な
ど
の
地

縁
集
団
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
近
代
的
な
変
質
を
促
し
、
そ
の

後
の
都
市
や
農
村
の
地
域
社
会
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
。

一
九

O
六
(
明
治
三
九
)
年
に
政
府
の
主
導
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
報
徳
会
(
後
に
中
央
報
徳
会
と
改
称
)
が
そ
の
中
心
的
な

け
い
も
う

啓
蒙
・
推
進
機
関
と
な
っ
た
が
、
こ
の
会
は
尊
徳
の
報
徳
精
神

を
国
家
的
立
場
で
利
用
し
た
も
の
で
、
各
地
に
普
及
し
て
い
た

報
徳
社
と
は
別
の
性
格
の
組
織
で
あ
る
。

同
じ
頃
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市
の
郊
外
で
は
農
村
地

帯
の
区
画
祭
理
に
よ
っ
て
広
大
な
住
宅
地
が
供
給
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
耕
地
整
理
法
(
旧
法
一
八
九
九
年
、
新
法
一
九

O
九
年

制
定
)
を
背
景
に
、
か
つ
て
の
村
、
単
伎
の
耕
地
整
理
組
合
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
が
多
く
、
地
縁
型
の
宅
地
開
発
事
業
と

い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
も
「
組
合
」
の
役
割
が
大
き

い
。
な
お
、
こ
の
区
画
整
理
事
業
は
、
一
九
一
九
年
の
都
市
計

画
法
制
定
に
よ
っ
て
、
制
度
と
し
て
の
確
立
を
見
る
こ
と
に
な

守
合
。

な
お
貨
幣
経
済
の
普
及
も
、
従
来
の
地
縁
的
な
相
互
扶
助
の

仕
組
み
を
、
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
結

い
」
に
よ
る
労
働
提
供
の
慣
行
は
、
都
市
化
し
た
地
域
か
ら
次

第
に
金
銭
の
授
受
に
よ
る
日
一
一
履
い
に
代
わ
り
、
や
が
て
ほ
と
ん

ど
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
都
市
部
で
は
新
た
な
地
縁
組
織
と
し
て
町
内
会
が
成

立
す
る
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
独
自
の
形
成
過
程
と

内
容
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
が
、
東
京
な
ど
の
大
都
市
で
は
、

一
定
の
共
有
財
産
を
も
っ
て
社
団
法
人
と
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。

そ
の
活
動
は
、
広
い
意
味
で
の
自
治
行
政
事
務
に
関
す
る
事
項

や
町
内
の
公
共
的
行
事
、
防
災
・
防
犯
、
文
化
行
事
、
あ
る
い

は
地
域
の
施
設
管
理
に
関
す
る
事
柄
な
ど
で
あ
る
が
、
行
政
の

末
端
組
織
と
し
て
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
新
し
く
計

画
的
に
開
発
さ
れ
た
住
宅
地
で
は
、
田
国
調
布
会
の
よ
う
な
社

間
法
人
を
組
織
し
て
地
域
社
会
の
自
主
的
な
管
理
や
運
営
を
図

る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

同
社
会
政
策
と
し
て
の
非
営
利
住
宅
供
給
の
模
索

明
治
中
期
に
な
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
問
題
が
発
生
す
る
が
、

さ
ら
に
第
一
次
大
戦
中
の
工
業
化
の
進
展
や
そ
の
後
の
景
気
の

低
迷
は
、
都
市
労
働
者
や
都
市
住
民
の
生
活
を
圧
迫
し
、
多
く

の
困
窮
者
が
路
頭
に
迷
う
こ
と
に
な
る
。
内
務
省
は
本
格
的
な

社
会
政
策
に
取
り
組
む
が
、
そ
の
中
で
最
も
重
点
を
置
い
た
の

が
低
所
得
階
層
に
対
す
る
貸
家
供
給
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
公

共
団
体
や
公
益
団
体
に
低
利
融
資
を
し
て
公
益
住
宅
を
直
接
供

給
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
で
は
、
東
京
市
や
東
京
府
の

地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
東
京
府
住
宅
協
会
や
東
京
府
社
会
事

業
協
会
が
、
こ
の
公
議
住
宅
を
供
給
し
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
内
務
省
は
住
宅
組
合
に
よ
る
持
ち
家
の
建

設
と
住
宅
会
社
に
よ
る
借
家
の
経
営
と
い
う
方
法
で
民
間
の
住

宅
供
給
の
促
進
に
取
り
組
も
う
と
し
た
。

住
宅
組
合
は
、
一
九
一
一
一
(
大
正
一

O
)
年
の
住
宅
組
合
法

公
布
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
都
市
中
間
痛
が
、
地
方
長
官
(
知

事
)
の
許
可
を
得
て
自
ら
組
合
を
つ
く
り
、
府
県
を
通
じ
て
の

低
利
融
資
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
助
的
に
住
宅
を
建
設
す

る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
定
の
自
己
資
金
を

も
た
な
い
と
組
合
に
も
出
資
で
き
ず
持
ち
家
建
設
も
で
き
な
い

の
で
、
そ
の
利
用
は
一
部
の
富
裕
階
層
に
限
ら
れ
、
社
会
政
策

と
し
て
の
性
格
は
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
二
年
か

ら
一
九
三
八
年
の
一
八
年
間
に
、
全
国
で
七
閲

O
O万
円
の
融

資
に
よ
っ
て
約
三
万
五

0
0
0一
戸
が
住
宅
組
合
に
よ
っ
て
建
設

さ
れ
た
。

内
務
省
が
住
宅
政
策
の
本
命
と
考
、
え
て
い
た
の
は
、
住
宅
組

合
よ
り
も
住
宅
会
社
の
設
立
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
住
宅
会
社
は

低
所
得
者
の
た
め
の
賃
貸
住
宅
の
建
設
と
経
営
を
主
な
目
的
と

し
た
株
式
会
社
で
、
住
宅
債
券
の
発
行
や
土
地
収
用
、
免
税
、

融
資
な
ど
の
点
で
特
権
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
株
式
配
当

を
二
え
の
割
合
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
営
利
組
織
に
、
近

い
性
格
を
も
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
各
道
府
県
に

一
つ
を
、
内
務
大
臣
の
認
可
に
よ
っ
て
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
住
宅
会
社
法
案
は
一
九
二
一
(
大
正

一
O
)
年
に
社
会
事
業
調
査
会
か
ら
答
申
さ
れ
た
も
の
の
、
大

蔵
省
と
の
交
渉
が
難
航
し
、
結
局
議
会
に
は
あ
げ
ら
れ
な
い
で

流
産
に
終
わ
っ
た
。
実
現
し
て
い
れ
ば
、
非
営
利
会
社
の
事
例

と
し
て
、
他
に
も
波
及
の
可
能
性
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
貸
家
事
業
は
基
本
的
に
は
民
間
の
地
主
に
よ
る
営

利
目
的
の
事
業
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
単
な

る
貸
家
経
営
だ
け
で
は
な
く
、
地
、
王
に
よ
っ
て
は

O
O文
化
村

の
よ
う
な
独
自
伎
の
あ
る
一
住
宅
地
区
を
形
成
す
る
も
の
も
あ

っ
た
。そ

の
よ
う
な
中
で
社
会
政
策
的
な
住
宅
供
給
の
実
績
を
あ
げ

た
の
は
、
一
九
二
四
(
大
正
一
一
二
)
年
に
関
東
大
震
災
後
の
復

興
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
同
潤
会
で
あ
る
。
内
外
か
ら
集
ま
っ

き
ゅ
う
り
ゆ
っ
き
ん

た
救
愉
金
と
交
付
金
一

0
0
0
万
円
に
よ
っ
て
財
団
法
人
を

設
立
し
た
も
の
で
、
民
間
団
体
の
組
織
形
態
を
と
る
が
実
質
的

に
は
内
務
省
の
外
郭
団
体
で
あ
る
。
初
年
度
に
は
権
災
者
用
の

仮
住
宅
二
一
六

O
戸
と
普
通
住
宅
三
四
二

O
一
戸
を
建
設
し
、
そ

の
後
は
震
災
復
興
住
宅
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
労
働
者
住
宅
の
建

設
や
管
理
事
業
、
地
註
改
良
事
業
を
行
な
っ
た
。
一
九
四
二
昭

和
二
ハ
)
年
の
住
宅
営
団
発
足
に
よ
り
解
散
す
る
ま
で
、
計
一

万
二

0
0
0一
戸
の
住
宅
を
建
設
し
た
。
同
潤
会
の
事
業
に
つ
い



て
は
、
そ
の
数
よ
り
も
事
業
内
容
の
近
代
性
が
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
大
正
時
代
か
ら
、
社
会
問
題
に
対
し
て
は
そ
の
卒
後
対

策
よ
り
も
発
生
防
止
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
原
因

究
明
の
機
関
も
民
間
の
力
で
生
ま
れ
て
く
る
。
大
原
孫
三
郎
が

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
に
設
立
し
た
大
原
社
会
問
題
研
究
所

や
、
安
問
善
次
郎
が
後
藤
新
平
の
提
唱
を
受
け
て
一
九
ニ
二
(
大

正
一
一
)
年
に
設
立
し
た
東
京
市
政
調
査
会
な
ど
が
そ
の
例
で

ふめ
?
Q

。

同
文
化
活
動
と
し
て
の
住
宅
供
給

民
間
非
営
利
の
立
場
か
ら
住
宅
供
給
を
行
な
っ
た
民
間
の
組

織
と
し
て
、
文
化
普
及
会
が
あ
る
。
東
京
市
政
調
査
会
と
間
じ

一
九
二
二
年
に
森
本
厚
吉
が
私
財
を
投
じ
て
設
立
し
た
財
田
法

人
で
、
中
流
階
級
の
科
学
的
・
合
理
的
な
文
化
生
活
の
普
及
を

自
指
し
て
い
た
。
そ
の
具
体
的
な
事
業
目
的
は
、
実
験
的
な
入

れ
物
と
し
て
の
文
化
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
内
務
省
の
低
利
融
資
(
当
初
計
画
五

O
万
円
が
震
災
に

よ
り
三

O
万
円
に
減
少
)
を
得
て
、
一
九
二
五
(
大
正
一
四
)

年
、
東
京
・
御
茶
の
水
に
耐
震
・
耐
火
構
造
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
四
階
建
、
四
七
一
戸
の
共
同
住
宅
を
完
成
す
る
。
向
調
会
が

最
初
に
建
て
た
青
山
ア
パ
ー
ト
の
竣
工
の
前
の
年
で
あ
る
。
住

一
戸
は
ア
メ
リ
カ
型
の
直
輸
入
と
し
、
食
堂
、
応
接
室
、
洗
濯
室
、

給
水
・
給
湯
施
設
を
居
住
者
の
共
向
利
用
施
設
と
し
て
設
覆
す

る
な
ど
、
森
本
の
合
理
的
文
化
生
活
を
徹
底
し
た
形
で
実
現
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
震
災
後
の
大
都
市
で
住
民
の
ほ
と

ん
ど
が
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
中
に
、
突

如
と
し
て
実
現
し
た
日
本
離
れ
し
た
異
質
の
理
想
空
間
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
実

験
的
な
試
み
が
一
民
間
人
の
非
営
利
活
動
と
し
て
実
際
に
行
な

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
い
い
よ
う

に田仙、っ。

同
企
業
家
た
ち
の
地
域
社
会
へ
の
貢
献

地
方
都
市
の
企
業
家
た
ち
の
地
域
社
会
へ
の
支
献
も
、
各
地

に
兄
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

倉
敷
に
お
け
る
大
原
孫
三
郎
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
一
言
え
る
。

孫
三
郎
は
父
の
創
業
し
た
倉
敷
紡
績
を
中
心
に
、
銀
行
業
、
電

灯
・
電
気
業
、
新
聞
一
卒
業
、
住
宅
地
開
発
事
業
な
ど
の
地
域
産

業
に
進
出
し
、
中
国
で
も
屈
指
の
財
閥
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
か

ら
得
た
利
益
を
惜
し
み
無
く
社
会
文
化
卒
業
に
注
い
だ
。
岡
山

孤
児
院
へ
の
資
金
援
助
を
は
じ
め
、
地
域
農
業
の
振
興
の
た
め

に
大
原
奨
耐
脱
会
(
現
在
、
岡
山
大
学
農
業
生
物
研
究
所
)
を
、

工
場
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
の
た
め
に
倉
敷
労
働
科
学
研

究
所
(
現
在
、
労
働
科
学
研
究
所
)
を
設
立
す
る
ほ
か
、
定
期

的
に
日
曜
講
演
会
を
開
催
し
た
り
、
倉
敷
総
合
病
院
を
開
設
し

た
り
、
大
原
美
術
館
を
創
設
し
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
大
原
社

会
問
題
研
究
所
も
設
立
す
る
が
、
こ
れ
は
倉
敷
で
は
な
く
、
大

阪
に
置
い
た
(
後
に
東
京
に
移
転
)
。
営
利
事
業
と
非
営
利
事
業

を
両
輪
の
よ
う
に
使
い
分
け
つ
つ
、
近
代
的
な
地
域
社
会
.
つ
く

り
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

函
館
で
は
、
米
穀
商
か
ら
金
融
業
ま
で
営
む
相
馬
哲
平
が
、

「
郷
土
報
恩
」
を
家
訓
に
函
館
公
会
堂
や
函
館
図
書
館
書
庫
な

ど
の
公
共
施
設
を
寄
付
し
た
り
、
火
災
時
の
救
済
資
金
を
寄
付

し
た
。
三
代
目
哲
平
は
、
一
九
四
回
(
昭
和
一
九
)
年
に
相
馬

報
恩
会
を
設
立
、
恒
常
的
な
資
金
支
援
の
仕
組
み
を
確
立
し
た
。

こ
の
よ
う
な
地
方
財
閥
企
業
家
に
よ
る
地
域
社
会
の
発
展
へ

の
貢
献
は
、
そ
の
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
多
く
の
都
市
で
見

ら
れ
、
設
か
な
居
住
環
境
づ
く
り
に
寄
与
し
た
こ
と
と
思
わ
れ

ヲ
令
。

)
第
二
次
大
戦
中
の
民
間
団
体
の
報
国
的
再
舗
と

(
公
益
法
人
制
度
の
変
容

nu 

戸
内

J

日
本
の
民
間
非
営
利
活
動
は
、
一
九
四

0
年
代
の
戦
時
体
制

下
に
入
る
頃
か
ら
大
き
く
変
容
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
組
織
や
臼
体

が
、
国
家
統
制
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
、
報
盟
的
な
も
の
に
統

A
ロ
・
再
編
さ
れ
る
。
そ
し
て
制
度
面
で
も
多
く
の
臨
時
措
置
が

と
ら
れ
、
そ
の
多
く
は
現
在
の
制
度
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

地
縁
組
織
で
言
え
ば
、
町
内
会
は
そ
の
中
に
さ
ら
に
一

O
戸

程
度
の
隣
組
(
隣
保
斑
)
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
動

員
組
織
に
編
成
さ
れ
、
一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
の
市
制
町

村
制
改
正
で
は
町
内
会
が
法
的
に
地
方
行
政
制
度
の
一
環
に
組

み
込
ま
れ
た
。

住
宅
供
給
組
織
と
し
て
は
、
一
九
四
一
(
昭
和
二
ハ
)
年
の

住
宅
営
団
法
公
布
に
よ
っ
て
、
特
殊
法
人
と
し
て
住
宅
営
団
が

設
立
さ
れ
、
財
団
法
人
の
同
潤
会
は
吸
収
さ
れ
て
解
散
す
る
こ

と
に
な
る
。

一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
の
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
法
は
、

一
つ
の
道
府
県
内
で
事
業
を
行
な
う
公
説
法
人
の
設
立
許
可
権

限
を
、
中
央
省
庁
か
ら
地
方
長
官
(
知
事
)
に
委
譲
し
た
。
こ

の
臨
時
措
霞
は
戦
後
も
そ
の
ま
ま
残
り
、
地
方
公
益
法
人
制
度

は
暫
定
的
な
法
的
根
拠
の
も
と
で
実
質
的
に
定
着
し
て
き
た
が
、

ょ
う
や

一
九
九
一
(
平
成
一
二
)
年
に
漸
く
民
法
改
正
に
よ
っ
て
臨
時
の

措
震
は
廃
さ
れ
、
正
式
の
法
的
根
拠
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

企
業
が
公
益
法
人
な
ど
に
寄
付
す
る
場
合
の
、
法
人
税
に
対

す
る
損
金
算
入
限
度
額
の
制
度
が
で
き
た
の
も
戦
時
体
制
下
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
寄
付
は
全
額
が
援
金
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
た
が
、
臨
時
租
税
措
置
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
国
防

献
金
と
抽
出
兵
金
以
外
の
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
割
り
と

所
得
割
り
で
定
め
ら
れ
た
二
足
額
ま
で
し
か
損
金
に
認
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
戦
後
の
税
制
改
革
に
よ
っ
て
、
正

式
に
法
人
税
法
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。



日
戦
後
の
民
間
非
営
利
活
動
と

C
そ
の
制
度
的
展
開
(
表
ot--2
参
照
)

川
新
議
法
と
戦
後
公
益
法
人
制
度
の
展
開

第
二
次
世
界
大
戦
は
日
本
の
無
条
件
降
伏
で
終
了
し
、
連
合

箪
の
占
領
下
に
あ
っ
て
大
日
本
帝
国
憲
法
は
新
憲
法
に
代
わ
る
。

公
布
は
一
九
四
六
(
昭
和
二
一
)
年
一
一
月
、
施
行
は
翌
年
の

五
月
。
国
民
主
権
と
戦
争
放
棄
が
そ
の
特
徴
と
さ
れ
る
が
、
民

間
非
営
利
活
動
に
と
っ
て
は
「
結
社
の
自
由
」
(
第
幻
条
)
と
「
公

私
分
離
の
原
則
」
(
第
的
条
)
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
「
結
社
」

の
自
由
を
保
証
す
る
た
め
に
も
「
公
の
支
配
に
属
し
な
い
」
団

体
に
「
公
の
財
産
」
を
供
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
だ
。
戦
前
・

戦
中
の
よ
う
な
民
間
団
体
に
対
す
る
強
い
国
家
統
制
を
防
ぐ
た

め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
原
則
は
特
に
宗
教
団
体
に
つ
い
て
徹
底
し
、
宗
教
法
人

法
(
一
九
四
六
年
)
に
よ
っ
て
宗
教
法
人
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。

し
か
し
社
会
福
祉
団
体
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
資
金
で
そ
れ
を

支
え
る
社
会
的
基
盤
の
育
っ
て
い
な
い
日
本
で
は
、
実
際
に
政

府
の
補
助
を
必
要
と
し
た
。
共
同
募
金
(
一
九
四
七
年
開
始
)

で
民
間
資
金
の
導
入
を
凶
る
が
、
な
お
十
分
で
な
い
。
そ
こ
で

「
公
の
支
配
に
属
す
」
法
人
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
た
の
が
社

会
福
祉
事
業
法
(
一
九
五

O
年
)
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
措
置
費
と
い
う
名
の
も
と
に
、
そ
の
必
要
事
業

費
を
政
府
(
…
厚
生
省
)
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
に
抵

触
し
な
い
形
で
民
間
団
体
に
対
し
て
公
的
資
金
が
支
出
で
き
る

仕
組
み
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
私
立
学
校
法
(
一

九
四
九
年
)
に
よ
る
学
校
法
人
に
も
言
え
る
。
「
公
の
支
配
に
属

す
」
こ
と
に
よ
っ
て
私
学
は
政
府
(
文
部
翁
)
の
私
学
助
成
を

得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
民
間
の
医
療
機
関
に
つ

い
て
は
、
医
療
法
(
一
九
五

O
年
)
に
よ
っ
て
医
療
法
人
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
営
利
法
人
に
近

い
性
格
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
宗
教
と
福
祉
と
教
育
と
医
療
に
関
す
る
民
間
団
体

の
多
く
が
、
従
米
の
民
法
に
よ
る
公
益
法
人
の
対
象
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
別
法
に
よ
る
法
人
の
対
象
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の

分
野
の
民
間
公
益
団
体
だ
け
が
民
法
法
人
の
対
象
と
し
て
残
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
民
法
の
規
定
自
体
は
、
憲
法
が
代
わ
っ

て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
戦
前
の
民
法
と
同
じ
内
容
の

公
設
法
人
(
社
団
法
人
と
財
団
法
人
)
制
度
、
す
な
わ
ち
主
務

官
庁
の
許
可
制
に
よ
る
制
度
が
、
依
然
と
し
て
現
在
ま
で
続
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

協
同
組
合
に
つ
い
て
は
、
戦
中
に
再
編
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
各

種
の
組
合
の
体
系
が
、
戦
後
の
数
年
の
間
に
ほ
ぼ
現
在
の
姿
で

確
立
す
る
。
そ
の
中
で
も
民
間
組
織
と
し
て
重
要
な
も
の
は
、

消
費
生
活
協
同
組
合
法
(
一
九
四
八
年
)
に
よ
る
生
活
協
同
組

合
で
あ
ろ
う
。
こ
の
成
立
と
と
も
に
戦
前
の
産
業
組
合
法
は
廃

止
さ
れ
る
。
生
活
協
同
組
合
は
「
組
合
員
の
生
活
お
よ
び
文
化

的
経
済
的
改
善
向
上
を
悶
る
こ
と
の
み
を
自
的
と
す
る
」
(
生
協

法
第
2
条
1
項
の

2
)
組
織
で
、
知
事
ま
た
は
厚
生
大
庄
の
認

可
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
。
原
則
と
し
て
組
合
員
の
み
し
か
利

用
で
き
ず
、
組
合
と
し
て
の
利
益
が
出
て
も
出
資
者
へ
の
還
元

は
二
え
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
非
公
益
・
非
、
営
利
の
組

織
と
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。

公
益
法
人
等
の
税
制
に
つ
い
て
も
、
戦
後
は
新
し
い
変
化
が

起
こ
る
。
財
同
・
社
向
を
は
じ
め
、
宗
教
法
人
や
学
校
法
人
な
ど

は
原
則
非
課
税
で
あ
っ
た
が
、
収
益
事
業
に
対
し
て
は
課
税
す

る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
シ
ヤ
ウ
ブ
勧
告
で
は
、
収
益
事

業
課
税
と
と
も
に
公
益
法
人
の
非
課
税
制
を
免
税
制
に
改
め
る

こ
と
を
提
言
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け
た
法
人
税
法
の
改
正
で
は
、

非
課
税
制
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
宿
泊
事
業
や
出
版
事
業
な
ど

の
限
定
列
挙
し
た
収
益
事
業
に
よ
る
所
得
に
対
し
て
の
み
、
法

人
税
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
(
一
九
五

O
年
)
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
現
在
の
収
益
事
業
課
税
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
税
率
は
企
業

等
の
普
通
法
人
に
比
べ
る
と
、
常
に
低
く
お
さ
え
ら
れ
て
き
た
。

な
お
、
協
同
組
合
の
事
業
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
課
税
さ
れ

る
が
、
そ
の
税
率
は
公
益
法
人
と
同
じ
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ

て
い
る
。

叩
地
縁
組
織
の
変
容
と
展
開

戦
時
中
に
国
家
統
制
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
町
内
会
や
部
落

い
っ
た
ん

会
は
、

G
H
Q
に
よ
っ
て
一
旦
は
廃
止
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は

根
強
く
日
常
生
活
に
結
び
付
い
て
お
り
、
講
和
条
約
発
効
(
一

九
五
二
年
)
の
後
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
復
活
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
地
域
に
よ
っ
て
も
、
都
市
と
農
村
あ
る
い
は
旧
市
街
地
と

新
市
街
地
な
ど
に
よ
っ
て
も
特
性
を
異
に
す
る
が
、
共
通
の
特

徴
は
、
個
人
で
は
な
く
世
帯
単
位
の
強
制
加
入
で
あ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。
そ
し
て
子
供
会
や
青
年
団
、
老
人
会
な
ど
の
各
種

の
地
域
団
体
が
、
町
内
会
を
基
礎
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

戦
後
の
経
済
復
興
、
経
済
成
長
と
と
も
に
大
都
市
へ
の
人
口

集
中
が
統
き
、
膨
脹
す
る
都
市
も
過
疎
化
す
る
農
村
も
大
き
く

へ
ん
ぼ
う

変
貌
し
た
が
、
町
内
会
や
部
落
会
な
ど
の
地
縁
組
織
は
、
幅
広

く
現
夜
の
臼
本
人
の
日
常
生
活
を
緩
や
か
に
包
み
込
み
、
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
で
大
き
な
カ
を
も
っ
て
い
る
。
市
区
町
村
な
ど
の

自
治
体
が
住
民
と
接
触
す
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
町
内
会

を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八

0
年
代
に
な
る
と
、
ま

ち
づ
く
り
へ
の
住
民
参
加
を
促
す
た
め
に
「
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」
を
組
織
す
る
自
治
体
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
場
合
も
町
内

会
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
型
の
助
け

合
い
運
動
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
共
同
募
金
が
、
現
実
に
は
今

で
も
町
内
会
を
通
じ
た
戸
別
募
金
に
そ
の
七
割
以
上
を
依
存
し

て
い
る
こ
と
は
、
日
本
で
の
民
間
非
営
利
活
動
と
地
縁
組
織
の

関
係
を
象
徴
的
に
諮
っ
て
い
る
。



な
お
、
こ
れ
ま
で
の
町
内
会
や
部
落
会
は
ほ
と
ん
ど
が
法
人

格
の
な
い
任
意
団
体
で
あ
っ
た
が
、
判
内
会
等
の
中
に
は
会
館

や
土
地
な
ど
の
不
動
産
を
も
っ
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

不
動
産
を
任
意
間
体
の
ま
ま
で
保
有
し
登
記
す
る
に
は
、
多
く

の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
町
内
会
等
に
法
人
格
を
与
、
え
る
仕
組

み
が
必
要
に
な
り
、
一
九
九
一
年
に
は
地
方
自
治
法
の
改
正
に

よ
っ
て
、
認
可
地
縁
団
体
と
い
う
非
営
利
法
人
制
度
が
誕
生
し

た
。
市
区
町
村
長
へ
の
届
け
出
に
よ
っ
て
法
人
格
が
得
ら
れ
る

仕
組
み
で
あ
る
。

一
九
六

0
年
代
に
大
都
市
に
出
現
し
た
新
し
い
住
成
形
態
と

戦後~混在の非営利法人制度と住宅・住宅地震遼年表

西暦(元号) 王手 法人制度 住宅・住宅地関係 公益税制i等

1946 (昭和21)年 -新号室法公布、翌年施行[公私分離

の原貝1]]/・宗教法人法〔宗教法人]

1947 (昭和22)年 -法人税法改正[援金算

入限度額制度]

1948 (昭和23)年 -消費生活協同組合法 [i出滋生活協

同組合] (この頃、東京、兵庫、福間

1949 (昭和24)年 -私立学校法[学校法人] 等に住宅協会設立) -シャウブ勧告〔公益法

人の免税総導入提言〕

1950 (昭和25)年 -医療法[医療法人] -住宅金敵公庫法 -法人税法改正〔公益法

1951 (昭和26)年 -社会福祉毒事言語法[社会福祉法人] -公営住宅法 人の収益率築課税]

1953 (昭和28)年 -産業労働者住宅資金融通法

1955 (昭和30)年 -日本住宅公団発足

1957 (昭和32)年 . (財)日本労働者住宅協会設

1961 (昭和36)年 立 -法人税に試験研究法人

等の制度制定

1962 (昭和37)年 -所得税に試験研究法人

1965 (昭和40)年 -地方住宅供給公社法 等の制度適用

1966 (昭和41)年 -日本勤労者住宅協会設立

1967 (昭和42)年 -公益法人に対する監督の強化につ

1969 (昭和44)年 いて(閣電器75号) -国突き主活審議会調査部会、

1971 (沼和46)年 「コミュニティ一生活の場に -行政管理庁、公益法人

1972 (昭和47)年 -公益法人設立許可審査基準等に関 おける人間性の回復」発表 の指導監督の行政監察

する申合せ を実施、監督強化勧告

1975 (昭和50)年 -宅地開発公団法

1977 (昭和52)年 -公益法人会計基準設定/・最初の

公益信託実現

1981 (昭和田)年 -住宅・都市整備公団発足

1984 (昭和田)年 -建物区分所有法改正[管理組合法

人制度]

1985 (昭和60)年 -行政監察局、行政~察

1986 (昭和61)年 -公益法人の遂営に衡する指導監督 で中防法人制度創設を

基準 勧告

1987 (昭和62)年 -特定公益信託/認定特

定公益信託の制度制定

1988 (昭和63)年 -試験研究法人等を特定

公益増進法人に改称、

1991 (平成 3)年 -地方自治法改正[認可地縁団体]

1992 (平成 4)年 -行政監察局、行政監察

で中間法人制度創設を

再勧告

表 2

し
て
、
民
間
共
同
分
譲
住
宅
い
わ
ゆ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

こ
の
管
理
組
合
も
、
町
内
会
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
の
新

し
い
都
市
型
の
地
縁
組
織
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ブ
・
ハ
ウ
ス
の
よ
う
に
入
居
者
が
建
設
前
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
希
望
を
議
論
し
つ
つ
実
現
し
た
共
同
住
宅
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
そ
の
地
縁
組
織
と
し
て
の
性
絡
は
い
っ
そ
う
強
い
も
の
に

な
ろ
う
。
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
は
従
来
は
任
意
団
体
で
あ
っ

た
が
、
管
理
費
や
修
繕
積
立
金
と
し
て
多
額
の
金
銭
を
保
有
す

る
も
の
も
多
く
、
法
人
化
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
一

九
八
凶
年
に
は
建
物
匿
分
所
有
法
が
改
正
さ
れ
、
管
理
組
合
法

人
と
団
地
管
現
組
合
法
人
の
制
度
が
確
立
し
た
。
法
務
局
へ
の

登
記
の
み
で
設
立
可
能
な
非
営
利
法
人
組
織
で
あ
る
。

制
住
宅
供
給
と
民
間
非
営
利
活
動

み

ぞ

う

日
本
は
終
戦
に
よ
っ
て
未
曾
有
の
住
宅
問
題
に
遭
遇
し
て
き

た
が
、
一
九
五

0
年
代
に
は
各
地
の
財
団
法
人
組
織
が
、
そ
れ

に
対
応
し
た
。
そ
れ
は
民
間
団
体
と
い
う
よ
り
も
行
政
の
外
郭

団
体
と
い
う
性
絡
が
強
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
設
立
経
緯
と
概

要
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

民
間
の
住
宅
供
給
を
促
進
す
る
た
め
に
一
九
五

O
年
に
は
住

宅
金
融
公
庫
が
設
立
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
多
く
の
都

道
府
県
で
財
団
法
人
の
住
宅
公
社
や
住
宅
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。

住
宅
金
融
公
庫
の
持
ち
家
貸
し
付
け
は
好
評
だ
っ
た
の
に
対
し

貸
家
貸
し
付
け
は
不
評
で
あ
ま
り
活
用
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
都

道
府
県
に
貸
し
付
け
て
賃
貸
住
宅
の
建
設
を
進
め
よ
う
と
し
た

が、

G
H
Q
の
反
対
で
実
現
で
き
ず
、
公
庫
と
建
設
省
が
各
都

道
府
県
に
対
し
て
公
社
・
協
会
の
設
立
を
要
請
し
た
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
一
九
五
七
年
に
は
全
国
四
六
の
労
働
金
庫
の
寄
付

行
為
に
よ
っ
て
財
団
法
人
と
し
て
臼
本
労
働
者
住
宅
協
会
が
設

立
さ
れ
た
。
労
働
者
の
持
ち
家
取
得
を
促
進
す
る
た
め
で
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
住
宅
金
融
公
庫
の
融
資
金
と
労
働
金
庫
の
資



令
…
を
併
せ
利
用
し
て
、
全
間
的
に
分
譲
住
宅
の
建
設
事
業
を
行

な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
事
業
は
主
に
各
地
の
労
働
金
庫
が
行
な

っ
た
が
、
事
業
の
実
際
面
を
知
当
す
る
組
織
と
し
て
消
費
生
活

協
同
組
合
法
に
よ
る
住
宅
生
協
を
設
立
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

戦
後
の
住
宅
生
協
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
も
と
に
普
及
す

フ
Q

。こ
れ
ら
の
財
田
法
人
は
、
そ
の
後
一
九
六

0
年
代
の
後
半
に
、

い
ず
れ
も
特
定
の
法
律
に
基
づ
く
特
殊
法
人
に
改
組
さ
れ
る
。

一
九
六
五
年
に
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
が
成
立
し
、
勤
労
者

の
持
ち
家
取
得
を
計
画
的
で
容
易
に
す
る
た
め
の
積
立
分
譲
住

宅
制
度
が
創
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
金
融
公
庫
の
融
資
を

明
文
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
地
の
住
宅
公

社
や
住
宅
協
会
は
住
宅
供
給
公
社
に
改
組
し
た
が
、
こ
の
住
宅

供
給
公
社
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
特
別
の
法
人
と
し
て
、
出

資
が
地
方
公
共
毘
体
(
都
道
府
県
と
人
口
五

O
万
人
以
上
の
政

令
指
定
都
市
)
に
限
ら
れ
た
。
民
間
企
業
か
ら
の
出
資
を
禁
じ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
各
地
の
地
方
住
宅
供
給
公
社

は
、
財
団
法
人
時
代
の
一
九
五

0
年
度
か
ら
一
九
九
二
年
度
ま

で
に
、
分
譲
で
約
五

O
万
戸
、
賃
貸
で
約
一
五
万
戸
の
住
宅
を

建
設
し
た
。

ま
た
一
九
六
六
年
に
は
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
法
が
制
定
さ

れ
、
財
団
法
人
の
日
本
労
働
者
住
宅
協
会
が
特
殊
法
人
の
臼
本

勤
労
者
住
宅
協
会
に
改
組
さ
れ
た
。
住
宅
生
協
に
よ
る
住
宅
供

給
を
円
滑
に
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
。
消
費
生
活
協
同
組
合
法

に
よ
る
住
宅
生
協
で
は
、
そ
の
組
合
員
に
し
か
住
宅
を
供
給
で

き
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
般
公
募
に
よ
る
供
給
が
条
件
の
「
公

庫
融
資
付
き
」
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
、
事
業
展
開
に

無
理
が
あ
っ
た
。
特
殊
法
人
へ
の
改
組
後
は
、
協
会
か
ら
各
住

宅
生
協
等
へ
の
委
託
と
し
て
住
宅
建
設
卒
業
が
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
組
合
員
以
外
へ
の
販
売
も
可
能
に
な
っ
た
。
一
九

九
二
年
度
現
在
の
委
託
先
は
四
七
生
協
等
と
な
っ
て
い
る
。
な

ぉ
、
住
宅
生
協
の
す
べ
て
が
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
の
委
託
事

業
の
受
け
肌
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
最
近

で
は
民
間
独
自
の
非
営
利
の
住
宅
事
業
を
展
開
す
る
目
的
で
設

立
さ
れ
る
も
の
も
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
住
宅
や
宅
地
の
供
給
に
関
す
る
特
殊
法
人
と
し

て
は
、
一
九
五
五
年
に
は
住
宅
公
開
が
、
一
九
七
五
年
に
は
宅

地
開
発
公
毘
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
一
九
八
一
年
に
合
併
し

て
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

何
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
の
展
開

企
業
の
社
会
貢
献
、
い
わ
ゆ
る
コ

i
ポ
レ
イ
ト
・
フ
イ
ラ
ン

ソ
ロ
ビ
ー
の
考
え
が
日
本
に
導
入
さ
れ
て
ま
だ
間
も
無
い
が
、

法
人
と
し
て
の
企
業
が
社
会
的
な
貢
献
を
す
る
例
は
す
で
に
戦

前
か
ら
も
あ
り
、
戦
後
は
経
済
成
長
と
と
も
に
一
九
六

0
年
代

か
ら
企
業
財
団
の
設
立
と
い
う
形
で
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
そ

の
財
団
の
主
な
も
の
は
科
学
技
術
振
興
の
た
め
に
研
究
効
成
を

行
な
う
も
の
で
、
助
成
先
は
専
門
の
研
究
者
が
主
で
あ
っ
た
が
、

次
第
に
大
規
模
な
、
し
か
も
目
的
も
多
様
化
し
た
財
団
も
登
場

す
る
。
そ
し
て
最
近
で
は
、
環
境
や
福
祉
や
文
化
活
動
、
国
際

交
流
な
ど
の
分
野
で
、
市
民
団
体
へ
の
助
成
を
行
な
う
財
団
も

誕
生
し
、
増
え
つ
つ
あ
る
。

最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
企
業
財
団
を
通
じ
て
の
社
会
賞
献

以
外
に
も
、
企
業
自
体
に
よ
る
寄
付
行
為
や
従
業
員
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
重
要
性
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業

市
民
の
一
言
葉
が
好
ん
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
業
の
立

地
す
る
地
域
へ
の
貢
献
も
大
き
な
関
心
事
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

企
業
の
芸
術
・
文
化
活
動
へ
の
支
援
も
大
き
な
流
れ
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
が
市
民
の
活
動

と
直
接
と
り
む
す
ぶ
機
会
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、

今
後
は
さ
ま
さ
ま
な
市
民
と
企
業
と
の
協
力
関
係
が
生
ま
れ
て

く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ち
づ
く
り
や
住
ま
い
づ
く
り
の
活

動
に
対
し
て
も
、
企
業
の
社
会
貢
献
に
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が
想

定
さ
れ
る
。

間
市
民
公
益
活
動
と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

戦
後
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
市
民
・
住
民
の
活
動
を
中
心
と

し
た
数
々
の
新
し
い
民
間
非
営
利
団
体
が
誕
生
し
た
。
公
民
館

活
動
や
子
供
会
活
動
な
ど
の
住
民
活
動
や

P
T
A
の
よ
う
な
教

育
関
連
活
動
も
活
発
化
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
活
動
は
、
必

ず
し
も
民
間
の
自
発
的
な
活
動
と
し
て
順
調
に
育
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
結
局
は
市
民
的
な
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
ま
ま
に
行
政
的
な
枠
組
み
の
中
で
形
式
化
し
た
趣
が
あ
る
。

一
九
六

0
年
代
に
な
る
と
、
町
内
会
を
越
、
え
る
地
域
共
同
体

と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
必
要
性
が
行
政
的
に
も
と
り
あ
げ
ら

れ
、
モ
デ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
設
定
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ

ン
タ

i
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
が
、
一
方
、
激
し
い
環
境
変
化

に
対
し
て
、
環
境
保
護
や
公
害
防
止
、
開
発
反
対
な
ど
の
住
民

運
動
も
活
発
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
反
対
運
動
か
ら
提
案
・
実

践
活
動
へ
と
人
ぴ
と
の
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
の
は
、
一
九
六

0
年
代
も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
に
設
立
さ

れ
た
先
駆
的
な
団
体
で
、
今
で
も
活
躍
し
て
い
る
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
。
一
九
七

0
年
代
に
な
る
と
さ
ら
に
多
く
の
自
主
的

な
活
動
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
生
ま
れ
て
く
る
。
町
並
み
保

存
や
ま
ち
づ
く
り
活
動
も
そ
の
主
要
な
分
野
で
あ
る
。
福
祉
の

而
か
ら
も
地
域
社
会
は
新
し
い
動
き
を
呈
し
て
く
る
。
ノ
!
?

ラ
イ
ゼ

i
シ
ョ
ン
の
考
、
え
と
と
も
に
地
域
社
会
の
中
で
の
ケ
ア

が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
円
十
の
根
で
の
試
行
的
な
活
動
が

始
ま
る
。
そ
の
他
、
国
際
交
流
や
海
外
援
助
な
ど
の
市
民
の
活

動
も
始
ま
っ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
な
持
続
的
で
創
造
的
な
事
の
根
の
活
動
は
市
民

活
動
と
総
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
も
公
益
的
な

性
格
の
強
い
も
の
は
市
民
公
益
活
動
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。



ふ
さ
わ

一
九
八

0
年
代
に
な
る
と
そ
れ
に
相
応
し
い
活
動
が
い
っ
そ
う

盛
ん
に
な
る
。
特
に
八

0
年
代
後
半
に
な
る
と
、
さ
ら
に
多
く

の
団
体
が
分
野
を
越
え
て
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
の
正
義

念

品

刊

υ
仇
り

感
と
使
命
感
に
支
え
ら
れ
た
「
真
商
日
」
な
活
動
よ
り
も
、
仲

間
づ
く
り
や
イ
ベ
ン
ト
を
重
視
し
た
「
楽
し
い
」
活
動
に
章
一
点

を
置
く
も
の
も
増
、
え
て
く
る
。
ま
た
、
分
野
や
地
域
を
越
え
て

共
通
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
交
流
を
図
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

キ
ン
グ
型
の
活
動
も
盛
ん
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、

九
0
年
代
に
入
る
と
各
種
の
団
体
リ
ス
ト
や
団
体
要
覧
が
出
版

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
に
設
立
さ
れ

た
団
体
の
数
が
、
社
会
現
象
と
し
て
も
顕
著
に
見
え
は
じ
め
る

一
定
の
量
を
超
え
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
し
。コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
、
住
民
活
動
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
、
社

会
教
育
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

N
G
O
活
動
、
フ
イ
ラ

ン
ソ
ロ
ビ

l
活
動
、
生
協
活
動
、
市
民
事
業
や
ワ

l
カ
l
ズ
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
を
も
っ
分
野
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
領
域
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
そ
の
内
部
で
変
容
し
、

同
時
に
他
の
分
野
と
相
互
に
交
流
・
融
合
し
あ
い
な
が
ら
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
の
分
野
の
空
き
間
に
新
た
な
分
野
を
飛
ぴ
火
さ

せ
な
が
ら
、
市
民
公
益
活
動
は
大
き
な
う
ね
り
の
よ
う
に
日
本

の
社
会
の
中
で
成
長
し
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
る
。

川
公
益
法
人
制
度
の
新
展
開

戦
後
の
い
く
つ
か
の
改
革
で
確
立
さ
れ
た
日
本
の
民
間
公
益

活
動
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
一
九
七

0
年
代
か
ら
、
そ
の
変
化

の
動
き
が
少
し
ず
つ
現
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
、
民
法
法
人
の
設
立
許
可
基
準
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
一
九
七
二
年
に
は
、
各
省
庁
の
事
務
レ
ベ
ル
の
担
当

者
が
協
議
し
て
「
公
益
法
人
設
立
許
可
審
査
基
準
等
に
関
す
る

申
合
せ
」
を
作
成
し
た
。
そ
の
内
容
自
体
は
抽
象
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
い
が
、
目
的
や
事
業
の
公
益
性
が
明
確
で
あ
っ
て
、
か

っ
事
業
運
営
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
だ
け
の
収
入
が
確
保
で
き

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
お
り
、
従
来
は
公
益
法
人
か
非
営
利
法

人
か
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
民
法
法
人
(
社
団
法
人
と
財
団
法
人
)

は
、
明
確
に
公
謎
法
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
同
時
に
、
公
益
性
の
認
め
に
く
い
非
常
利
団
体
は
法
人
化

の
途
が
開
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
一
九
八

五
年
の
公
益
法
人
に
関
す
る
行
政
監
察
で
は
「
中
間
法
人
」
制

度
の
創
設
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
法
務
省
で
若
干
の
検
討
を
行

な
っ
て
き
た
が
、
具
体
的
な
展
開
は
見
て
い
な
い
。
同
じ
指
摘

は
、
一
九
九
二
年
の
行
政
駁
察
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
意
図
は
民
法
法
人
の
公
益
法
人
と
し
て
の
純
化
を
図
る
こ
と

に
あ
り
、
必
ず
し
も
新
し
い
市
民
公
益
活
動
の
受
け
鼠
を
用
意

す
る
と
い
う
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。

も
う
一
つ
の
動
き
は
、
公
益
信
託
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

公
益
信
託
は
ニ
疋
の
基
金
を
信
託
銀
行
等
に
信
託
し
て
助
成
活

動
を
行
な
う
仕
組
み
で
、
財
団
を
設
立
す
る
ほ
ど
の
多
額
の
資

産
が
な
く
て
も
実
現
可
能
な
た
め
、
市
民
的
な
公
益
活
動
の
推

進
に
は
向
い
て
い
る
。
一
九
二
二
(
大
正
一
二
年
制
定
の
信

託
法
に
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
適

用
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
七
年
に
実
現
に
踏
み

切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
数
は
急
速
に
増
え
て
い

ヲ

hv

。第
三
の
動
き
と
し
て
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
公
益
法
人
や
公

益
信
託
に
関
す
る
税
制
の
展
開
が
あ
る
。
民
間
公
益
活
動
の
資

金
源
と
し
て
は
、
企
業
や
個
人
の
寄
付
が
重
姿
な
役
割
を
も
ち
、

そ
の
よ
う
な
寄
付
を
促
す
た
め
に
は
、
そ
の
寄
付
金
に
対
す
る

免
税
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
に
は
、
法
人
税
に
係

わ
る
寄
付
金
の
免
税
措
置
と
し
て
「
試
験
研
究
法
人
等
」
の
制

度
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
に
認
定
さ
れ
た
法
人
に
企
業
な
ど
が
寄

付
す
る
場
合
に
は
、
通
常
の
損
金
算
入
限
度
額
の
倍
ま
で
が
損

会
扱
い
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
翌
年
度
か
ら
は
個
人
の
寄

付
金
の
課
税
所
得
か
ら
の
控
除
に
も
、
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
試
験
研
究
法
人
等
の
適
用
類
型
は
そ
の
後
次
第
に

追
加
さ
れ
、
一
九
八

0
年
代
の
後
半
に
な
る
と
い
っ
そ
う
増
え

る
と
と
も
に
、
制
度
の
内
容
も
順
次
改
善
さ
れ
た
。
一
九
八
八

年
の
税
制
改
疋
で
は
、
そ
の
基
本
趣
旨
が
「
公
益
の
増
進
に
著

し
く
寄
与
す
る
法
人
」
と
し
て
明
確
化
さ
れ
、
「
試
験
研
究
法

人
等
」
の
名
称
が
「
特
定
公
設
増
進
法
人
」
に
改
め
ら
れ
た
。

公
益
信
託
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
改
善
が
あ
っ
た
。
一
九

八
七
年
に
は
特
定
公
益
信
託
の
概
念
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち

一
定
の
信
託
目
的
を
も
つ
も
の
は
認
定
特
定
公
益
信
託
と
し
て
、

特
定
公
設
増
進
法
人
に
準
ず
る
免
税
特
典
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

J
市
民
公
益
活
動
と
し
て
の
ま
ち
づ
く

b
-

C
住
ま
い
づ
く

b
活
動
の
課
題

以
上
の
民
間
非
営
利
活
動
一
の
歴
史
的
な
特
徴
の
考
察
に
基
づ

き
、
次
に
市
民
公
設
活
動
と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
や
住
ま
い
づ

く
り
活
動
を
促
進
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
重
要
か

を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
以
下
の
項
目
の
う
ち
、
①
、
②
は
市

民
公
益
活
動
全
般
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
、
③
、
④
は

特
に
ま
ち
づ
く
り
や
住
ま
い
づ
く
り
活
動
の
発
展
に
と
っ
て
重

要
と
恩
わ
れ
る
諜
越
を
示
し
て
い
る
。

①
市
民
公
益
活
動
に
相
応
し
い
非
営
利
法
人
制
度
の
確
立

民
法
に
よ
る
公
議
法
人
は
倒
別
の
主
務
官
庁
に
よ
っ
て
設
立

が
許
可
さ
れ
、
そ
の
後
の
運
営
も
監
督
さ
れ
る
。
そ
の
法
人
は
、

行
政
の
縦
割
り
に
沿
っ
た
形
で
し
か
存
在
で
き
に
く
い
。
し
か

し
市
民
公
益
活
動
に
と
っ
て
は
、
行
政
の
枠
を
越
、
え
て
活
動
す

る
よ
う
な
柔
軟
性
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
多
く
の
市
民
公
設
活

動
の
母
体
は
小
規
模
な
団
体
で
あ
り
、
資
金
面
や
人
材
面
で
現



在
の
公
益
法
人
の
設
立
許
可
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
も
多
い
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
現
在
の
公
益
法
人
制
度
は
市
民
公
益

活
動
に
は
馴
染
み
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
な

ど
の
市
民
公
益
活
動
の
お
い
手
は
、
多
く
が
任
意
団
体
で
あ
る
。

活
動
の
規
模
も
小
さ
く
、
取
り
扱
う
金
額
や
専
従
の
ス
タ
ッ
フ

が
少
な
い
時
は
そ
れ
で
も
問
題
は
な
い
が
、
次
第
に
大
き
く
な

る
と
、
法
人
化
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
先
の
よ
う

な
理
由
か
ら
、
現
在
の
公
益
法
人
制
度
の
も
と
で
は
、
市
民
の

活
動
団
体
が
法
人
化
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
あ
る
い

は
可
能
と
し
て
も
、
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
や
む
を
え
ず

株
式
会
社
や
有
限
会
社
の
よ
う
な
営
利
組
織
と
し
て
法
人
化
す

る
毘
体
も
増
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
、
こ
れ
ら
の

課
題
を
克
服
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
、
主
務
官
庁
制
に
よ
ら
な

い
非
営
利
法
人
制
度
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
民

の
活
動
母
体
と
し
て
は
消
費
生
活
協
同
組
合
の
制
度
が
あ
る
が
、

こ
の
制
度
が
市
民
公
益
活
動
の
器
と
し
て
も
っ
と
活
用
で
き
る

よ
う
な
工
夫
や
制
度
的
な
改
革
も
必
婆
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

株
式
会
社
や
有
限
会
社
で
あ
っ
て
も
、
非
営
利
認
定
制
度
に
よ

っ
て
一
定
の
公
益
的
活
動
を
行
な
う
よ
う
な
仕
組
み
も
検
討
に

値
し
よ
う
。

②
個
人
の
寄
付
を
促
す
税
制
の
重
要
性

自
立
的
な
市
民
公
益
活
動
団
体
を
育
て
、
そ
の
活
動
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
資
金
源
の
多
様
化
が
必
要
だ
が
、
そ
の

基
本
と
し
て
は
、
民
間
か
ら
の
自
発
的
な
寄
付
が
重
要
で
あ
る
。

現
状
で
は
、
そ
の
多
く
は
個
人
会
員
や
団
体
会
長
か
ら
の
会
費

や
企
業
か
ら
の
寄
付
、
あ
る
い
は
助
成
財
団
の
助
成
金
に
よ
っ

て
い
る
が
、
市
民
公
設
活
動
の
費
用
と
し
て
は
個
人
の
寄
付
の

比
重
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
の
日
常

生
活
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
習

慣
や
意
識
が
根
付
い
て
い
な
い
し
、
し
か
も
個
人
の
寄
付
に
対

す
る
免
税
制
度
は
極
め
て
限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
広
く
佃
人
の
寄
付
を
促
す
制
度
が
な
い
。
意
識
が
先

か
制
度
が
先
か
の
問
題
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
努

す
る
第
一
歩
と
し
て
、
他
人
寄
付
控
除
制
度
を
実
現
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
。
偶
人
の
寄
付
が
所
得
税
や
地
方
税
の
課
税
所
得

か
ら
控
除
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
ま
た
各
種
の
基
金
な
ど
、
市

民
の
力
に
よ
る
市
民
的
な
資
金
源
を
工
夫
す
る
こ
と
も
望
ま
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
じ
て
、
公
益
的
な
活
動
に
対
す
る

個
人
の
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

③
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
事
業
的
展
開

日
本
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、
ま
だ
歴
史
も
浅
く
、
調
査
や

計
同
提
案
や
意
見
表
明
に
関
す
る
も
の
が
主
で
、
事
業
自
体
に

取
り
組
む
段
階
に
は
き
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
実
際
の
ま
ち

づ
く
り
事
業
や
住
ま
い
づ
く
り
事
業
を
自
ら
手
が
け
る
段
階
へ

と
展
開
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
専
従
ス
タ
ッ

フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
能
力
、
営
利
企
業
や
公
共
団
体
に
よ
る

事
業
と
の
差
別
化
、
事
業
に
伴
う
経
営
上
の
危
険
性
、
事
業
推

進
に
関
わ
る
制
度
的
課
題
な
ど
に
つ
い
て
、
試
行
錯
誤
を
重
ね

つ
つ
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
姿
で
あ
ろ
う
。

④
行
政
型
組
織
の
市
民
公
益
活
動
化

一
方
、
日
本
で
は
地
方
公
共
団
体
の
設
立
し
た
公
社
等
が
一

定
の
事
業
能
力
を
備
え
て
い
る
。
例
え
ば
住
宅
供
給
に
つ
い
て

は
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
あ
る
が
、
ま
ち
づ
く
り
全
般
を
含
め

る
と
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
毘
体
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
的
ま
た

は
半
公
的
な
団
体
を
、
民
間
非
営
利
団
体
に
近
い
形
で
再
編
成

し
、
よ
り
幅
広
く
ま
ち
づ
く
り
活
動
な
ど
の
市
民
公
設
活
動
を

支
援
で
き
る
組
織
に
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
③
で

示
し
た
よ
う
な
市
民
団
体
に
よ
る
事
業
に
協
力
す
る
仕
組
み
な

ど
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
③
を
市
民
公
益
活
動
の
事
業

化
と
す
れ
ば
、
④
は
半
公
共
的
事
業
体
の
市
民
活
動
化
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
両
者
が
交
差
す
る
所
に
、
新
し
い
ま

ち
づ
く
り
活
動
や
住
ま
い
づ
く
り
活
動
の
源
泉
が
見
い
だ
せ
る

よ
う
な
ん
一
汎
が
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
の

が
、
①
や
②
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

補
ヨ必、
西岡

こ
の
原
稿
の
初
稿
を
返
送
し
て
し
ば
ら
く
の
後
、
一
九
九
五

年
一
月
一
七
日
の
未
明
、
阪
神
を
中
心
に
大
地
震
が
発
生
、
大

都
市
に
お
け
る
未
曾
有
の
皮
下
型
地
震
と
し
て
、
従
来
の
予
想

を
は
る
か
に
上
回
る
被
安
口
が
発
生
し
た
。
建
物
の
倒
壊
等
に
よ

る
死
者
は
五
千
人
を
越
え
、
ニ

O
万
人
が
安
全
の
住
ま
い
を
失

っ
て
学
校
や
公
園
で
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
緊
急
の
対
応
で
注
目
を
集
め
た
の
が
、
民
間
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
市
役
所
等
の
公
的
機
関
に
登

に
わ
か

録
さ
れ
た
「
指
示
待
ち
」
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
く
、
俄
に

組
織
さ
れ
た
り
集
ま
っ
て
き
た
「
抑
し
掛
け
」
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
に
対
す
る
企
業
の
物
品
寄
付
や
企

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
応
援
も
迅
速
に
行
な
わ
れ
た
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
は
緊
急
の
救
援
だ
け
で
な
く
、
被
災
の
実
態
調
査
な

ど
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
の
専
門
家
グ
ル
ー
プ
が
活
躍
し
た
。

こ
の
数
年
の
聞
に
お
け
る
市
民
活
動
や
企
業
の
社
会
支
献
活
動

に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
、
そ
の
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
が
、

こ
れ
ら
の
迅
速
な
対
応
を
可
能
に
し
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
意
義
を
認
め
て
、
政
府

も
本
格
的
に
そ
の
支
援
の
仕
組
み
を
検
討
し
始
め
た
。
二
月
三

日
に
は
一
八
省
庁
の
関
係
課
長
・
室
長
が
集
ま
っ
て
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
問
題
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
が
設
置
さ
れ
、

次
の
四
項
目
の
検
討
に
着
手
し
た
。
す
な
わ
ち
、
川
市
民
公
益

団
体
の
法
人
格
取
得
に
つ
い
て
、
山
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
公

益
団
体
の
公
設
住
を
担
保
す
る
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
、
同
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
団
体
に
対
す
る
支
援
方
策
に
つ
い
て
、
川
開

そ
の
他
各
分
野
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
公
益
団
体



に
共
通
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
個
別
省
庁
ご
と
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
策
な
ど

が
提
案
さ
れ
た
り
実
施
さ
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
の
、
法
人
格

の
問
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
関
係
省
庁
が
一
体
的
に
取
り
級
む

こ
と
は
、
全
く
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
民
間
非

つ
な

営
利
活
動
の
伸
び
や
か
な
発
展
の
基
盤
整
備
に
繋
が
る
か
、
か

か
せ

え
っ
て
そ
の
足
柳
に
な
る
制
度
を
作
っ
て
し
ま
う
か
は
、
予
断

を
詐
さ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
私
が
本
論
の

4
章
で
提
起
し
た

課
題
の
①
に
つ
い
て
は
、
本
格
的
な
取
り
組
み
が
ス
タ

i
卜
し

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
②
に
つ
い
て
も
何
が
し
か

の
具
体
的
論
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
連
絡
会
議

の
場
面
と
は
別
に
、
実
際
の
復
興
計
画
や
復
興
事
業
の
場
面
で
、

多
く
の
民
間
団
体
が
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③

や
④
の
課
題
に
大
き
な
進
展
が
兇
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。

震
災
後
一
か
月
を
経
過
し
た
今
、
救
援
活
動
も
調
交
活
動
も

緊
急
対
応
か
ら
長
期
的
な
対
応
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
今
後

は
復
興
に
向
け
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
自
体
や
民
間
組
織
が

登
場
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
住
宅
分
野
を
中
心
と
し

た
日
本
の
民
間
非
営
利
活
動
の
歴
史
に
、
大
き
な
、
そ
し
て
決

定
的
な
一
ペ
ー
ジ
を
開
く
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
。
補
論
と

一
マ
一
口
、
つ
に
は
単
純
な
見
通
し
に
す
ぎ
な
い
が
、
敢
え
て
再
校
の
機

会
に
一
一
一
一
日
及
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

¥

や
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お
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・
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の
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プ
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書
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、
一
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一
年
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石
田
総
『
日
本
の
政
治
と
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(
上
)
「
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山
」
と
「
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祉
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』

東
京
大
学
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版
会
、
一
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八
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年

3
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稔
『
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平
の
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旧
行
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地
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制
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ぐ
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地
と
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(
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日
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史
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九
八
六
年

6
右
問
紀
久
市
山
編
法
制
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自
治
型
地
域
福
祉
の
展
開
』
法
律
文
化
社
、

一
九
九
三
年

7

太
田
一
段
『
公
説
法
人
と
公
益
信
託
』
勤
卒
者
房
、
一
九
八

O
年

8

林
綾
二
郎
・
山
間
義
山
県
『
日
本
の
財
団
ー
そ
の
系
議
と
展
望
い

市
中
央
公
論
社
(
中
公
新
設
)
、
一
九
八
四
年

9

川
添
登
・
山
間
義
典
編
者
『
日
本
の
企
業
家
と
社
会
文
化
卒
業
』

東
洋
絞
済
新
抑
制
社
、
一
九
八
六
年

川
山
林
雄
ニ
郎
・
山
川
同
義
典
編
者
『
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ビ
!
と
社
会
』

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
三
年

日
山
間
川
義
政
(
編
者
『
市
民
公
益
活
動
基
殺
叫
設
備
に
関
す
る
務
査
研

山九品

(
N
I
R
A
研
究
阪
会
主
日
)
総
合
研
究
開
発
機
構
、
一
九
九
四

ノ
i

ロ
住
民
図
書
館
編
子
、
、
ニ
コ
ミ
総
目
録
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年

日
'
民
間
道
大
『
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会

(
別
世
代
社
会
学
議
品
川
悶
)
、
一
九
八
三
年

比
倉
沢
進
・
秋
元
法
郎
編
者
『
町
内
会
と
地
域
集
団
』
ミ
ネ
ル
パ

書
房
、
一
九
九

O
年

日
東
京
都
公
文
書
館
編
『
江
戸
住
宅
事
情
(
都
史
紀
婆
M
)
』

日
本
間
義
人
『
住
宅
』
(
産
業
の
昭
和
社
会
史
⑤
)
口
μ
本
経
済
詳

論
社
、
一
九
八
七
年

口
本
間
義
人
『
内
務
省
住
宅
政
策
の
教
訓
|
公
共
住
宅
論
序
説
白

御
茶
の
水
舎
一
房
、
一
九
八
八
年

凶
石
伺
額
一
房
『
日
本
近
代
都
市
計
一
則
史
研
究
』
柏
品
川
同
一
即
応
、
一
九
八

ヒ
年

川
口
山
口
成
一
樹
吋
郊
外
住
宅
地
の
系
譜
|
東
京
の
間
関
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
七
年

初
長
谷
川
徳
之
輔
『
東
京
の
宅
地
形
成
史
|
「
山
の
手
」
の
西
進
』

住
ま
い
の
図
書
館
出
版
局
(
住
ま
い
学
体
系
)
、
一
九
八
八
年

幻
一
協
同
州
峻
治
『
東
京
の
復
興
計
画
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年

幻
波
辺
俊
一
『
「
都
市
計
闘
」
の
誕
生

l
国
際
比
較
か
ら
見
た
日

本
近
代
都
市
計
画
』
柏
世
官
房
、
一
九
九
三
年

お
大
日
本
史
静
典
編
纂
会
…
線
『
新
編
日
本
史
辞
典
』
東
京
創
元
社
、

一
九
九

O
年

M

行
波
書
信
編
集
部
編
吋
近
代
日
本
総
合
年
表

害
時
、
一
九
八
八
年

お
彩
国
社
編
『
後
築
大
辞
典

第
二
版
』
彰
国
社
、

増
補
版
お
山
石
波

一
九
九
三
年



習日3

度

量-;

研
究
地
S
3
0
1

ロ
ン
ボ
ク
島
の
都
市
・
集
落
・
住
居
と

コ
ス
モ
ロ
ジ
i
叩

ー
ー
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
の
都
市
・
集
務
・
住
居
の

形
態
と
そ
の
構
成
原
理
に
関
す
る
比
較
研
究

布
野
修
司

本
研
究
は
、
自
し
聞
の
形
態
と
そ
れ
を
規
定
す
る
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
と
の
関
係
を
視
点
に
、
都
市
・
住
肘
・
集
務

の
構
成
原
涯
を
考
祭
す
る
こ
と
を
白
的
と
す
る
。
日
バ
体

的
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
口
ン
ボ
ク
同
b
g
F
c
rね
を

対
象
と
し
、
都
市
や
住
居
集
洛
の
構
成
原
理
に
か
か
わ

る
守
街
観
、
思
想
、
現
念
を
問
題
と
す
る
。

ロ
ン
ボ
ク
お
は
さ
ま
ざ
ま
な
な
昧
で
興
味
深
い
お
で

あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ン
ボ
ク
お
と
西
に
隣
接

す
る
パ
リ
ぬ
と
の
聞
に
は
ウ
ォ

i
レ
ス
線
が
尚
一
る
。
動

航
物
の
生
態
は
一
山
市
西
で
が
ら
り
と
か
わ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宗
教
の
而
で
も
特
異
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
が

支
配
的
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
、
パ
リ
お
だ
け
は
ヒ
ン
ド

ゥ
l
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ボ
ク
お
は
イ
ス
ラ

l
ム
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
パ
リ
ね
に
近
絞
す

る
そ
の
西
部
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
の
強
い
彩
特
が
間
伐
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
小
さ
な
お
な
の
に
イ
ス
ラ

l
ム
の
彩

粋
と
ヒ
ン
ド
ゥ

i
の
彩
特
の
市
川
方
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

住
居
の
あ
り
方
で
も
口
ン
ボ
ク
ね
は
興
味
深
い
。
向

と
う
し
よ

床
式
住
民
が
支
配
的
な
束
尚
ア
ジ
ア
の
お
納
部
で
、
ジ

ャ
ヮ
、
パ
リ
、
口
ン
ボ
ク
は
池
床
式
で
あ
る
。
一
方
、

主
査

ロ
ン
ボ
ク
め
に
は
、
ス
ン
パ
ワ
入
、
ブ
ギ
ス
人
の
山
J

休

式
住
以
も
日
比
ら
れ
、
二
つ
の
文
化
の
境
界
城
で
も
あ
る
。

本
研
究
は
、
ロ
ン
ボ
ク
お
の
伎
印
刷
集
務
の
地
域
的
パ
タ

ー
ン
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
デ
サ
・
パ
ヤ
ン
に

つ
い
て
詳
細
な
考
祭
を
展
開
し
た
。

本
研
究
が
初
め
て
本
格
的
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
チ

ャ
ク
ラ
ヌ
ガ
ラ
で
あ
る
。
一
八
刊
紀
に
パ
リ
の
カ
ラ
ン

ガ
セ
ム
王
泊
の
制
民
都
市
と
し
て
建
設
さ
れ
た
チ
ャ
ク

ラ
ヌ
ガ
ラ
は
、
イ
ン
ド
文
明
の
京
抑
制
に
あ
っ
て
、
す
な

わ
ち
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l
文
化
の
最
同
級
に
あ
っ
て
、
そ
の

川
町
一
念
を
故
も
忠
実
に
実
羽
し
よ
う
と
し
た
都
市
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
街
路
パ
タ
ー
ン
と
宅
地
刻
、
住
区
構
成
、

加
山
市
肥
純
設
等
施
設
分
布
、
住
区
組
織
、
住
み
分
け
の
総

凶
、
居
住
空
間
の
構
成
等
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
チ

ヤ
ク
ラ
ヌ
ガ
ラ
の
空
間
構
造
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
!
と
の
関

係
を
立
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。

研
究
臨
8
3
0
E

中
国
北
京
に
お
け
る
都
市
空
間
の
構
成
原

理
と
近
代
の
変
容
過
桂
に
関
す
る
研
究
川

一
手

A
C
F
a

、
ヨ
オ
主

陣
内
秀
信

本
研
究
は
、
小
国
の
数
多
く
の
際
史
的
都
市
の
小
で

も
、
日
川
も
山
処
刑
J

的
な
構
造
を
批
判
つ
北
京
を
対
象
に
、
都

市
空
間
の
印
刷
成
原
理
と
、
そ
の
形
成
過
税
を
読
み
解
く

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
都
市
に

お
け
る
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
け
的
を
迷
成
す
る
た
め
に
、

幻
年
度
の
当
財
閥
の
助
成
研
究
・
全
日
山
一
繍
の
要
旨
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
内
容
を
お
読
み
に
な
り
た
い
方
は
、
研
究
年
報
れ
号
に
全
編
の
授
械
を
掲
載
い
た
し
ま
す
o

ま
た
、
論
文
の
フ
ル
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
当
財
団
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

研
究
の
べ

l
ス
と
な
り
、
大
き
な
力
を
発
御
す
る
一
七

け
ん
り
ゅ
う
け
い
じ
よ
う
ぜ
ん
ず

五
O
年
の
ぷ
叱
降
J

瓜
城
公
川
凶
し
を
読
み
込
み
、
同
時

に
近
代
の
都
市
問
、
文
献
火
料
を
使
っ
て
現
地
調
査
を

行
な
っ
た
。
住
宅
や
応
筒
、
応
住
地
と
商
業
地
、
市
や

宗
教
施
設
な
ど
の
都
市
施
設
、
凝
り
相
場
、
行
楽
地
な
ど

を
取
り
上
げ
、
係
史
的
、
社
会
的
視
野
を
合
め
な
が
ら

都
市
全
体
の
有
機
的
な
椛
造
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
ず
故
初
に
、
北
京
全
体
の
特
徴
を
大
き
く
と
ら
、
え

る
た
め
、
一
三
世
紀
か
ら
刑
判
庇
ま
で
千
円
郊
で
あ
り
絞
け

た
北
京
の
都
市
構
造
と
そ
の
変
遜
に
つ
い
て
、
歴
史
的

な
考
察
を
行
な
っ
た
。

次
に
、
都
市
の
楠
成
安
楽
と
し
て
最
も
軍
姿
な
山
A
H

院
住
宅
に
つ
い
て
、
そ
の
空
間
構
成
の
タ
イ
プ
を
類
型

的
に
考
祭
し
、
人
口
の
伎
町
一
れ
に
け
ん
る
風
水
思
忽
と
の
結

び
付
き
に
持
日
し
な
が
ら
、
出
刑
成
原
町
と
M

間
住
地
の
構

成
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
北
京
に
料
徴
的
な
空
間
桃
山
肌
を
持
つ
約
締
倒

的
住
宅
に
つ
い
て
は
、
山
山
姉
、
サ
ー
ビ
ス
、
術
家
の
機

能
的
な
相
万
一
の
結
び
付
き
に
清
川
口
し
、
ま
た
、
フ
ァ
サ

ー
ド
の
変
符
過
税
、

hn
川
訟
に
集
合
す
る
市
開
業
地
の
構
成

を
明
ら
か
に
し
た
。

さ
ら
に
、
北
京
を
行
政
小
心
の
内
城
と
、
経
済
・
文

化
の
山
中
心
と
な
る
外
城
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
施

設
の
成
立
、
立
地
、
そ
の
変
火
n
を
明
ら
か
に
し
た
。
内

城
で
は
、
王
的
ゃ
ん
れ
ゆ
な
ど
の
大
規
絞
胞
設
の
配
慌
と

空
間
柄
成
、
跡
地
利
用
と
そ
の
変
容
の
状
況
に
者
日
し
、

外
城
で
は
、
社
会
的
祝
貯
を
合
め
な
が
ら
、
会
館
や
妓

か

ん

じ

ぴ

ょ

う

飴
、
年
闘
な
ど
の
立
地
と
機
能
の
結
び
付
き
を
考
察
し

た。

こ
う
し
て
、
本
研
究
に
よ
っ
て
側
々
の
住
宅
か
ら
都

市
全
体
に
来
る
ま
で
、
北
京
の
祭
間
構
造
の
特
質
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
今
後
は
、
近
代
の
形
成
過
稼
に
つ
い

て
解
明
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。

研
究
地
E
3
0
3

伝
統
建
築
の
構
造
と
理
念

ー
ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
、

北
ア
メ
リ
カ

主

査

高

橋

貴

本
mm
究
は
、
川
北
(
な
る
三
つ
の
相
会
1
1
1イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ト
パ
・
パ
タ
ソ
ク
、
称
国
の
慶
尚
北
道
、
北
ア
メ

リ
カ
の
ナ
パ
ホ
|
|
の
伝
統
建
築
を
対
象
に
、
構
造
・

矧
念
・
変
化
を
採
る
日
的
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

家
屋
は
い
ず
れ
も
、
野
外
氏
族
博
物
館
リ
ト
ル
ワ
ー
ル

ド
に
復
元
さ
れ
て
お
り
、
復
元
調
査
や
実
測
制
査
な
ど

も
尖
胞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
復
元
の
時
点
か
ら
長
い

年
数
が
経
過
し
、
家
屋
の
タ
イ
プ
や
住
ま
い
方
な
ど
が

大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
川
家
屋
調
査
を

実
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
日
同
紙
が
洲
市
日
し
た
ト
パ
・
パ
タ
ソ
ク
の
村
は
、
フ
タ

(
集
落
)
で
構
成
さ
れ
、
同
一
氏
族
の
人
ぴ
と
が
く
ら

し
、
役
人
叩
の
本
や
先
制
の
惑
も
あ
る
、
小
一
T
小
山
・
巡
命

共
同
体
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
び
と
は
、
道
路
沿
い

の
便
利
な
集
落
ド
ゥ
ス
ン
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
ん
4

Mm
も
、
彫
刻
や
絵
の
つ
い
た
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
く
、

周
辺
諸
地
域
に
普
及
し
て
い
る
低
床
式
住
民
で
あ
る
。

フ
タ
の
い
く
つ
か
は
廃
村
に
な
っ
て
も
い
る
。
一
戸
数
一



一
七
一
戸
の
村
を
対
象
に
、
集
落
の
立
地
、
家
屋
の
種
類
、

空
家
の
状
況
な
ど
を
翻
資
し
た
。

一
稲
本
は
俗
教
精
神
の
強
い
紘
一
悶
山
政
尚
北
道
で
調
査
を

行
な
っ
た
。
同
斑
(
ヤ
ン
パ
ン
)
と
よ
ば
れ
た
人
び
と

は
そ
の
精
神
を
家
屋
の
間
取
り
に
ま
で
反
映
さ
せ
た
。

本
稿
で
は
、
建
築
構
造
、
建
築
過
程
に
つ
い
て
詳
述
し

た
が
、
こ
の
中
で
女
性
の
空
間
の
活
一
姿
伎
を
指
摘
し
た
。

先
祖
ま
つ
り
は
公
的
に
は
男
性
が
中
心
に
な
っ
て
制
笠

で
行
な
う
。
し
か
し
、
五
婦
の
棟
は
主
人
の
棟
よ
り
法
液

が
お
い
し
、
礎
石
と
柱
は
主
婦
の
部
尽
か
ら
据
え
始
め

る
。
こ
れ
ら
は
、
生
命
を
誕
生
さ
せ
る
空
間
の
兎
要
性

を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

波
辺
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
南
西
部
に
住
む
ナ
パ
ホ

を
対
象
に
調
査
を
行
な
っ
た
。
伝
統
家
屋
ホ
i
ガ
ン
は
、

校
を
円
錐
形
に
組
む
タ
イ
プ
、
方
形
に
組
む
タ
イ
プ
、

木
材
を
械
に
組
む
ロ
グ
・
ハ
ウ
ス
の
一
一
一
つ
に
分
か
れ
る
。

い
ず
れ
も
上
に
太
を
絞
せ
、
暖
房
・
防
風
・
防
水
の
点

で
す
ぐ
れ
た
特
徴
を
も
っ
。
し
か
し
ホ
l
ガ
ン
は
今
や

住
居
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
儀
礼
の
親
切
と
し
て

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
化
政
策
と
民
族
自
決
の

あ
い
だ
で
緩
れ
動
く
ナ
パ
ホ
社
会
を
住
宅
事
悩
の
預
か

ら
検
討
し
た
。

三
つ
の
調
査
を
過
し
て
、
私
た
ち
は
都
市
化
や
近
代

化
が
急
迷
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
伝
統
的

な
価
依
観
が
住
総
祭
仰
の
中
で
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が

れ
て
い
く
の
か
、
今
後
の
採
惣
と
し
た
い
。

研
究
臨

g
3
8
4

中
国
挟
西
省
韓
城
地
区
の
集
落
及
び
住
宅

に
関
す
る
研
究
川

青
木
正
夫

総
城
地
区
の
浜
村
住
地
味
滑
に
は
、
外
敵
の
米
裂
か
ら
逃

げ
る
た
め
に
要
家
堅
固
な
議
が
造
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

地
区
が
、
古
米
、
関
中
と
北
方
を
結
ぶ
京
一
姿
な
通
過
路

主
査

で
、
戦
略
上
の
争
奪
の
地
と
し
て
度
々
戦
場
と
な
っ
た

り
、
ま
た
、
土
殴
が
横
行
し
、
各
集
落
の
数
多
く
の
日
川

裕
岡
山
が
叫
問
点
肢
を
自
衛
す
る
必
裂
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
賀
太
が
浸
蝕
さ
れ
た
複
雑
で
険
し
い
地
形
に
よ

っ
て
巡
地
に
市
泊
ま
れ
て
い
た
。
楽
は
、
村
よ
り
小
脱
税

で
守
り
や
す
く
、
安
傾
な
版
築
工
法
で
造
る
こ
と
が
で

き
経
済
的
で
あ
る
な
ど
の
条
件
が
揃
っ
て
い
た
。
宋
や

一
兆
の
時
代
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
明
時
代
以
降
で
は
、
明

米
の
太
子
自
成
が
率
い
る
民
民
の
蜂
起
、
治
時
代
の
太
平

天
国
の
乱
、
同
族
の
蜂
起
な
ど
に
対
し
て
、
政
府
の
奨
励

も
あ
り
絞
々
と
造
ら
れ
た
。
築
造
期
間
は
概
ね
二
年
間
、

専
門
家
の
指
揮
の
も
と
相
当
の
労
力
を
要
し
て
述
ら
れ

た
。
議
は
、
逃
げ
る
、
守
る
、
戦
、
7
、
生
き
る
と
い
っ
た

機
能
に
従
っ
て
計
倒
的
に
築
造
さ
れ
た
構
築
物
で
あ
る
。

単
一
世
帯
の
ほ
か
複
数
纂
あ
る
い
は
共
同
築
も
あ
っ
た
。

位
向
肢
は
村
か
ら
の
距
離
と
守
り
や
す
い
地
形
と
の
バ
ラ

ン
ス
で
決
定
さ
れ
、
概
ね
五

O
O
m
以
内
、
一
ニ
方
向
が
谷

に
な
っ
た
半
島
状
の
場
所
が
選
ば
れ
た
。
市
川
絞
は
概
ね

一五、

0
0
0
ぽ

1
二
O
、
0
0
0
耐
。
外
敵
の
攻
め
口

と
な
る
ム
口
一
地
側
に
城
壁
を
お
く
、
後
方
に
向
か
っ
て
低

く
築
い
て
チ
リ
ト
リ
形
を
な
す
も
の
が
多
い
。
出
入
り

は
、
台
地
側
に
本
村
が
あ
る
場
合
は
門
、
山
庄
下
に
本
村

が
あ
る
場
人
口
は
斜
坑
に
よ
る
。
袋
内
の
街
路
は
守
備
隊

の
移
動
性
か
ら
単
純
。
城
山
笠
上
に
は
戦
闘
手
段
が
講
じ

ら
れ
防
備
が
閃
く
、
攻
め
込
ま
れ
た
の
は
コ
一
例
に
過
ぎ

な
い
。
精
神
的
守
り
と
し
て
関
帝
湖
が
設
け
ら
れ
た
。

伎
宅
は
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
の
で
本
村
の
も
の
よ
り

ヤ
オ
ト
ン

一
郎
り
小
さ
い
。
察
抑
制
で
済
ま
す
も
の
も
あ
っ
た
。
そ

の
ほ
か
、
井
戸
、
た
め
池
、
粉
挽
き
臼
な
ど
生
活
手
段
が

整
備
さ
れ
て
い
た
が
、
娯
楽
的
要
素
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
地
方
の
閉
会
院
住
宅
は
「
一
明
雨
時
」

で
は
な
く
、
大
庁
は
一
室
構
成
で
、
山
川
一
肢
は
柱
間
二
間

の
一
室
構
成
を
基
本
単
伎
と
し
て
、
そ
れ
を
二
単
位
あ

る
い
は
コ
一
単
位
巡
絞
さ
せ
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
地
方
位
と
と
ら
え
ら
れ
る
一
方
、

「
一
明
岡
崎
」
が
成
立
す
る
前
の
朕
型
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

研
究
臨

B
3
B
5

東
ア
ジ
ア
詰
屈
に
お
け
る
都
市
集
合
住
宅

の
近
代
化
過
程
川

|
|
中
悶
都
市
住
宅
の
住
ま
い
方
の
研
究

コ之、
L

、ヨ
4Ai

藤
田
忍

一
的
欧
訪
日
間
の
彩
明
討
を
受
け
な
が
ら
近
代
化
を
進
め
て

き
た
、
我
が
印
刷
を
は
じ
め
中
間
や
お
均
等
の
米
ア
ジ
ア
、

あ
る
い
は
京
市
ア
ジ
ア
訪
問
同
等
の
日
間
山
九
の
一
段
と
し
て
、

本
年
度
は
ま
ず
小
国
を
取
り
上
げ
、
郷
市
集
合
住
宅
を

対
象
に
近
代
化
過
程
の
特
徴
を
終
思
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

主
た
る
柱
は
、

A
都
市
日
出
住
に
お
け
る
集
合
住
宅
の

佼
位
、
役
割
、

B
社
会
体
制
と
集
合
住
宅
供
給
(
集
八
日

住
宅
の
持
及
泌
総
)
の
関
係
、

C
伝
統
的
住
文
化
と
近

代
化
の
関
係
(
平
一
向
構
成
・
生
活
行
為
・
起
出
総
式
・

問
問
一
休
様
式
・
地
方
性
)
、

D
住
宅
近
代
化
に
来
た
し
た
同

歌
誌
凶
の
役
別
、
の
問
つ
で
あ
る
。

1
mで
は
①
小
国
の
郷
市
郎
で
は
集
合
住
宅
が
飢
倒

的
に
将
及
し
て
い
る
こ
と
、
②
日
出
住
水
機
も
米
だ
低
く

添
削
躍
も
多
い
が
、
行
災
に
上
芥
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
③

都
市
集
会
役
宅
の
怯
H

及
市
立
凶
と
し
て
は
初
期
に
お
け
る

ソ
述
の
山
杉
山
初
、
不
動
瑳
の
同
川
家
所
有
化
、
そ
の
後
の
矧

家
お
よ
び
単
佼
(
企
業
の
こ
と
)
に
よ
る
住
宅
の
計
倒

的
供
給
、
が
栄
げ
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

2
減
で
は
集
合
住
宅
の
子
市
山
総
成
の
推
移
を
文
献
資

と
、
コ
ま

料
か
ら
分
析
し
、
ソ
述
模
倣
住
宅
、
奈
川
塑
住
宅
、
前

期
庁
向
上
住
宅
、
後
期
庁
取
住
宅
へ
の
変
容
過
抑
制
と
し
て

絡
現
し
た
。
こ
こ
で
は
平
而
構
成
を
規
定
す
る
妥
協
と

し
て
、
①
初
期
の
ソ
巡
の
山
杉
山
初
、
②
コ
ス
ト
低
減
の
た

め
の
泌
総
制
限
と
子
同
計
的
、
③
住
生
活
の
「
A
H
型
化
」

と
庁
の
役
刻
、
の
一
一
一
つ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

3
立
で
は
、
住
ま
い
方
淵
資
に
よ
っ
て
、
①
生
活
行

為
の
公
私
分
化
と
げ
の
規
模
と
の
関
係
、
②
住
一
戸
の
乎

一
向
と
住
様
式
に
お
け
る
地
万
伎
の
存
従
、
を
俄
認
し
た
。

4
市
で
は
住
宅
供
給
と
社
会
体
制
の
関
係
に
つ
い
て

分
析
を
行
な
い
、
①
こ
れ
ま
で
「
最
低
仕
絞
恕
ス
ケ
ル

ト
ン
供
給
」
と
「
人
間
時
の
自
己
改
造
」
が
必
然
的
で

あ
っ
た
点
、
ま
た
、
②
近
年
の
市
開
品
化
の
小
で
供
給
方

式
自
身
も
影
響
を
受
け
て
い
る
ぷ
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
研
究
結
果
よ
り
、
小
山
間
に
お
け
る
集
合
住
宅

の
近
代
化
過
抑
制
の
特
徴
を
姿
約
し
結
論
と
し
た
。

研
究
仇
B
3
0
5

中
東
地
域
イ
ス
ラ
ム
都
市
・
集
落
の
セ
ン

タ
ー
概
念
の
形
態
学
的
研
究

芦
川
智

小
京
地
域
の
砂
淡
・
乾
燥
地
必
に
存
在
す
る
イ
ス
ラ

ム
郷
市
・
集
滋
の
空
間
総
成
の
小
で
、
間
欧
山
中
世
都
市

の
広
場
概
念
に
相
九
す
る
セ
ン
タ
ー
概
念
が
い
か
な
る

形
態
で
存
在
す
る
か
を
、
実
態
調
交
を
法
総
に
し
て
探

っ
て
ゆ
く
こ
と
を
口
総
と
す
る
が
、
そ
の
第
一
段
階
と

し
て
、
山
中
東
全
域
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
都
市
の
山
市
街

の
道
路
椛
成
と
純
設
配
列
に
つ
い
て
の
資
料
化
を
し
、

そ
の
多
様
な
形
態
に
つ
い
て
の
終
測
と
類
型
化
を
行
な

っ
た
も
の
が
今
川
の
減
伐
で
あ
る
。

三
O
都
市
の
資
料
化
に
お
た
っ
て
は
、
山
山
米
る
閉
山
り

本
米
の
姿
を
予
想
で
き
る
十
日
い
凶
十
仰
を
探
し
、
道
路
の

と
ら

形
態
を
犯
燥
し
、
そ
の
山
中
で
の
施
設
配
涜
を
捉
え
て
ゆ

く
こ
と
と
し
て
い
る
。
一
一
一

o
m市
を
類
裂
化
を
行
な
う

に
お
た
っ
て
は
、
林
式
数
沢
化
問
績
を
用
い
、
①
都
市
・

集
溶
の
境
界
の
状
況
、
②
川
市
街
・
骨
折
市
街
等
の
ゾ
!

ン
分
け
の
状
況
、
③
求
心
的
な
要
一
小
品
川
の
状
況
、
③
川
市

街
の
小
で
の
ゾ
!
ン
区
別
の
状
況
、
③
道
路
パ
タ
ー
ン

の
状
況
、
⑥
笠
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ

i
の
状
況
、
の
六
項

目

M

を
手
掛
か
り
と
し
て
述
別
し
て
い
る
。

そ
の
給
川
市
、

A
グ
ル
ー
プ
一
単
純
明
快
な
織
成
を
持

ち
〈
小
体
に
均
質
的
な
都
市
安
聞
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ

(
が
ル
ダ
イ
ア
・
ベ
ニ
イ
ス
ゲ
ン
・
ス
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
)
、

fE 



B
グ
ル
ー
プ
一
複
合
的
な
全
体
像
を
持
ち
な
が
ら
若

干
混
合
し
暖
昧
な
部
分
を
有
し
、
空
間
は
均
質
な
グ
ル

ー
プ
(
シ
パ
!
ム
・
バ
グ
ダ
ッ
ド
・
ス
|
ス
・
モ
ス
|

ル
等
)
、

C
グ
ル
ー
プ
・
空
間
に
階
層
性
が
あ
り
、
全

体
と
し
て
混
合
し
た
部
分
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
(
ケ
ル

マ
l
ン
・
カ
イ
セ
リ
・
シ
パ
ス
・
エ
デ
ィ
ル
ネ
見
守
)
、

D
グ
ル

i
プ
一
空
間
に
階
層
性
が
あ
り
、
明
快
な
ま
と

ま
り
を
持
っ
て
い
る
が
複
合
化
し
た
部
分
も
持
つ
グ
ル

ー
プ
(
ア
レ
ッ
ポ
・
ダ
マ
ス
ク
ス
・
マ
ラ
ケ
シ
ュ
・
フ

エ
ス
等
)
、

E
グ
ル
ー
プ
一
単
純
な
楠
迭
で
階
同
問
的
空

間
構
成
を
有
し
、
し
か
も
明
快
な
構
造
を
持
つ
グ
ル
ー

プ
(
イ
ス
フ
ア
ハ
ン
・
カ
イ
ロ
・
チ
ュ
ニ
ス
等
)
の
五

つ
の
グ
ル
ー
プ
を
導
入
し
て
い
る
。

研
究
胤

8
3
8
7

イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
リ
ビ
ン
グ
ル

i
ム
の

成
立
と
変
化
・
発
展
に
関
す
る
研
究

主
査

江

上

徹

イ
ギ
リ
ス
の
ピ
〈
山
口
問

HOD-CBは
一
八
位
紀
米
に
、
州
民

場
労
働
者
の
た
め
の
の
D
耳
目
問
。
に
お
い
て
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
一
八
位
紀
後
半
か
ら
一
九
位
紀
に
か
け

て

p
g問
。
は
、
相
会
改
良
主
義
及
び
宮

ngg宮
め
と

い
う
こ
つ
の
観
点
か
ら
注
目
を
集
め
た
。
前
者
の
主
要

な
論
点
は
、
不
衛
生
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
保
て
な
い
ワ
ン

ル
l
ム
的
段
階
か
ら
、
少
な
く
と
も
就
寝
機
能
を
分
部

さ
せ
て
生
活
の
秩
序
化
を
凶
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

当
初
こ
の
部
原
は
単
に
M
N
R
当
同
と
呼
ば
れ
た
り
、
甲
廿
泣
宮
]

何

C
D
gや
り
君
。
ロ
ヨ
間
河
口
O
Bな
ど
と
も
呼
ば
れ
た
か
、

次
第
に
ピ
ヨ
ロ
問
問
。

0
5と
い
う
名
称
に
収
束
し
て
い

っ
た
。
ピ
〈
山
口
m
H
N
C
C
Bと
の
関
述
で
の
後
者
の
、
1
1

姿
な

論
点
は
、
旧
米
の
フ
ォ
!
?
リ
ズ
ム
の
否
定
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
出
・

M
N
0
2
0
ロ
は
、
上
流
階
級
の
住
民

に
お
い
で
さ
え
、
お
い
附
U
R
-
C
E
H
か
ら
新
]
換
を
説
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二

O
佐
紀
前
半
に
至
る
ま
で
こ
の

ク
ラ
ス
の
住
民
で
は
ピ
ヨ
ロ
開
閉
山

8
5は
ほ
と
ん
ど
北
日

放
し
な
か
っ
た
し
、
労
働
者
附
級
や
下
対
中
流
階
級
の

住
簡
で
も
市
内
包

c
R的
な
部
屋
の
設
訟
が
志
向
さ
れ
、

司出ユ

O
Rを
オ
モ
テ
に
配
し
、
条
件
の
惑
い
ウ
ラ
に

F
2

目指

HNccgを
配
す
る
プ
ラ
ン
が
一
般
化
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
今
除
紀
初
頭
に
H
N
.
dロ
司

-zは
、
い
わ
ば
こ

の
両
者
を
一
体
化
さ
せ
た
、
広
く
明
る
い
、
通
風
も
良
い

新
た
な
ど
〈
由
民
間
河
0
0
5の
提
案
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
C
ロ
ヨ
ロ
等
の
提
案
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
す
ぐ
に

受
け
容
れ
ら
れ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
永
く

F
R

E
E
H
を
も
っ
住
戸
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
北
円
以
品
に
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
H
L
i
p
m
m
c
c
Bは
そ
の
誕
生
以
米
、
ず
っ
と

主
た
る
調
四
一
の
場
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ

の
点
で
は
ロ
ロ
三
口
の
ピ
乱
括
判
D
O
Bも
同
縦
で
あ
っ
た
。

ピ
〈
町
民
河

g
gか
ら
の
調
理
機
能
の
分
隊
は
、
一
九
一

八
年
の
「
、
叶

E
R
毛
色
広
司
印
刷
出
向
宮
門
ど
で
も
丞
祝
さ

れ
、
一
九
四
四
年
の
「
ロ
ロ
色
m
q
M
U刀
C
H
ど
で
は
つ
い
に

調
埋
機
能
か
ら
解
放
さ
れ
た
巴
丘
コ
向
河
0
0
5が
提
示
さ

れ
、
一
九
六
一
年
の
「
司

R
Z円
云

caω
阿
佐
官
H
H
」
を

経
て
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
が
将
及
し
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
ピ
5
3間
河
G
O
B誕
生
以
米
の
二

O
O年
を
顧
み
れ

ば
、
こ
の
空
間
の
特
質
は
多
様
な
行
為
の
場
開
ち
多
目
的

性
で
あ
り
、
ま
た
、
後
数
の
人
間
が
一
緒
に
時
を
過
ご
す

州
場
即
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
で
あ
る
こ
と
と
一
言

、
え
ト
で
つ
。

研
究
臨

9
3日
自

ま
ち
づ
く
り
主
体
の
育
成
の
た
め
の
「
ま

ち
遊
び
」
方
法
論
構
築
に
関
す
る
研
究

-
1
1
住
み
手
に
よ
る
身
近
な
環
境
整
備
推
進

子
法
の
開
発

し
た 本
f本研
験究 i 工I~.:
型は 1 !~ 
の、 I}I¥ 
者1¥m 1.-
jli tまf1 '1-
. 士也
ま i人j
ちの
Jゴ五歩

く近
りな

工!o'!
t タd

~~l t~ 
11 資

まを
ち i舌
逃 JIJ

、一正資

ぴ
」
に
つ
い
て
、
只
体
的
な
地
阪
で
布
効
性
を
検
証
し
、

い
き
い
き
し
た
各
地
の
事
例
か
ら
住
民
が
人
上
体
的
に
進

め
う
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
力
策
を
考
祭
す
る
。

通
例
、
ま
ち
遊
び
は
催
し
の
一
部
と
し
て
実
施
さ
れ

る
。
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が
一

O
年
以
上
統
い
て

い
る
世
間
谷
区
太
子
波
地
阪
で
、
ま
ち
づ
く
り
催
し
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
鈍
し
た
。
結
果
、

山
川
惜
し
参
加
は
「
市
川
臼
そ
う
・
楽
し
そ
う
」
「
通
り
が

か
り
」
な
ど
…
般
的
な
動
機
か
ら
で
あ
る

間
催
し
に
参
加
し
た
結
来
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
親
近
感

得
が
地
加
す
る

閉
山
惜
し
参
加
と
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の
参
加
な
欲
は
官

接
に
関
迷
し
て
い
る

ヰ
マ
が
判
明
し
た
。
問
時
に
ま
ち
づ
く
り
や
催
し
に
興
味

が
な
い
府
、
身
体
や
家
の
事
情
で
参
加
で
き
な
い
般
が

あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

「
ま
ち
遊
び
」
は
、
地
域
づ
く
り
関
述
、
地
区
レ
ベ

ル
の
ま
ち
づ
く
り
関
連
、
そ
れ
ら
の
た
め
の
人
づ
く
り

閑
述
に
大
阪
分
で
き
る
。
全
国
の
事
例
か
ら
、
ユ
ニ
ー

ク
で
参
加
者
だ
け
で
な
く
主
俄
者
も
楽
し
ん
で
い
る
等

の
観
点
で
「
ま
ち
遊
び
」
九
事
例
を
取
り
あ
げ
考
察
し

た
。
共
通
す
る
点
と
し
て
、

山
ま
ち
の
宝
に
こ
だ
わ
る
、
実
際
の
体
験
を
主
悦

山
仕
掛
人
が
自
分
が
而
白
い
と
思
う
こ
と
を
ま
じ
め
に

楽
し
む

間
参
加
者
の
自
発
性
を
刺
激
し
発
忽
を
広
げ
る

川
町
人
と
入
の
関
係
づ
く
り
を
火
事
に
し
仲
間
づ
く
り
に

成
功
し
て
い
る

等
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
次
段
附
の
ま
ち

づ
く
り
治
動
や
次
代
の
ま
ち
つ
く
り
人
が
生
成
し
て
い

フ
位
。

本
研
究
の
結
論
と
し
て
「
ま
ち
遊
び
」
の
効
果
と
限

界
を
考
祭
し
た
。
ま
ず
、
ま
ち
づ
く
り
発
反
過
税
を
考

山
市
川
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
ま
ち
遊
び
」
手
法
の
見
取

り
闘
を
似
説
と
し
て
捻
一
一
小
し
た
。

「
ま
ち
遊
び
」
の
効
山
本
で
は
、
①
「
ま
ち
遊
ぴ
」
は

ま
ち
に
こ
だ
わ
り
を
つ
く
る
、
②
「
ま
ち
滋
ぴ
」
は
多

様
性
を
発
掃
す
る
、
③
市
川
白
さ
・
山
本
し
さ
が
ま
ち
に
あ

ふ
れ
る
、
い
V
V
が
指
摘
で
き
、
最
後
に
④
「
ま
ち
逃
ぴ
」

は
住
み
手
の
内
発
性
を
基
軸
と
し
た
「
状
況
内
発
」
裂

の
ま
ち
づ
く
り
に
淡
附
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
、

こ
と
を
徒
足
し
た
。

一

一

一

p

;

今
後
の
研
究
課
題
で
は
、
事
例
の
体
系
化
不
十
分
を

克
服
す
る
な
味
で
、
国
際
的
事
例
の
比
絞
検
討
を
合
む

事
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
が
必
要
で
あ
り
、
楽
し
さ
を

広
く
伝
え
る
な
昧
で
「
ま
ち
遊
ぴ
」
実
践
総
肢
を
つ
く

る
等
が
あ
る
。
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研
究
地

E
3
0
9

販
神
障
の
住
宅
地
形
成
に
関
す
る
基
礎
的

研
究
叩

|
|
近
代
日
本
の
大
都
市
郊
外
住
宅
地
形
成
過
程

坂
本
勝
沈
十
日

こ
の
研
究
は
、
日
本
の
代
表
的
大
都
市
郊
外
住
宅
地

と
し
て
発
脱
し
て
き
た
大
阪
、
神
戸
川
川
の
地
械
を
対
象

と
し
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
、
前
倒
に
引
き
続
き
、
廷

に
掘
り
下
げ
て
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

阪
神
間
の
郊
外
住
宅
地
は
、
そ
の
発
生
以
米
統
に
数

へ
ん
ぼ
う

十
年
を
絞
過
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅
地
は
著
し
い
変
貌

を
遂
げ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
所
期
の
目
的
現
念

を
十
分
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
持
続
し
て
い
る
と
こ

ろ
と
、
戦
争
や
自
然
災
害
そ
の
他
の
羽
山
に
よ
っ
て
、

出
初
の
な
凶
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
と
が
あ

る
。
こ
の
研
究
報
行
で
は
比
較
的
良
好
な
住
宅
地
で
、

か
つ
文
献
資
料
の
人
手
が
可
能
と
な
っ
た
地
域
を
対
象

と
し
て
考
祭
を
行
な
っ
た
。

第
1
取
で
は
、
阪
神
間
宅
地
分
譲
の
動
向
と
し
て
、

宅
地
分
淡
の
形
態
を
分
強
し
、
特
に
火
阪
、
神
戸
山
に

限
定
し
た
大
都
市
郊
外
住
宅
地
の
動
向
を
取
り
上
げ
、

第
2
氷
で
は
、
そ
の
な
か
の
主
製
住
宅
地
に
つ
い
て
、

主
査



H
A
体
的
な
例
を
法
に
分
析
・
点
打
J
m
h

小
す
る
こ
と
と
し
た
。

「
浜
川
中
子
闘
健
康
住
宅
地
」
は
、
大
林
組
住
宅
部
が
、
主

と
し
て
経
九
日
に
か
か
わ
る
が
、
全
体
計
同
や
分
譲
の
う

え
で
の
諸
施
策
、
ま
た
こ
の
住
宅
地
と
迷
絞
し
た
「
阪

神
屯
欽
経
常
溺
巾
子
関
住
宅
地
」
の
形
成
、
住
宅
地
分

談
の
方
策
を
探
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
私
鉄
の
沿
線
開
発

に
結
び
つ
く
住
宅
地
経
九
円
で
あ
る
が
、
一
方
、
民
間
の

土
地
会
役
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
住
宅
地
開
発
の
れ

し
ゅ
〈
が
わ
こ
う
ろ
え
ん

例
と
し
て
、
「
以
川
容
機
関
住
宅
地
」
の
計
的
と
そ
の

進
行
内
山
内
口
に
つ
い
て
触
れ
、
こ
の
住
宅
地
経
常
が
成
功

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
こ
の
住
宅
地
に
縫

っ
た
主
な
住
宅
建
築
に
つ
い
て
紛
介
す
る
。
廷
に
間
じ

く
成
功
し
た
事
例
と
し
て
、
「
南
郷
山
住
宅
地
」
(
一
的
'V川

市
)
に
つ
い
て
も
、
入
予
し
た
土
地
分
後
資
料
を
法
に
、

そ
の
特
徴
を
治
し
た
。

第
3
市
で
は
、
浜
叩
子
側
、
ホ
附
叩
子
悶
で
行
な
わ
れ

た
小
、
小
住
宅
の
千
百
川
計
品
川
に
つ
い
て
、
日
日
体
的
事
例

を
基
に
分
析
・
考
祭
し
た
。

閉山
4
な
に
お
い
て
は
、
什
肌
士
円
・
御
阪
地
域
の
住
宅
地

の
形
成
が
、
同
一
的
な
宅
地
分
談
方
式
で
は
な
い
方
法

で
行
な
わ
れ
、
大
邸
宅
が
集
中
す
る
阪
神
間
で
沿
も
白
川

級
な
住
宅
地
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
阪
神
間
郊
外
住
宅
地
の
調
査
を
過
し

て
、
こ
れ
ら
の
伎
宅
地
が
日
本
の
住
宅
地
形
成
の
上
で

先
駆
的
役
刻
を
来
た
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、
我
が
川
削

の
近
代
住
宅
火
の
ト
ム
で
も
主
要
な
芯
味
を
も
つ
こ
と
を

明
確
に
し
た
。

研
究
臨

9
3
1
0

住
宅
密
集
地
区
再
生
に
関
す
る
研
究

ー
l
aカ
ル
チ
ェ
・
ダ
ム
!
ル
に
開
削
す
る
事
例
研
究

湯
川
利
和

カ
ル
チ
ェ
・
ダ
ム

l
ル
は
、
木
貸
住
宅
地
区
の
良
好

な
市
民
新
が
進
ま
な
い
小
で
老
朽
化
し
た
水
貸
住
宅
街
集

:3ご
---
li: 

地
医
(
七
、
問

O
O
肘
、
二
瓦
棟
二
五
一
一
一
一
と
が
…
常

に
良
好
な
賃
貸
住
宅
街

(
R
C
、

3
F
フ
ラ
ソ
ト
間
隙

二
ニ
六
一
円
+
送
路
・
公
闘
技
術
)
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

卒
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
を
と
り
あ
げ
、
事
業
経
過
の

記
録
と
入
問
者
調
弦
に
よ
っ
て
、
成
功
に
，
導
い
た
条
件
、

今
後
の
諜
泌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
討
的
と
す
る
。

第
二
川
十
事
業
経
過
の
記
録
一
ー
さ
ま
さ
ま
な
タ
イ

プ
の
権
利
者
八
名
が
複
雑
で
あ
い
ま
い
な
権
利
関
係
を

終
開
し
、
共
同
で
事
業
を
行
な
い
、
完
成
後
も
八
人
共

同
で
「
ま
ち
」
を
九
日
現
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン
は
木
貸
住

宅
地
域
判
然
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
佼
紋
付
け
た
低
M
川
市
街

捌
み
狼
配
流
と
し
、
デ
ザ
イ
ン
・
設
計
・
設
備
に
お
い

て
新
し
い
都
市
住
宅
を
従
一
一
小
す
る
と
と
も
に
、
浴
山
総
の

池
小
化
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ソ
キ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
舗

装
、
プ
ラ
ザ
的
小
公
側
、
ス
ト
ー
ン
オ
ブ
ジ
ェ
等
、
新

し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
イ
ン
フ
ラ
を
拠
不
し
た
。

第
二
京
入
問
者
詳
側
一
一
質
問
紙
初
公
の
布
効
川

収
絞
は
、
新
規
入
印
刷
一
二
八
叶
浜
市
、
一
内
人
民
八
貯
川
一
w
小

そ
れ
ぞ
れ
六
悶
枇
俗
、
七
険
桜
で
あ
っ
た
。
新
鋭
入
印
刷

者
は
二

O
、コ一

O
代
の
子
ど
も
の
い
な
い
共
働
き
夫
婦

が
も
っ
と
も
多
く
、
小
家
校
、
山
手
齢
期
の
子
ど
も
の
い

な
い
成
人
家
肢
が
小
心
で
あ
る
。
交
通
の
利
便
性
や
住

宅
・
住
棟
計
耐
を
一
品
く
一
計
倒
し
て
こ
の
住
宅
を
選
択
し

て
お
り
、
住
棟
計
州
全
般
に
対
し
て
一
定
の
文
科
を
し

て
い
る
。
し
か
し
、
自
転
車
の
浴
鰍
や
rU刑
判
事
・
自
転

車
へ
の
い
た
ず
ら
な
ど
何
ら
か
の
被
訴
を
受
け
た
も
の

が
ふ
ハ
刻
お
り
、
地
下
級
車
場
の
犯
罪
被
山
口
、
問
辺
の
治

安
へ
の
不
安
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
向
山
本
役
、
住
戸

の
狭
さ
、
子
育
て
の
環
境
と
し
て
災
く
な
い
こ
と
を
崎

山
に
転
問
希
望
が
独
く
、
と
く
に
子
ど
も
を
持
つ
粁
年

枇
慌
で
強
い
。
持
入
問
山
政
併
は
地
域
へ
の
強
い
愛
行
と

職
業
上
の
必
要
か
ら
市
内
人
討
を
決
め
て
お
り
、
住
宅
・

住
環
境
に
対
す
る
評
側
は
お
く
、
ん
辺
住
志
向
が
強
い
。

良
好
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を
形
成
し
た
こ
と
は
評
側
さ
れ

て
い
る
が
、
単
独
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
解
決
凶
鮒
な

学
校
や
治
安
な
ど
問
辺
環
境
の
改
良
と
い
う
課
題
が
伐

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

研
究
組

g
3
1
1

下
町
型
集
住
形
式
に
関
す
る
研
究

-

j
密
集
役
宅
地
「
娘
津
」
に
お
け
る
ケ
|
ス
ス
タ
デ
ィ

高
橋
脚
脚
本

本
研
究
は
、
下
町
の
前
築
住
宅
地
の
建
築
・
外
郎
筑

間
の
仕
組
み
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
都

市
集
住
形
式
(
「
下
町
別
築
住
形
式
」
)
を
桜
山
抗
す
る
こ

と
を
口
的
と
し
て
い
る
。

山
総
物
問
の
伐
余
計
聞
や
非
常
に
狭
い
路
地
な
ど
、
け

本
の
都
市
に
隊
問
的
筑
間
が
多
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
指

撤
さ
れ
る
。
隙
聞
は
都
市
住
宅
の
決
山
形
式
と
し
て
は

百
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
生
み
だ
す
環
境
は
、
使
い
こ
な
す
肘
紋
者
の
社
会
的

な
規
範
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
我
が
日
間
独
特
の
都
市
集

住
環
境
を
成
り
し
凡
た
せ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
、
本
研
究
で
は
、
占
川

集
住
宅
地
と
し
て
東
京
都
文
京
区
の
抑
制
沖
地
区
を
湖
水
H

対
象
と
し
て
、
什
江
戸
川
叶
お
よ
ぴ
外
部
笠
間
(
通
り
、
路

地
、
際
問
)
の
空
間
特
性
と
初
会
的
環
境
(
初
会
的
交

流
、
飯
山
崎
認
減
、
行
動
続
純
生
J
)

に
開
削
す
る
初
交
を
行

な
っ
た
。

川
悦
沖
は
、
関
心
米
大
浜
災
、
戦
災
の
被
災
を
ま
ぬ
が
れ

た
地
域
で
あ
り
、
川
山
山
九
的
な
地
刻
に
沿
っ
た
伎
一
円
れ
の

ま
と
ま
り
、
休
刊
に
路
地
を
小
心
と
し
た
問
つ
の
類
取

(
通
り
抜
け
、
袋
小
路
、
好
れ
山
り
、
抽
出
八
日
形
)
の
住

戸
併
合
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
什
比
一
円
併
は
、
通
り
、

路
地
、
隊
問
山
と
い
う
外
部
筑
間
を
M
N

っ
。
的
問
地
と
綴
聞

は
、
寸
法
と
佼
渋
に
よ
っ
て
は
余
く
機
能
し
な
い
場
介

も
あ
る
が
、
什
比
一
戸
の
独
立
感
、
一
必
印
刷
-
H
H
m
m
、
凶
作
山
者

が
作
業
・
予
を
加
え
る
笠
間
、
半
公
的
な
近
隣
の
通
り

道
、
一
必
り
か
ら
の
校
総
を
過
す
こ
と
に
よ
る
開
欣
感
、

似
広
い
レ
ン
ジ
の
社
会
的
コ
ン
タ
ク
ト
の
ア
フ
ォ
ー
ド

zr 

日

υ
ρ
n
u
 

(
隙
間
を
介
し
た
交
流
は
、
一
階
よ
り
も
二
階
の
部
隊
、

物
干
し
合
ど
う
し
が
多
い
)
な
ど
の
機
能
・
役
割
を
持

つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

以
上
の
分
析
結
果
、
お
よ
び
近
年
の
都
市
川
品
集
合
住

宅
の
捻
家
事
例
を
踏
ま
え
て
、
①
路
地
・
附
問
問
な
ど
に

よ
る
外
部
空
間
川
の
、
不
ヅ
ト
ワ

i
ク
、
②
物
約
環
境
の
巡

応
性
、
③
住
み
予
と
住
ま
い
、
住
ま
い
方
の
多
様
性
を

小
心
テ
!
?
と
し
た
「
下
町
別
築
住
形
式
」
の
モ
デ
ル

ス
タ
デ
ィ
を
行
な
っ
た
。

研
究

h
E
3
1
2

戦
後
日
本
の
住
宅
形
式
形
成
過
程
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
近
代
住
宅
の
影
響

1

1
日
本
人
に
適
し
た
住
宅
原
型
提
案
へ
の

準
備
研
究

ゴit

藤
木
忠
義
口

明
治
以
米
の
近
代
化
の
な
か
で
、
欧
米
の
彩
粋
と
伝

統
と
の
多
総
な
総
合
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
住
宅

は
、
戦
後
に
な
っ
て
桜
め
て
制
限
期
間
の
う
ち
に
伝
統
を

捨
て
、
制
叫
す
机
の
よ
う
な
リ
ビ
ン
グ
・
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー

ム
と
例
笠
で
的
成
さ
れ
る
単
純
な
住
宅
形
式
に
収
れ
ん

し
た
。
そ
の
姿
凶
を
戦
後
期
ア
メ
リ
カ
の
役
宅
近
代
化

の
強
い
杉
山
初
で
あ
る
と
考
え
、
本
研
究
で
は
、
そ
の
約

級
媒
体
と
影
響
を
被
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
の

持
つ
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
日
約
と
す
る

そ
し
て
、
日
本
人
に
適
し
た
住
宅
の
係
型
従
業
に
結
び

つ
け
る
こ
と
を
日
総
と
し
て
い
る
。

中
イ
叫
吋
の
ア
メ
リ
カ
の
住
宅
近
代
化
の
状
況
に
つ
い
て

訓
育
し
、
そ
の
情
報
が
大
栄
に
流
入
し
た
戦
後
の
二

0

年
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
近
代
住
宅
に
つ
い
て
約
八
月
・

推
奨
し
た
文
献
、
閃
述
イ
ベ
ン
ト
の
記
録
、
設
計
関
係

諸
へ
の
耐
殺
な
ど
多
額
の
媒
体
に
つ
い
て
羽
交
し
た
。

そ
の
う
え
で
お
該
矧
の
往
築
家
の
住
宅
作
品
を
小
心
に
、

そ
の
平
岡
計
附
と
リ
ビ
ン
グ
ル

l
ム
に
お
け
る
ア
メ
リ



カ
近
代
住
宅
の
影
響
を
研
究
考
察
し
た
。

い

す

そ
の
結
果
、
笠
の
駆
逐
と
椅
子
・
ベ
ッ
ド
の
生
活
、

桜
客
・
問
ら
ん
の
た
め
の
リ
ビ
ン
グ
ル

l
ム
の
推
奨
、

友
関
の
簡
素
化
、
ム
ω
所
の
日
升
絡
、
川
別
室
化
、
浴
室
・
洗

面
所
・
使
所
の
一
体
化
な
ど
が
ア
メ
リ
カ
を
模
範
と
し

て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
変
化
の
な
か
で
、
玄
関
や
縁
側
な
ど
の
伝
統
的
な
小

問
領
域
の
消
滅
、
子
供
室
の
孤
立
化
、
川
併
設
の
浴
室
化

な
ど
が
生
じ
、
接
客
時
や
家
族
問
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ

ョ
ン
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
調
節
の
犠
態
が
変
化
し
た
こ
と

を
指
撤
し
た
。
更
に
、
リ
ビ
ン
グ
ル

l
ム
に
つ
い
て
は

家
具
配
抜
の
意
識
を
ア
メ
リ
カ
の
相
場
合
と
比
較
し
、
そ

の
相
違
に
つ
い
て
研
究
考
察
し
た
。

以
上
の
研
究
か
ら
、
当
時
の
性
急
な
住
宅
形
式
の
転

換
は
、
戦
後
期
の
特
殊
な
状
況
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
彩
粋

下
に
形
成
さ
れ
変
化
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
引
夜
の

日
本
住
宅
の
形
式
も
、
便
宜
的
な
も
の
に
見
え
、
日
本

人
に
と
っ
て
最
終
的
な
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ

で
再
び
和
洋
の
新
し
い
融
合
が
求
め
ら
れ
る
。

研
究
地
目

3
1
3

東
京
都
心
お
よ
び
隣
接
地
域
に
お
け
る
高

齢
者
の
農
住
実
態
と
居
住
の
継
承
に
関
す

る
研
究

}
|
|
家
族
の
居
住
形
態
の
変
化
と
地
域
的
住

宅
需
要

主
査

松
本
楊
子

近
年
の
単
独
世
帯
や
高
齢
者
此
格
の
地
加
、
一
家
紋

当
た
り
の
子
ど
も
数
の
減
少
な
ど
の
一
般
的
な
家
族
の

居
住
形
態
の
変
化
は
、
地
滅
的
住
宅
一
市
婆
と
山
砂
川
抜
な
関

係
を
持
ち
、
そ
の
地
域
の
住
宅
の
建
て
替
え
、
土
地
利

用
の
変
化
や
、
定
住
人
口
の
構
造
の
変
化
に
影
響
を
与

え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
地
域
の
状
況
に
印
し
て
検
討
し
、

今
後
の
住
宅
一
市
川
女
や
日
出
往
刊
明
治
を
州
北
川
悦
す
る
本
一
礎
的
資

料
を
得
る
こ
と
が
、
本
研
究
の
ロ
的
で
あ
る
。

研
究
の
方
法
は
、
東
京
都
心
お
よ
び
そ
の
隣
接
地
域

の
典
型
的
な
住
宅
地
を
対
象
と
し
た
居
住
実
態
調
査
お

よ
び
住
民
河
川
の
分
析
、
住
宅
の
山
地
て
い
山
口
え
分
析
を
中
心

と
し
て
、
住
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
や
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
状
況
な
ど
の
観
点
か
ら
の
間
取
り
お
交
に

よ
っ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
に
実
施
し
た
以
山
区
東
向

島
地
械
の
「
一
品
齢
者
を
合
む
家
絞
」
の
実
態
泌
交
を
法

礎
と
し
て
、
そ
の
後
の
一

0
年
間
の
変
化
を
追
跡
し
て

い
づ
合
。そ

の
結
果
に
恭
づ
き
、
持
法
築
更
新
の
迷
皮
は
遅
い
も

の
の
、
確
災
に
地
域
の
建
築
更
新
が
進
ん
で
い
る
実
態

を
示
し
た
。
廷
に
、
既
存
資
料
で
は
符
ら
れ
な
い
「
祉

引
分
離
し
た
子
ど
も
や
そ
の
家
紋
」
と
高
齢
者
の
活
住

関
係
を
批
判
渡
し
た
。
そ
し
て
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
に

お
い
て
、
「
町
内
会
」
に
代
表
さ
れ
る
人
間
関
係
の
来
た

す
役
割
を
確
認
し
た
。
以
上
よ
り
、
お
該
地
峡
で
の
居

住
純
情
小
の
過
判
明
が
、
土
地
・
住
宅
の
保
有
、
職
業
、
地

域
社
会
と
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
結
論
付

す
た
。今

後
の
課
題
と
し
て
、
当
該
地
域
の
居
住
梢
迭
の
特

性
を
よ
り
鮮
明
に
し
、
住
宅
需
要
と
の
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
と
、
結
果
の
妥
当
性
を
実
託
す
る
た
め
に
専
用

住
宅
地
で
の
実
態
調
州
査
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

研
究
臨

B
3
1
4

高
齢
者
向
け
公
共
住
宅
と
福
祉
施
設
の
連

携
整
備
手
法
に
関
す
る
研
究

主
交

巽

和

夫

本
研
究
で
は
地
域
施
設
の
定
義
を
在
米
の
老
人
ホ

i

ム
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
保
健
施
設
な
ど

の
高
齢
者
向
け
の
裕
祉
施
設
に
、
小
学
校
・
中
学
校
・

保
脊
所
・
銭
湯
・
宗
教
施
設
な
ど
を
加
え
て
広
義
に
地

域
施
設
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
ら
地
峡
施
設
と
JHM
的
お
向

け
公
共
住
宅
の
空
間
的
・
機
能
的
述
扱
撚
備
の
た
め
の

有
力
な
子
法
と
し
て
後
合
化
を
取
り
上
げ
、
複
合
化
開

発
に
お
け
る
空
間
的
、
機
能
的
、
事
業
手
法
上
の
在
り

方
を
検
討
し
、
後
九
H

化
問
開
発
推
進
上
の
諜
題
を
明
ら
か

に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

制
木
目
対
象
は
、
都
道
的
川
町
限
七
か
所
、
政
令
指
定
都

市
一
一
か
所
、
東
京
都
特
別
区
二
三
か
所
、
そ
し
て
住

℃
・
郡
山
終
備
公
刊
な
ど
、
九
日
わ
せ
て
八
会
会
か
所
の
住

宅
供
給
h
体
に
お
け
る
惚
合
引
一
品
約
打
施
設
で
あ
る
。

本
研
究
の
特
徴
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
近
年
に
お
い
て
多
様
化
し
て
い
る
事
業
手
法

を
仙
栄
町
一
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
複
合
化
開
発
事
例
を
対

象
に
、
そ
の
形
態
、
規
模
、
卒
業
の
経
緯
及
び
所
有
・

管
収
関
係
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
八
二
か
所
を
対
象
に

ア
ン
ケ
ー
ト
羽
交
を
行
な
い
、
会
山
間
の
複
合
化
事
例
を

収
集
し
、
高
齢
者
向
け
公
共
住
宅
と
関
連
施
設
と
の
後

八
H

化
の
現
状
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
設

の
平
岡
阪
な
ど
の
資
料
を
法
に
、
複
合
川
点
一
品
約
者
向
け

公
共
住
宅
の
空
間
結
合
形
態
、
山
渋
川
川
出
川
成
か
ら
み
た
機

能
的
総
合
形
態
、
他
物
の
規
模
、
凶
子
分
析
に
よ
る
年

度
別
推
移
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
複

合
川
よ
高
齢
者
向
け
公
共
住
宅
の
所
有
形
態
と
管
現
形
態

を
帆
に
幾
つ
か
の
類
烈
化
を
試
み
、
各
類
型
別
の
特
徴

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
複
合
化
の
別
状
の
把
握
に
恭
づ
い
て
複
A
H

化
の
綴
型
及
び
そ
の
特
徴
を
分
析
し
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ

ト
桶
で
の
計
州
条
件
を
附
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

研
究
臨
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建
築
e

患
療
・
保
健
・
福
祉
の
連
携
に
よ
る

住
宅
改
造
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
研
究

::1': 
~. ~ 

j~ì: 

長
倉
康
彦

れ
か
ら
の
お
齢
相
会
に
お
い
て
は
、
お
齢
者
-

h
吋

向
者
が
、
住
み
悦
れ
た
住
宅
に
自
伝
的
に
住
み
続
け
ら

れ
る
こ
と
は
大
変
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
本
抑
制
作
で
は
、

こ
れ
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
建
築
・
医
療
・
保
健
・

悩
祉
の
各
専
門
分
野
の
協
力
の
も
と
で
住
宅
改
造
が
災

施
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
が
主
裂
と
考
え
、

現
在
の
社
会
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
調
資
し
シ
ス
テ
ム
化
に

向
け
て
の
課
題
を
考
祭
し
た
。
本
研
究
で
以
下
の
問
題

点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
自
治
体
の
多
く
は
改
造
賛
助
成
を
実
施
し
、
補
助
金

の
交
付
も
そ
の
半
数
枝
皮
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は

対
象
が
陣
容
者
に
限
ら
れ
、
一
向
齢
者
施
策
と
し
て
取
り

組
ま
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。

②
現
在
、
専
門
家
チ
l
ム
の
改
治
相
談
・
指
導
を
実
施

し
て
い
る
自
治
体
、
実
際
に
自
宅
訪
開
会
す
る
自
治
体

は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

③
自
治
体
が
挙
げ
る
施
策
上
の
問
題
点
は
、
専
門
職
の

確
保
、
情
報
・
資
料
の
収
集
、
ニ

8
6
0
5
6

ズ
の
発
旧
制
、
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
が
郊
し
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

③
リ
フ
ォ

i
ム
ヘ
ル
パ

i
制
度
に
つ
い
て
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
を
窓
口
と
し
て
取
り
川
臨
む
自
治
体
、
夜
宅
一
初

社
支
妓
セ
ン
タ
ー
を
小
心
に
取
り
組
む
自
治
体
な
ど
の

例
が
兄
ら
れ
る
が
、
刑
判
在
の
抑
制
酬
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

⑤
住
宅
金
融
公
庫
の
利

m
Mは
、
一
二
世
代
住
成
の
応
住

者
で
、
比
較
的
居
住
水
準
の
一
向
い
場
合
が
多
い
。

⑥
集
合
住
宅
の
改
造
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
共
有
部

分
の
改
造
に
対
応
で
き
る
工
事
方
沃
、
補
助
制
皮
の
終

協
が
求
め
ら
れ
る
。

⑦
賃
貸
住
宅
の
改
造
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
大
家
や

住
宅
mv
注
者
が
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
補
助

制
度
の
後
備
や
、
改
造
凶
難
な
場
合
に
は
近
隣
の
改
選

し
や
す
い
住
戸
へ
の
い
似
肘
を
促
進
で
き
る
仕
組
み
づ
く

り
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。

③
今
後
は
自
治
体
の
納
助
制
ぃ
肢
と
公
咋
融
資
を
う
ま
く

A
n
体
さ
せ
て
、
よ
り
広
範
な
住
宅
改
造
を
行
な
え
る
よ

う
に
す
る
な
ど
、
侃
制
政
策
と
住
宅
供
給
政
策
が
よ
り

緊
慌
に
述
脱
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

l
 

n
h
U
 



⑨
人
的
資
淑
の
交
流
と
し
て
、
公
庫
の
九
日
以
録
建
築
士
を

自
治
体
の
補
助
事
業
に
活
刻
す
る
こ
と
、
公
旅
融
資
に

よ
る
工
事
に
も
自
動
的
に
自
治
体
等
の
周
一
学
療
法
会
・

作
業
療
法
士
が
品
川
前
・
査
定
の
段
階
で
加
わ
る
な
ど
も

考
え
ら
れ
る
。

研
究
地
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出
生
カ
闘
復
の
た
め
の
大
都
市
住
宅
政
策

に
関
す
る
研
究
川

主
査

広
原
盛
明

本
研
究
の
最
終
的
な
目
的
は
、
我
が
閣
の
大
都
市
に

お
け
る
最
近
の
出
佼
彩
低
下
傾
向
と
溜
住
環
境
と
の
関

係
を
解
明
し
、
出
生
力
問
復
の
た
め
の
大
都
市
住
宅
政

策
の
方
向
性
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
出
生

成
十
低
下
は
、
家
族
と
女
性
を
取
り
巻
く
き
わ
め
て
多
様

な
社
会
経
済
的
・
歴
史
文
化
的
要
閣
の
八
日
成
総
来
と
し

て
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
住
宅
の
部

屋
数
が
制
唱
え
れ
ば
子
ど
も
が
何
人
か
増
え
る
と
い
っ
た

単
純
な
凶
築
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

本
研
究
に
お
い
て
は
、
第
一
に
出
生
率
低
下
に
関
す

る
既
往
文
献
の
レ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
応
住
環
境
姿
阪

が
出
生
率
低
下
の
会
体
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
に
佼
置

づ
け
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
「
出
伎
ネ
低
下
構
巡
モ
デ

ル
」
を
作
成
す
る
。

第
二
に
と
り
わ
け
大
都
市
地
域
に
お
け
る
出
生
成
十
低

下
の
格
巡
を
マ
ク
ロ
的
に
解
析
す
る
た
め
に
、
一
九
九

O
年
歯
勢
調
査
を
資
料
と
し
て
女
性
の
配
偶
関
係
別
・

就
業
状
態
別
完
結
出
生
児
数
に
関
す
る
都
道
府
県
別
分

析
を
行
な
う
。

そ
し
て
第
一
二
に
来
京
・
京
都
の
保
育
関
と
幼
稚
園
を

対
象
に
し
て
、
保
護
者
夫
婦
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及
ぴ

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
な
い
、
子
育
て
と
屑
住
環
境
に

関
す
る
具
体
的
な
ニ

l
ズ
を
解
明
す
る
。

な
お
現
在
、
東
京
の
保
育
園
と
幼
稚
協
の
保
護
者
犬

紛
の
補
足
的
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
一
尚
宏
が
継
続
中
で
あ
る
の

で
、
本
報
告
は
、
中
間
報
告
と
し
て
第
一
と
第
二
に
関

す
る
研
究
内
容
を
中
心
に
構
成
す
る
。

研
究
胤

g
3
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7

公
因
。
建
て
替
え
事
業
々
に
伴
う
入
居
者

の
生
活
構
造
変
化

i
i住
居
費
負
担
を
中
心
と
し
て

主
査

志
賀
英

近
年
、
公
共
住
宅
の
建
て
hmw
え
卒
業
が
活
発
に
災
絡

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
要
凶
は
、
住
宅
や
設
備

の
老
朽
化
、
一
戸
数
増
や
国
税
増
が
期
待
で
き
る
土
地
の

古
川
皮
利
用
等
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
建
て
従
え
卒
業
尖
胞
時
に
公
団

住
宅
入
庶
務
が
、
生
浪
商
、
経
済
閣
で
ど
の
よ
う
な
影

響
を
受
け
、
ま
た
建
て
棒
、
ぇ
事
業
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
な
兄
を
も
っ
て
い
る
か
等
を
調
査
し
、
そ
の
生
活
構

造
変
化
を
明
絡
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

公
開
山
住
宅
建
て
替
え
後
の
現
住
宅
応
住
者
は
「
移
転

問
問
」
と
「
一
決
り
入
居
岡
山
」
と
に
大
別
し
た
。
前
者
は
何

ら
か
の
対
一
山
で
建
て
い
川
口
え
後
の
住
宅
へ
入
服
せ
ず
、
他

の
住
宅
へ
移
転
し
た
M

別
で
あ
り
、
後
者
は
新
築
住
宅
へ

戻
っ
て
き
て
入
間
し
た
岡
山
で
あ
る
。

移
転
問
は
、
そ
の
半
数
が
少
人
数
位
初
で
あ
り
、
高

齢
者
世
帯
と
そ
の
地
中
備
期
間
の
世
僚
が
多
い
。
経
済
的

に
は
、
年
金
収
入
山
中
心
の
世
僚
が
多
く
、
新
住
宅
の
お

家
賃
を
支
払
い
符
な
い
等
、
家
計
の
余
裕
は
少
な
い
世

併
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
戻
り
入
居
岡
山
は
、
給
与
所
得
小
心
の
世
格
が

多
く
、
一
決
り
入
居
後
の
住
宅
に
は
分
譲
と
賃
貸
と
が
あ

り
、
閥
単
官
の
関
係
は
約
一
対
こ
で
あ
る
。
経
済
的
に
は
、

移
転
防
よ
り
智
子
上
位
に
あ
る
も
の
の
、
段
階
的
に
家

賃
が
上
昇
し
て
ゆ
く
傾
斜
家
賃
制
度
に
つ
い
て
は
、
入

問
者
の
負
担
が
大
き
い
の
で
近
未
米
的
に
も
将
米
的
に

も
不
安
を
持
っ
て
い
る
故
山
怖
が
大
半
を
ト
口
め
、
現
在
も

将
米
も
無
線
が
な
い
と
す
る
役
帯
は
わ
ず
か
七
%
程
度

に
過
ぎ
な
い
。

本
調
査
で
は
、
公
開
住
宅
入
居
者
で
建
て
桜
え
を
絞

験
し
て
い
る
階
約
に
な
兄
を
開
い
て
い
る
が
、
そ
の
結

果
は
自
分
迷
が
家
賃
而
等
で
，
後
退
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

つ
つ
も
、
な
お
様
々
の
問
題
捻
起
を
行
な
っ
て
い
る
。

公
団
住
宅
入
隠
者
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
街
泌
が
あ
る
の
で
、

ど
こ
に
焦
点
を
あ
て
る
か
は
灘
し
い
問
題
で
あ
る
。

公
団
住
宅
の
よ
う
な
公
共
住
宅
の
夜
桜
供
給
に
つ
い

て
は
、
資
夜
間
附
論
が
あ
り
、
間
接
援
助
方
式
の
ほ
う
が
、

問
氏
に
対
し
て
よ
り
公
平
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方

も
あ
る
。
ま
た
、
民
間
住
宅
入
局
者
と
の
絡
差
の
問
題

も
あ
る
の
で
、
公
共
住
宅
建
設
や
そ
の
時
比
て
終
え
に
つ

い
て
の
評
側
は
燥
し
い
。
本
調
査
研
究
の
成
来
が
、
そ

れ
ら
を
合
め
今
後
の
建
て
終
え
事
業
の
円
滑
化
、
ひ
い

て
は
伎
宅
政
策
立
案
の
た
め
の
基
総
資
料
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

研
究
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ア
メ
リ
カ
の
州
立
大
学
が
地
域
に
提
供
す

る
住
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究

1
1
2住
情
報
の
基
礎
資
料
整
備
と
普
及
活
動

の
特
徴
分
析

一
様
宏
子

本
研
究
は
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
州
立
大
学
が
地
域

に
提
供
す
る
住
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
コ

l
ネ
ル

大
学
・
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
で
事
例
制
交
を
行
な
い
、

普
及
の
た
め
の
組
織
と
活
動
災
態
を
把
援
す
る
。
同
時

に
、
資
料
収
集
を
行
な
い
、
各
州
立
大
学
の
め
D
D匂

og'

C
〈
O
H
W
M
広
三
一
cロ

ωぬ
円
三
口
ぬ
(
以
下
C
E
S
と
略
す
)

か
ら
提
供
さ
れ
る
悩
線
内
後
を
分
類
・
終
醸
し
、
住
情
報

に
問
附
す
る
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
を
罰
的
と
し
て

い
る
。
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

、
五
十
九
』

山
C
E
S
は
、
民
務
翁
・
州
立
大
学
・
地
方
自
治
体
制
単

位
の
制
州
事
務
所
の
述
務
で
運
営
さ
れ
る
教
育
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
あ
る
。
民
務
省
は
基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
す

る
。
州
立
大
学
の
教
育
は
、
地
域
の
尖
怖
に
基
づ
い
た

研
究
を
推
進
し
、
そ
れ
を
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
映
す

る
。
同
時
に
、
各
都
の
職
員
に
専
門
教
脊
を
指
導
す
る
。

C
E
S
は
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
一
応
用
し
、
公
的
・

私
的
同
組
織
と
協
力
し
て
教
脊
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

間
C
E
S
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
谷
は
、
住
民
の
ニ

ー
ズ
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
と
ら

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

同
ハ
ウ
ジ
ン
グ
分
野
で
は
、
よ
り
よ
く
住
ま
う
た
め
の

機
会
の
拡
大
、
省
エ
ネ
ル
ギ
i
、
袋
内
安
気
質
、
住
宅

改
抗
日
、
ア
フ
ォ

l
ダ
ブ
ル
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
刷
出
淡
的
な

住
宅
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
取
り
印
刷
み
が
な
さ

れ
て
い
る
。

刷
会
米
の
会
州
立
大
学
C
E
S
が
発
行
し
て
い
る
四
万

一
一
、
八
九
六
の
生
活
情
報
を
分
類
、
恭
一
礎
資
料
を
作
成

し
た
。
民
業
と
食
物
・
栄
養
分
野
お
よ
び
青
少
年
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
環
境

問
題
の
情
報
が
雨
明
、
え
つ
つ
あ
る
。
会
体
に
、
情
報
が
実

際
的
で
、
住
民
の
日
常
生
活
に
役
立
つ
内
容
で
あ
る
。

間
刊
行
物
に
よ
る
住
情
報
は
、
住
宅
管
理
と
住
宅
計
画

分
野
が
多
い
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ

ン
な
ど
、
り
C

H
同

J

へ2H吋
的
自
民

(
D
I
Y
)
の
た
め
の
情

報
が
多
い
。
耐
久
・
耐
候
性
能
の
情
抑
慨
も
多
い
。
最
近
で

は
衛
星
通
信
の
発
途
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
が
、
教
育

方
法
や
情
報
の
伝
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

制
C
E
S
シ
ス
テ
ム
の
活
動
は
七
況
年
間
以
上
継
続
し
、

住
民
に
生
汚
情
報
を
提
供
し
て
き
た
。
そ
の
問
C
E
S
が

果
た
し
て
き
た
役
剣
は
大
き
い
。



研
究
胤

8
3
1
9

建
物
の
区
分
所
有
が
住
宅
・
都
市
空
爵
の

変
容
に
果
た
す
役
割
と
政
策
課
題
山

:E 
査

近

江

隆

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
通
し
て
、
「
建
物
の
区
分
所
有
」

と
い
う
空
間
所
有
の
在
り
方
が
、
広
く
都
市
空
間
を
形

成
し
て
い
く
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
区
分
所

有
は
集
合
住
宅
だ
け
で
は
な
く
、
市
街
地
の
更
新
、
都

市
碍
開
発
な
ど
に
も
広
が
り
、
建
物
の
建
て
方
や
建
物

構
造
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
住
宅
の
需

給
関
係
や
都
市
空
間
の
在
り
方
を
変
え
る
可
能
性
を
も

つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
認
識
に
立
っ
て
、
以
下

の
一
一
一
つ
の
領
域
を
研
究
課
題
と
し
た
。

①
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
賃
貸
住
戸
の
役
割
と
そ
の
政

策
的
活
用
の
可
能
性

②
区
分
所
有
建
物
の
都
心
居
伎
に
来
た
す
役
割
と
共
同

建
て
替
え
の
誘
導
方
策

③
区
分
所
有
の
都
市
再
開
発
空
間
に
占
め
る
佼
遣
と
可

能
性①

の
課
題
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
管
理
組
合
へ
の
調

査
を
通
し
て
、
地
域
ご
と
の
政
策
対
応
の
必
要
性
を
確

認
し
た
。
次
に
、
自
治
体
に
関
す
る
誠
査
に
よ
り
、
住

宅
政
策
で
の
マ
ン
シ
ョ
ン
冊
目
貸
住
戸
の
現
状
で
の
位
置

付
け
と
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
円
以
後
に

所
有
者
賃
貸
住
戸
の
管
理
に
お
け
る
「
不
動
点
胤
仲
介
」

の
役
割
を
確
認
し
た
。

②
の
課
題
に
対
し
て
は
、
ぽ
一
分
所
有
建
物
の
山
地
物
更

新
、
共
同
化
、
都
心
居
住
に
果
た
す
役
割
が
、
区
分
所

有
国
有
の
特
性
な
の
か
ど
う
か
を
区
分
所
有
建
物
密
集

街
町
民
の
調
査
を
行
な
う
こ
と
で
附
明
ら
か
に
し
た
。

③
の
課
題
に
対
し
て
は
、
都
市
再
開
発
に
お
け
る
区

分
所
有
床
の
配
援
と
機
能
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
集
令
化

さ
せ
て
広
く
オ
ー
プ
ン
な
一
体
的
に
利
用
可
能
な
商
業

空
間
を
つ
く
り
だ
す
方
式
と
漸
進
的
な
再
開
発
の
可
能

性
の
解
明
を
行
な
っ
た
。

以
上
か
ら
、
区
分
所
有
を
都
市
計
剛
、
住
宅
政
策
の

側
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
許
容
し
た
シ
ス
テ
ム
に

変
革
し
て
い
く
か
に
配
慮
が
必
市
主
で
あ
る
。

すア i研
るメ [7也
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州 10
及
び
地
方
住

宅
政
策

関

主
査

海
老
塚
良
士
口

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
政
府
は
、
一
九
八

0
年
代
に
住
宅

分
野
か
ら
の
役
割
の
縮
小
を
進
め
、
州
及
び
地
方
政
府

の
住
宅
分
野
に
お
け
る
役
割
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
一
九
九

O
年
全
国
ア
フ
ォ

l
ダ
ブ
ル
住
宅
浅
は

こ
の
よ
う
な
政
策
の
流
れ
を
受
け
て
、
住
宅
政
策
の
枠

印
刷
み
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
川
川
及
ぴ
地
方
政
府
の

住
宅
政
策
に
お
け
る
役
割
を
章
一
祝
し
て
、
非
営
利
組
織

及
ぴ
民
間
営
利
企
業
を
も
含
ん
だ
パ

i
ト
ナ
l
シ
ッ
プ

の
下
で
、
住
宅
問
題
に
対
処
す
る
と
い
う
方
向
を
示
し

事-。
φ
ム

一
九
九

O
年
住
宅
法
は
、
述
邦
政
府
か
ら
補
助
を
受

け
た
い
と
す
る
州
及
ぴ
地
方
政
府
に
、
地
域
内
の
住
宅

事
情
、
住
宅
ニ

l
ズ
、
今
後
の
住
宅
計
矧
の
方
針
と
予

算
等
を
記
載
し
た
総
合
的
住
宅
ア
フ
ォ

i
ダ
ビ
リ
テ
イ

戦
略

(
C
H
A
S
)
の
作
成
を
義
務
づ
け
た
。
各
地
の

一
九
九
四
年
度
の

C
H
A
S
及
ぴ
現
地
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
誠
査
か
ら
地
方
住
宅
政
策
の
展
開
を
み
る
と
、
住
宅

倒
絡
・
家
賃
の
高
騰
は
…
九
九

0
年
代
に
入
り
安
定
化

し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
制
相
変
わ
ら
ず
に
大
武
の
ホ

i
ム

レ
ス
を
抱
え
る
な
ど
深
刻
な
住
宅
問
題
が
都
市
部
に
は

存
在
し
、
各
都
市
は
少
な
い
予
算
と
少
な
い
住
宅
祁
一
当

職
員
の
な
か
で
、
非
営
利
組
織
と
の
述
惜
別
や
免
税
依
券

を
利
朗
し
た
低
利
融
資
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し

な
が
ら
、
住
宅
政
策
を
行
な
っ
て
い
る
。

C
H
A
S
作
成
に
あ
た
っ
て
の
市
民
参
加
は
、
実
際

に
住
宅
問
問
胞
を
抱
え
て
い
る
人
ぴ
と
が
参
加
し
て
い
な

い
、
時
間
の
浪
費
と
な
っ
て
い
る
等
の
批
判
的
な
見
方

が
多
く
あ
る
も
の
の
、
異
な
っ
た
組
織
問
で
の
協
調
関

係
の
確
立
や
住
宅
問
題
の
把
握
に
一
応
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
等
の
実
態
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
ま
た
、
ア
フ
ォ

l
ダ
ブ
ル
住
宅
の
供
給
を
増

加
さ
せ
る
う
え
で
隊
害
と
な
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
土

地
利
用
規
制
に
つ
い
て
、
確
か
に
住
宅
倒
絡
を
押
し
上

げ
て
い
る
苅
が
あ
る
も
の
の
一
定
水
準
の
住
宅
ス
ト
ッ

ク
を
維
持
す
る
た
め
に
は
必
要
と
考
え
る
殺
が
多
ぐ
、

成
長
佼
部
一
政
策
を
と
り
な
が
ら
も
、
容
積
ボ
ー
ナ
ス
と

の
組
み
合
わ
せ
で
低
所
得
者
向
け
住
宅
供
給
を
工
夫
し

て
い
る
州
の
取
り
組
み
等
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

研
究
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S
3
2
1

木
造
住
宅
の
外
断
熱
構
法
に
関
す
る
基
礎

的
研
究

菊
地
弘
明

住
宅
の
断
熱
・
気
街
化
は
、
主
に
冬
の
性
能
向
上
に

焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
断
熱
と
同
時
に

気
療
性
の
確
保
と
、
冬
の
断
熱
開
山
内
で
の
内
部
結
露
対

策
に
家
出
…
が
単
位
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
紡
湿
(
兼
、

気
銃
)
層
は
、
一
長
内
(
一
品
、
温
)
側
に
形
成
す
る
の
が
一

般
的
な
施
工
法
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
冬
と
夏
で
は
、
住
宅
の
内
外
の
温
混
皮

条
件
は
全
く
逆
転
す
る
。
冬
(
暖
房
時
)
が
中
心
の
防

滋
併
の
施
工
法
は
、
友
(
冷
一
般
持
)
に
断
熱
的
(
袋
内

側
)
で
の
結
露
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
。
特
に
夏
型
紘
一
践

は
、
ぃ
防
相
慨
多
湿
期
と
重
な
る
だ
け
に
、
断
熱
屑
に
接
す

る
木
材
の
腐
朽
に
つ
な
が
り
易
い
。
文
に
冷
…
一
肢
が
必
要

と
な
る
地
域
で
は
一
年
を
通
し
て
み
る
と
、
防
湿
岡
崎
を

断
熱
府
内
に
形
成
す
る
方
が
問
題
は
少
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
従
来
の
ぽ
内
を
利
用
し
て
断
熱
材
を
施

工
す
る
方
法
で
は
、
そ
の
中
間
に
防
混
岡
山
を
設
け
る
こ

、
ま
査

と
は
容
易
で
は
な
い
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
研
究
は
断
熱
・
防
湿
胞
を
軌

組
の
外
側
か
ら
施
工
す
る
外
断
熱
構
法
を
、
一
歩
進
め

て
、
あ
ら
か
じ
め
断
熱
岡
山
の
中
間
に
防
湿
約
を
組
み
込

ん
だ
パ
ネ
ル
を
提
案
、
試
作
し
、
実
際
の
住
宅
に
適
用

し
、
そ
の
施
工
方
法
を
採
り
、
竣
工
後
の
家
内
温
湿
度

環
境
、
気
密
性
能
な
ど
を
計
測
し
、
評
側
を
行
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。

以
下
に
本
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
る
。
①

パ
ネ
ル
サ
イ
ズ
を
九

O
O
×
一
八

O
O
叩
と
し
、
そ
の

取
り
付
け
方
法
を
開
発
、
実
際
の
住
宅
に
適
用
し
、
そ

の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
②
パ
ネ
ル
作
製
の
歩
掛

り
は
約
二
・

O
枚
/
人
工
で
あ
っ
た
が
、
今
後
、
専
用

生
産
施
設
の
務
備
が
進
め
ば
低
減
が
可
能
と
考
え
る
。

③
パ
ネ
ル
取
り
付
け
の
歩
掛
り
は
外
援
で
約
一
一
枚
/

人
工
、
屋
根
は
一

O
枚
/
人
工
で
あ
っ
た
。
④
冬
季
の

安
温
は
よ
く
安
定
し
、
一
・
二
階
の
温
度
差
も
少
な
く

良
好
で
あ
っ
た
。
九
カ
月
後
の
「
隊
問
相
当
雨
被
」
は

一
・
九
耐
/
ぽ
で
、
入
居
時
と
ほ
と
ん
ど
変
動
せ
ず
、

高
気
訟
な
伎
と
な
っ
て
い
た
。
柱
・
土
台
の
木
材
会
水

率
は
一
五
%
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
帥
判
叩
組
ま
わ
り
の

腐
朽
に
対
し
て
、
安
全
で
あ
る
と
震
え
る
。
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5
3
2
2

東
北
地
方
に
お
け
る
高
断
熱
高
気
密
住
宅

の
健
康
性
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
か
ら
み
た

評
価

主
査

吉

野

博

平
成
四
年
度
の
新
省
エ
ネ
法
の
改
蕊
や
臼
本
版
R
2

0
0
0
住
宅
認
定
制
度
の
設
立
に
よ
り
、
会
悶
的
に
住

宅
の
断
熱
気
筏
化
が
進
め
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
、
東
北

地
方
で
も
、
古
川
断
熱
高
気
密
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
住
宅
は
北
海
道
と

比
較
し
て
歴
史
が
浅
い
た
め
、
室
内
空
気
汚
染
や
給
総



発
生
の
危
険
性
、
ダ
ニ
や
カ
ビ
に
よ
る
ほ
住
者
の
健
康

へ
の
彩
響
な
ど
が
懸
念
さ
れ
、
ま
た
そ
の
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
性
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
一
向
断

熱
高
気
管
住
宅
の
居
住
者
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

羽
交
に
よ
り
、
(
品
以
内
凱
…
山
張
気
環
境
と
印
刷
住
者
の
住
ま
い

方
の
現
状
及
ぴ
問
題
点
を
把
援
し
、
一
火
測
調
査
に
よ
っ

て
室
内
熱
空
気
環
境
に
間
附
す
る
追
跡
調
査
を
行
な
い
、

懸
念
さ
れ
て
い
る
問
題
点
が
尖
際
に
生
じ
て
い
る
の
か

ど
う
か
を
硲
認
す
る
。

夏
期
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
暑
さ
を
し
の
く
的

住
者
の
住
ま
い
方
が
線
認
さ
れ
た
が
、
居
住
者
の
健
康

性
と
住
宅
の
性
能
と
の
山
内
巡
性
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
冬
期
の
ア
ン
ケ
ー
ト
減
資
で
は
、
住
宅
の
断
熱

気
街
化
が
室
内
温
熱
環
境
の
向
上
に
寄
与
し
、
印
刷
住
者

の
健
康
性
に
良
い
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
室
内
笠
気
の
乾
燥
を
問

題
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
応
住
者
が
見
ら
れ
、
全
体
の

……

0
%弱
の
居
住
者
が
、
乾
燥
に
よ
る
被
守
を
指
摘
し

て
い
た
。
冬
期
の
室
内
気
気
の
乾
燥
に
つ
い
て
は
、
今

後
検
討
す
る
必
市
立
が
あ
る
。

災
訓
制
調
交
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
住
戸
の
小
か

ら
巡
ぴ
、
仙
台
市
内
と
盛
m
川
市
内
の
住
宅
二
ハ
一
戸
を
対

象
と
し
て
行
な
っ
た
。
冬
期
の
温
熱
環
境
は
良
好
で
あ

る
住
戸
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
空
気
の
乾
燥
に

よ
る
印
刷
住
者
の
健
成
へ
の
彩
終
に
川
附
し
て
、
住
宅
の
性

能
と
の
関
連
を
犯
制
限
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
詳
細
な

測
定
が
必
姿
で
あ
る
。
ま
た
、

V
A
郊
の
災
測
調
査
で
は
、

室
温
が
日
小
に
外
気
温
よ
り
も
お
く
、
夜
間
で
も
奈
川
加

は
低
下
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
今
後
、
断
熱
気
出
山

住
宅
で
の
哀
郊
の
笈
川
棚
上
昇
を
お
さ
え
る
た
め
の
対
策

が
必
要
に
な
る
と
考
、
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
災
測
対
象
住
宅
を
エ
ネ
ル
ギ
i
効
率
の
観
点

か
ら
み
る
と
、
断
熱
気
街
化
に
よ
る
温
熱
環
境
の
向
上

が
俄
認
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
お
い
と
い
、
え
る
。

研
究
臨
日

3
E
3

解
体
さ
れ
る
住
宅
の
構
成
材
の
得
利
用
の

た
め
の
構
法
シ
ス
テ
ム
原
発
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
叩

野
減
智
也

本
研
究
は
、
「
建
物
の
解
体
・
改
修
に
お
い
て
、
構
成

材
に
投
入
さ
れ
た
資
制
叫
が
繰
り
返
し
利
別
で
さ
る
こ
と

を
日
的
に
、
構
成
材
の
分
刻
・
仕
分
け
が
山
科
Mm
に
で
き

る
よ
う
な
仕
掛
け
を
建
物
新
築
対
に
持
っ
て
い
る
開
刑

法
」
を
「
再
利
則
指
向
的
法

L
E
E昨
日
出
国
立
。
ロ

C

ユ5

2
5己

σ三
5
5間
5
2
y
c巳
と
名
付
け
、
そ
の
災
体

的
な
姿
件
を
終
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

昨
年
度
の
研
究
報
告

ωの
け
加
来
を
受
け
、
本
研
究
で

は
、
ま
ず
、
仕
分
け
市
川
利
則
の
先
進
例
と
し
て
、
建
築
系

泌
材
を
取
り
扱
う
リ
サ
イ
ク
ル
産
業
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
仕
分
け
解
体
の
プ
ロ
セ
ス
、
及
び
再
利
m
川
皮
の
向
い
叫
例

法
に
つ
い
て
概
綴
し
た
。
そ
し
て
、
再
利
川
の
沢
市
立
皮

(
仕
分
け
に
お
け
る
係
先
皮
)
を
判
定
す
る
好
側
納
と
し

て
、
①
側
終
・
コ
ス
ト
、
②
規
制
、
③
織
成
材
の
製
法
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
③
資
制
似
の
持
続
性
、
⑤
川
崎
楽
物
と
し
て
の
街

中
古
性
、
の
γ

札
滋
類
を
設
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
本
研
究
で
は
特
に
、
制
拭
1
U
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
大
き
い
建
築
構
成
材
と
資
源
の
持
続
肢
を
京
一
祝
す

る
こ
と
と
し
た
。
椛
成
川
村
の
製
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い

て
、
締
法
計
附
に
馴
染
む
細
分
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

推
定
依
を
得
る
た
め
、
山
叫
築
構
成
材
の
製
造
メ
ー
カ
ー

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
交
を
災
施
し
、
住
宅
の
主
妥

協
成
ね
の
製
造
エ
ネ
ル
ギ
!
の
係
単
位
を
得
た
。
こ
の

版
単
位
を
も
と
に
、
一
戸
山
地
て
住
宅
一
一
戸
中
寸
た
り
の
構
成

材
の
製
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
和
を
試
算
し
、
総
和
の
う

ち
、
お
い
シ
ェ
ア
を
占
め
る
梢
成
材
を
州
出
し
た
。
こ

の
シ
ェ
ア
を
も
と
に
、
解
体
時
に
お
け
る
「
郎
分
」
分
糾

の
あ
り
方
を
検
討
し
、
そ
の
桃
山
山
ル

l
ル
を
法
本
M
M

川
川
・
推
叩
%
以
山
川
と
し
て
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、

k
ぷ

4

4

-

、，L
、ョォ
j

で
抽
出
し
た
製
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き
な
構
成
材
と
、

解
体
時
の
「
部
分
」
へ
の
分
別
の
終
八
日
伎
を
、
介
机
米
州
削

川
組
問
桝
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
問
題
点
を
扮
い
上
げ
た
。

こ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
の
叫
刑
法
的
対
策
を
検
討

し
列
山
や
し
た
。
加
え
て
、
森
林
資
泌
の
持
続
性
の
観
点

か
ら
、
本
質
系
間
的
成
材
に
つ
い
て
も
、
解
体
時
の
「
部

分
」
へ
の
分
閣
の
強
九
日
性
に
か
か
わ
る
問
題
点
を
州
出

し
、
問
題
点
解
決
の
た
め
の
構
法
的
対
策
を
終
夜
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
同
刑
法
的
対
策
を
施
し
た
在
米
納
川
刷
機

法
住
宅
に
つ
い
て
、
製
法
エ
ネ
ル
ギ
i
の
大
き
い
処
築

総
成
川
村
と
水
質
系
椛
成
材
の
再
利
川
川
を
す
る
た
め
の
、

明
ま
し
い
解
体
工
事
工
抑
制
の
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
し
た
。

研
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水
平
振
動
を
対
象
と
し
た
人
間
の
感
覚
に

基
づ
く
確
率
手
法
に
よ
る
居
住
性
評
価
叩

i
i
t視
対
象
の
遠
い
に
よ
る
検
証
と
祝
党
制
刺
激

が
一
一
…
日
諸
表
現
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
分
析

石
川
孝
重

印
刷
住
潟
境
の
い
H
M
M
化
に
伴
い
凶
住
性
総
似
の
問
題
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
、
風
な
ど
の
応
答
に
よ
っ
て
生
じ

る
水
平
仮
動
に
狩
目
し
、
印
刷
住
性
洋
側
の
規
範
と
し
て

水
平
仮
助
成
中
川
見
に
符
討
す
る
。

本
布
γ肢
は
、
昨
年
皮
か
ら
の
検
討
を
締
ま
え
、
川
悦
対

象
と
し
て
縦
じ
ま
を
川
い
て
行
な
っ
た
紋
同
の
山
実
験
結

果
の
対
比
か
ら
、
川
悦
党
刺
激
を
考
慮
し
た
水
平
仮
川
町
感

党
の
河
川
側
の
特
別
討
を
終
将
し
た
。
刺
激
と
な
る
振
動
の

物
関
川
県
が
汗
側
を
決
定
す
る
が
、
そ
れ
は
相
対
的
な
判

断
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
訓
仙
の
法
地
中
と

な
る
刺
激
条
件
の
迷
い
が
ぶ
仰
に
い
rJえ
る
影
響
が
け
恥
も

大
き
い
。

辺
に
、
こ
れ
ら
の
縦
じ
ま
に
よ
る
災
験
の
結
果
を
検

託
す
る
た
め
に
、
川
悦
対
象
を
よ
り
尖
状
に
近
付
け
る
目

的
で
、
ぃ
品
川
住
宅
絞
烈
を
川
悦
対
象
と
し
て
尖
叫
械
を
行
な

Tf 

っ
た
。
縦
じ
ま
と
段
刊
し
と
い
う
視
対
象
の
迷
い
が
訴
仰

に
与
え
る
必
波
立
、
出
品
淀
川
間
放
が
水
平
U

及
川
山
惑
犯
に
い
h
T

i
l
l
;
5
i
J
f
i
J
4
7
;
;
j
J
i
l
-
-
i
一

え
る
彩
響
と
対
応
し
て
変
動
す
る
た
め
、
体
感
が
依
存

す
る
加
速
度
の
大
小
に
よ
っ
て
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
加
迷
皮
が
大
き
い
組
問
問
で
は
体
感
に
よ
っ
て
評

慨
が
決
定
さ
れ
る
た
め
、
川
悦
対
象
の
迷
い
は
評
価
に
ほ

と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
い
。
一
方
、
加
速
度
が
小
さ
い

純
附
で
は
、
税
対
象
は
変
作
…
の
見
や
す
さ
の
溶
い
と
し

て
詳
織
に
彩
特
を
与
、
ぇ
、
州
公
判
的
織
と
な
る
変
位
を
凡

や
す
い
縦
じ
ま
の
々
が
ぶ
織
が
厳
し
い
傾
向
が
み
ら
れ

た。

方
、
昨
年
皮
と
同
じ
よ
う
に

S
D
法
を
用
い
、
こ

の
仰
向
党
刺
激
が
水
平
仮
動
感
党
の
一
一
一
向
認
衣
川
切
に
与
、
え
る

彩
特
を
検
討
し
た
。
川
悦
党
刺
激
の
有
無
は
、
水
平
振
動

感
党
を
表
現
す
る
一
尚
一
栄
の
帆
村
山
口
に
は
影
殺
を
ほ
と
ん
ど

与
え
な
い
。
相
似
党
刺
激
の
有
無
に
よ
ら
ず
、
振
動
の
強

さ
を
去
す
力
川
県
伎
が
法
殺
と
な
り
、
持
凶
す
る
対
象
の

迷
い
が
、
水
平
振
動
感
党
を
表
現
す
る
一
討
議
の
特
質
を

決
定
す
る
。
一
方
、
彼
党
刺
激
は
水
平
振
動
の
物
理
成

分
を
総
託
す
る
姿
凶
と
し
て
、
振
動
の
性
伎
を
表
現
す

る
活
動
性
が
強
い
一
一
一
口
栄
に
対
し
て
、
変
仏
伐
を
中
心
と
し

た
物
別
成
分
と
の
関
係
を
よ
り
別
総
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
悦
党
刺
激
と
体
感
刺
激
は
質
の
災
な

る
刺
激
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
今
後
は
、
視
党
刺
激

を
考
慮
し
た
氷
一
千
桜
動
感
党
に
基
づ
く
、
兵
体
的
な
評

術
指
標
の
佐
和
決
を
行
な
い
た
い
。
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地
域
の
住
宅
生
産
技
能
者
の
育
成
に
隠
す

る
研
究
叩

|
|
新
技
術
・
手
法
の
導
入
と
技
能
者
の
機

;

:

l

 

Mm丹
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定
い
室
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本
研
究
は
、
地
域
の
住
宅
生
産
シ
ス
テ
ム
を
担
う
既

存
の
技
能
者
脊
成
シ
ス
テ
ム
に
限
界
が
み
ら
れ
、
ま
た

新
し
い
技
術
や
予
法
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
住
宅
生
産

シ
ス
テ
ム
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
地
域

の
住
宅
生
成
シ
ス
テ
ム
を
安
定
的
・
継
続
的
に
維
持
し

て
い
く
た
め
の
新
し
い
技
能
者
像
と
そ
れ
を
育
成
す
る

仕
組
み
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
年
度
は
、
昨
年
皮
の
技
能
者
育
成
の
現
状
に
関
す

る
認
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
地
域
の
住
宅
生
産
を
担
う

べ
き
技
能
者
抽
出
と
地
域
の
技
能
者
育
成
シ
ス
テ
ム
の
あ

り
よ
う
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
本
年
皮
の
研
究
方

法
論
と
し
て
の
特
徴
は
、
国
内
外
の
先
進
的
取
り
組
み

の
実
態
調
査
に
と
ど
ま
ら
ず
、
技
能
者
育
成
モ
テ
ル
に

基
づ
い
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
技
能
者
像

や
技
能
我
山
口
成
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
察

し
た
こ
と
で
あ
る
。

主
な
検
討
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

山
図
劫
労
組
側
査
を
も
と
に
今
後
の
技
能
者
数
の
子
測
を
行

な
っ
た
。
予
測
条
件
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
能

者
育
成
方
策
の
効
岡
市
の
検
討
を
行
な
っ
た
。

間
各
地
の
住
宅
供
遊
技
能
者
育
成
の
先
進
的
事
例
に
つ

い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
交
を
行
な
い
、
特
に
育
成
し
て
い

る
多
様
な
技
能
者
晶
体
と
育
成
シ
ス
テ
ム
の
課
題
を
明
ら

か
に
し
た
。

同
将
米
育
成
す
べ
き
技
能
者
品
協
を
多
様
な
視
点
か
ら
怒

理
し
、
い
く
つ
か
の
技
能
者
育
成
組
織
に
お
け
る
育
成

技
能
者
像
の
時
系
列
的
な
変
化
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

技
能
者
の
生
波
モ
デ
ル
の
あ
り
ょ
う
を
検
討
し
た
。

主
査

凶
地
域
の
住
宅
生
産
シ
ス
テ
ム
が
お
か
れ
て
い
る
環
境

条
件
に
基
づ
い
て
、
熟
練
工
と
非
熟
練
工
と
い
っ
た
技

能
者
の
タ
イ
プ
と
技
能
者
育
成
方
法
の
妥
当
性
に
つ
い

て
の
モ
デ
ル
・
シ
ミ
ュ
レ

i
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
た
。

同
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
プ

レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
制
度
に
よ
る
技
能
者
山
育
成
の
内
容

を
、
特
に
日
本
の
育
成
シ
ス
テ
ム
と
比
較
す
る
観
点
か

ら
務
醸
し
、
育
成
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
べ
き
孤
立
件
を
明
ら

か
に
し
た
。

側
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
泉
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
検
討
結
果
を
踏
ま
、
え
て
、
地
域
の
住
宅
生
産

に
お
け
る
技
能
者
像
と
そ
の
技
能
者
育
成
シ
ス
テ
ム
の

要
件
を
取
り
ま
と
め
た
。
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常
時
微
動
測
定
に
よ
る
重
要
文
化
財
古
民

家
の
耐
震
性
判
定
に
関
す
る
研
究

前
川
秀
幸

現
在
の
建
築
基
換
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
建
て
ら

れ
た
伝
統
的
木
造
住
宅
の
中
に
は
、
十
分
な
耐
渓
性
を

有
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
過
去

の
地
震
被
筈
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
体
例
造
上
あ

る
い
は
経
年
変
化
の
た
め
、
耐
震
的
に
問
題
の
あ
る
建

物
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

本
矧
究
は
、
伝
統
的
木
造
住
宅
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
振
動
特
性
を
犯
援
し
、
伝
統
的
木
造
住
宅
の
耐
反
性

判
定
の
た
め
の
恭
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
日
的
と
し
て

い
る
。
実
験
対
象
民
家
と
し
て
保
存
状
態
が
災
く
、
竣

工
当
時
の
榔
刑
法
を
殺
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
玄
要
文

化
財
ク
ラ
ス
の
古
民
家
六
棟
を
選
択
し
、
常
時
微
動
実

験
を
行
な
っ
た
。
得
ら
れ
た
常
時
微
動
波
形
を
解
析
し
、

固
有
振
動
数
、
振
動
モ

l
ド
、
減
衰
定
数
を
求
め
た
。

実
験
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
返
り
で
あ
る
。

①
地
動
と
梁
上
で
測
定
さ
れ
た
微
動
波
形
の
最
大
速
度

主
査

は
そ
れ
ぞ
れ
一
一

m
カ
イ
ン
と
の

m
カ
イ
ン
で
あ
り
、

決
上
の
必
大
変
佼
は
瓦

μ
m
で
あ
る
。

②
一
次
の
間
有
振
動
数
の
平
均
は
…
一
一
へ
ん
ツ
、
二
次
の

間
有
振
動
数
の
平
均
は
ゴ
一
・
問
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
。

③
振
動
モ

i
ド
は
一
次
が
染
問
方
向
の
並
進
モ

l
ド
を

示
し
た
。
二
次
は
桁
行
方
向
の
並
進
振
動
で
あ
る
が
、
一

部
の
民
家
で
ね
じ
れ
振
動
が
み
ら
れ
た
。
三
次
の
振
動
モ

ー
ド
は
ね
じ
れ
モ
i
ド
で
あ
る
が
、
ス
ペ
ク
ト
ル
ビ

l
ク

が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
凶
次
の
悶
有
振
動
数
が
把
握

で
き
な
い
民
家
も
あ
っ
た
。

③
減
山
設
定
数
は
一

i
二
%
で
あ
り
、
建
物
の
級
類
や
、
方

向
に
よ
る
差
は
み
ら
れ
な
い
。

⑤
悶
有
振
動
数
は
民
家
の
壁
率
と
関
係
が
深
い
が
、
振
動

特
性
に
影
響
を
及
ぽ
す
関
子
と
し
て
、
垂
れ
時
点
の
効
率
、

差
鴨
局
と
枚
仕
口
の
回
転
剛
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

現
地
響
檎
に
よ
り
調
査
が
延
期
さ
れ
た
だ
め
、
昨
年
審
号
の
九
一

年
度
「
助
成
研
究
の
要
旨
L

に
掲
載
で
き
な
か
っ
定
研
究
助
9
2
0

2
の
要
旨
を
以
下
は
掲
載
し
ま
す
。

研
究
臨

B
E
D
E

南
米
イ
ン
デ
イ
オ
の
集
落
構
造
と
居
住
形

態
に
関
す
る
研
究

主
交

藤

井

明

本
論
は
南
米
イ
ン
デ
ィ
オ
の
伝
統
的
住
居
・
集
市
砕
を

対
象
と
し
た
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
調
査

結
果
の
概
要
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
住
成
の
素
材
と

形
態
お
よ
び
そ
の
法
問
構
成
の
特
性
に
つ
い
て
の
考
察

を
試
み
る
。
誠
査
地
域
は
主
に
ア
ン
デ
ス
一
M
M
地
が
小
心

で
、
大
ま
か
に
は
グ
ラ
ン
・
チ
ャ
コ
、
ア
ル
テ
ィ
ブ
ラ

l
ノ
、
チ
チ
カ
カ
減
、
ア
タ
カ
マ
砂
淡
北
部
の
問
地
域

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
最
も
典
型
的
な
住
居
は
、

矩
形
の
プ
ラ
ン
に
切
去
の
屋
桜
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

外
援
の
主
な
素
材
は
ア
ド
ベ
で
あ
り
、
そ
の
上
に
九
絞
り

壁
を
施
し
た
も
の
や
石
絞
み
な
ど
の
例
も
あ
る
が
、
規

模
・
形
態
と
も
に
比
較
約
類
似
し
て
い
る
。
屋
根
は
ほ

と
ん
ど
が
車
列
き
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
素
材
・
形
態

の
阪
に
お
い
て
特
異
な
例
と
し
て
、
チ
パ
ヤ
、
サ
カ
ス

コ
、
チ
チ
カ
カ
湖
の
住
居
が
あ
げ
ら
れ
る
。
チ
パ
ヤ
の

住
居
は
、
地
面
か
ら
ブ
ロ
ソ
ク
状
に
切
り
取
っ
た
芝
土

を
円
錐
形
に
積
み
上
げ
て
築
く
。
ま
た
、
芝
生
の
ブ
ロ

ッ
ク
を
円
筒
形
に
被
み
、
康
相
拙
を
市
中
で
ド
ト
ム
状
や
円

錐
形
に
務
く
住
居
も
あ
る
。
サ
カ
ス
コ
の
住
民
で
は
大

き
な
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
ベ
が
別
い
ら
れ
る
が
、
正
方
形

に
近
い
平
而
と
円
錐
形
の
底
知
山
が
合
成
さ
れ
た
形
態
と

な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
方
、
チ
チ
カ
カ

淑
で
は
人
工
の
浮
島
の
上
に
住
居
が
築
か
れ
、
一
半
を
編

ん
だ
鐙
で
屋
根
・
外
壁
が
複
わ
れ
て
い
る
。

今
回
調
査
し
た
住
居
は
す
べ
て
分
棟
形
式
で
あ
っ
た
。

分
棟
形
式
の
住
隠
は
械
に
閤
わ
れ
た
領
域
が
必
然
的
に

発
生
す
る
が
、
塀
や
垣
で
各
棟
を
連
結
し
た
り
、
住
居

全
体
を
聞
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
示
的
に
閃

わ
れ
た
領
域
と
し
て
の
中
庭
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

凶
み
裂
住
居
に
お
け
る
中
庭
の
因
わ
れ
方
に
つ
い
て
佼

相
的
に
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
さ
ら
に
棟
を
連
結

す
る
携
や
駁
の
取
り
付
く
位
絞
の
相
迷
に
よ
り
納
分
類

を
行
な
っ
た
。
国
み
型
住
居
の
空
間
特
性
を
定
及
的
に

把
揮
す
る
た
め
に
、
間
ま
れ
て
い
る
度
合
い
を
表
す
指

棋
と
し
て
水
平
遮
蔽
角
を
導
入
し
た
。
建
物
お
よ
び
そ

の
正
而
、
塀
・
脳
一
等
と
い
っ
た
遮
絞
物
の
属
性
別
に
、

水
平
遮
蔽
角
を
各
地
点
ご
と
に
計
算
機
上
で
計
泣
し
、

そ
の
設
的
分
布
状
態
に
基
づ
い
て
閲
わ
れ
方
の
特
性
を

分
析
し
た
。

戸
川
d

n
h
u
 



去
年
の
四
月
か
ら
福
川
裕
一
さ
ん
(
千
葉
大
学
)
の
後
任

と
し
て
図
書
情
報
委
員
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

担
当
は
都
市
計
画
で
あ
る
。
現
在
は
厚
生
省
人
口
問
題
研
究

所
に
所
属
し
て
い
る
が
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
都
市
地
理

学
と
都
市
計
画
で
あ
り
、
一
時
期
は
実
務
に
近
い
都
市
計

画
・
政
策
研
究
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
都
市
を

人
口
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、
気
が
つ
い
て
み

た
ら
人
口
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
と
い
う
感
じ
で
あ

る
。
し
か
し
、
今
で
も
研
究
的
関
心
が
最
終
的
に
行
き
着
く

「
都
市
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

の
は

畿

一
九
九
四
年
度
の
図
書
情
報
委
員
会
の
課
題
の
一
つ
は
基

本
図
書
を
逃
走
す
る
こ
と
で
、
都
市
計
闘
の
基
本
図
書
の
う

ち
欠
け
て
い
る
も
の
は
な
い
か
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
私

に
は
一
人
で
こ
の
広
い
範
囲
の
基
本
図
書
を
選
定
す
る
能
力

な
ど
な
い
の
で
、
都
市
計
画
の
教
科
書
と
し
て
定
評
の
あ
る

臼
笠
端
著
『
都
市
計
画
(
第
三
版
)
』
の
文
献
リ
ス
ト
の
中

か
ら
、
最
低
閉
山
こ
れ
は
と
思
う
も
の
を
挙
げ
て
、
図
書
室
に

ど
の
程
度
入
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
い
た
だ
い
た
。
結
果
は

多
く
が
既
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
補
充
す
べ
き
も
の
は
少
な

か
っ
た
。
都
市
計
画
の
専
門
家
の
多
様
な
要
求
に
応
え
ら
れ

る
図
書
室
で
な
い
に
し
て
も
、
都
市
・
住
宅
に
広
く
関
心
を

有
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
不
足
の
な
い
レ
ベ
ル
で
都
市
の

本
も
集
ま
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
基
本
図

書
の
選
定
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
今
後

も
常
に
気
を
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

畿
各
委
員
は
テ

l
マ
を
掲
げ
て
凶
主
回
収
集
を
行
な
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
私
は
「
都
市
の
住
ま
い
と
家
族
」
と
い
う

よ
う
な
テ

l
マ
で
、
都
市
社
会
学
、
家
族
社
会
学
関
係
の
図

書
を
収
集
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
わ
が
国
の
住
宅
を

め
ぐ
る
状
況
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
聞
に
お
い
て
明
ら
か
に
転
換

点
を
迎
え
て
お
り
、
今
後
の
方
向
を
採
る
議
論
が
活
発
化
し

て
い
る
。
そ
の
、
王
婆
な
テ
!
?
の
一
つ
に
家
族
の
変
化
と
の

関
係
が
あ
る
。
私
も
、
一
九
九
一
一
一
年
に
研
究
所
で
日
本
の
殴

帯
数
の
将
来
推
計
を
担
当
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
世

帯
・
家
族
・
住
ま
い
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
増
え
て
き
て

い
る
が
、
い
く
つ
か
の
場
所
で
こ
の
テ

l
マ
に
関
す
る
議
論

を
経
験
し
て
感
じ
る
の
は
、
家
族
の
変
化
し
て
い
る
面
、
特

に
成
口
氏
相
互
間
の
関
係
変
化
に
注
目
し
、
そ
れ
を
や
や
性
急

に
住
宅
の
内
部
安
部
変
化
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
す
ぎ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

家
族
と
住
ま
い
、
特
に
都
市
に
お
け
る
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま

な
切
り
口
で
議
論
で
き
る
。
私
自
身
は
、
少
子
化
、
長
寿
化
、

晩
婚
化
と
い
っ
た
変
化
に
よ
っ
て
家
族
の
構
造
的
変
動
が
進

み
、
同
時
に
高
齢
者
の
経
済
的
自
立
化
を
背
景
に
親
子
別
居

傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
重
要
だ
と
思
う

が
、
少
し
が
J

、
え
た
だ
け
で
も
、
家
族
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
や

生
活
構
造
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
社
会
学
的
視
点
か
ら
、
定

住
と
住
み
替
え
、
住
宅
地
形
成
(
大
都
市
閣
と
地
方
都
市
、

既
成
市
街
地
と
郊
外
)
、
住
宅
の
集
合
性
や
所
有
関
係
な
ど

を
分
析
す
る
、
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
思
い
つ
く
。

繭
噛

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
関
心
を
持
つ
人
ぴ
と
が
訪
れ
て
新

た
な
発
見
が
あ
る
図
書
室
に
近
づ
け
れ
ば
、
と
考
え
て
い
る
。

都
市
社
会
学
、
家
族
社
会
学
も
基
本
図
書
の
収
集
か
ら
始
め

た
い
が
、
海
外
で
は
、
も
と
も
と
住
宅
問
題
が
社
会
的
文
脈

の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
面
白
そ
う
な
書

籍
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
順
次
収
集
し
た
い
と
思

う
。
日
本
の
家
族
社
会
学
の
創
始
者
で
あ
る
一
戸
悶
貞
一
一
一
の
著

作
集
の
購
入
も
検
討
中
で
あ
る
。

¥

お

お

え

・

も

り

ゆ

き

/

/

/
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
人
口
構
造
研
究
部
長
¥



患
者
さ
ん
を
通
じ
て
見
た
バ
リ
ア
フ
リ
!
の
必
要
性
i

l物
理
的
バ
リ
ア
に
加
え
て
社
会
的
、
制
度
的
な
バ
リ
ア
も
存
在
す
る

徳
田
良
英

T
さ
ん
の
福
祉
事
務
所
の
組
当
者
か
ら
電

話
が
入
っ
た
の
は
、
退
院
後
一
か
月
も
経
た

な
い
頃
で
あ
っ
た
。

T
さ
ん
の
歩
く
機
能
が

著
し
く
低
下
し
た
た
め
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
に

手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
も
病
院
へ
リ
ハ
ビ
リ
に

通
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
何
と
か

な
ら
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

T
さ
ん
は
三

O
歳
代
後
半
の
男
性
で
、
脳

臆
疹
の
手
術
後
に
リ
ハ
ビ
リ
目
的
で
当
院
に

入
院
し
て
い
た
忠
者
さ
ん
で
あ
る
。
入
院
中

の
リ
ハ
ビ
リ
は
起
居
動
作
や
歩
行
の
訓
練
が

山
中
心
で
あ
っ
た
。
ぉ
，
お
よ
そ
伝
い
歩
き
が
で

き
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
知
的
障
害
も
併
発

し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
病
院
で
の
介
護

面
で
多
少
子
の
か
か
る
印
象
が
あ
っ
た
。

T

さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
、
介
護
稲
で
不
安
が
あ

る
の
で
、
当
初
は
長
期
の
入
院
を
希
望
し
て

い
た
が
、

T
さ
ん
に
と
っ
て
病
院
、
施
設
の

長
期
療
養
に
は
残
念
な
が
ら
バ
リ
ア
が
存
在

し
て
い
た
。
当
院
を
合
め
て
、
壮
年
期
の
慢

性
期
患
者
を
長
期
に
受
け
入
れ
る
病
院
や
施

設
で
、
す
ぐ
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
所
は
近

隣
に
は
皆
無
に
等
し
く
、
居
宅
生
活
を
し
て

外
来
で
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
る
こ
と
を
目
標
に

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
退
院
準
傍
と
し
て

福
祉
事
務
所
の
担
当
者
と
も
相
談
を
し
、
居

宅
の
手
す
り
と
ベ
ッ
ド
の
設
置
、
そ
し
て
外

来
通
院
臼
に
は
へ
ル
パ

l
の
派
遣
を
す
る
こ

と
で
、

T
さ
ん
の
お
母
さ
ん
に
も
了
解
し
て

も
ら
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

T
さ
ん
は
退
院
間

も
な
く
歩
行
が
岡
山
難
に
な
っ
た
。

T
さ
ん
の
お
宅
は
都
営
の
団
地
の
三
階
で

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
な
い
。
退
院
後

T
さ
ん
は

お
母
さ
ん
と
二
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
が
、

入
院
中
ほ
ど
に
は
リ
ハ
ビ
リ
が
で
き
な
い
の

で
T
さ
ん
の
脚
力
は
急
速
に
衰
え
、
ヘ
ル
パ

ー
さ
ん
の
介
助
だ
け
で
は
階
段
を
降
り
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、
病
読
へ
の
外
来
リ
ハ

ビ
リ
に
行
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

T

さ
ん
に
と
っ
て
は
ま
た
一
つ
団
地
の
階
段
と

い
う
バ
リ
ア
が
存
夜
し
て
い
た
。
当
院
で
は

忠
者
さ
ん
へ
の
訪
問
や
送
迎
サ

i
ビ
ス
が
な

い
た
め
、
や
む
な
く
パ
ス
で
の
送
迎
サ
ー
ビ

ス
の
あ
る
区
の
通
所
胞
設
の
利
用
も
検
討
し

た
が
、
こ
こ
も
、
患
者
さ
ん
が
一
階
ま
で
降

り
て
い
な
い
と
パ
ス
に
乗
せ
ら
れ
な
い
の
で

利
用
で
き
な
い
と
の
返
答
が
あ
り
、
門
前
払

い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

す
さ
ん
の
お
母
さ
ん
に
よ
る
と
、
都
営
団

地
の
一
階
へ
の
転
居
を
申
請
し
た
が
、
空
き

待
ち
で
一
年
く
ら
い
か
か
り
そ
う
だ
と
の
こ

と
で
あ
る
。

T
さ
ん
に
は
制
度
上
の
バ
リ
ア

も
存
在
し
て
い
た
。

病
院
の
理
学
療
法
士
と
し
て
日
頃
か
ら
忠

者
さ
ん
の
円
満
退
院
と
い
う
観
点
で
バ
リ
ア

フ
リ
ー
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
解
決

す
べ
き
問
題
点
の
多
い
患
者
さ
ん
ほ
ど
、
バ

リ
ア
が
た
く
さ
ん
の
領
域
(
医
療
、
住
環
境
、

福
祉
)
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
そ
の
解
決
の

難
し
さ
を
痛
感
す
る
。
今
回
の
よ
う
に
ど
の

領
域
専
門
家
も
対
応
し
か
ね
る
場
合
に
は
特

に
そ
う
で
あ
る
。
具
体
的
な
対
策
と
し
て
長

期
療
養
さ
せ
る
施
設
へ
の
入
所
が
適
当
か
、

訪
問
川
リ
ハ
ビ
リ
を
す
る
の
が
良
い
か
、
転
居

や
物
理
的
な
環
境
を
整
え
る
の
が
適
当
か
な

ど
は
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
し

て
選
択
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
住
環
境
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
も
、
当
然
重

要
な
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
と
受
け
と
め
て

いづ令。

(
と
く
だ
・
よ
し
ひ
で
/
足
立
共
済
病
院
潔
学
診
療
科
)

*
 

〈
ひ
ろ
ば
〉
へ
の
ご
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

「
住
」
に
関
す
る
提
案
か
ら
自
演
お
感
じ
に
な
っ
て

お
ら
れ
る
こ
と
ま
で
、
研
究
者
・
実
務
者
か
ら
市
民
の

皆
さ
ま
方
の
忌
憾
の
な
い
ご
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
(
採
用
分
に
つ
い
て
は
薄
謝
進
塁
)
。

原
稿
用
紙
(
閤
O
O字
詰
)
三
枚
程
度
。
原
稿
に

は
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
議
を
御
記
入
下
さ
い
。

な
お
、
内
容
を
儀
っ
け
な
い
範
闘
で
一
部
手
直
し
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
諒
承
下

さ
い
。

〈
宛
て
先
〉

一T
1
5
6東
京
都
世
田
谷
区
松
橋
4
丁
目

m
l
8

財
団
法
人
住
宅
総
合
研
究
財
団

す
ま
い
ろ
ん
綴
築
部
吋
ひ
ろ
ば
」
係



住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

住
宅
@
ま
ち
づ
く
b
に
お
け
る

N
P
O
(民
間
非
営
利
組
織
)
の
展
望
」

第
何
回

場 日
所時

七
月
一
四
日
(
金
)
九
一

o
o
j
一
七
一
一
一
一

O

建
築
会
館
ホ

l
ル
(
東
京
都
港
区
芝

5γ
回
初

l
m
)

講
演

l

住
宅
の
新
し
い
選
択
肢
!
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ノ
ン
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
住
宅
の
展
開

平
山
洋
介
(
神
戸
大
学
発
達
科
学
部
専
任
講
師
)

2

わ
が
国
の
民
間
非
営
利
活
動
の
展
開
と
課
題

山
間
義
典
(
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
)

3

ま
ち
づ
く
り
中
間
セ
ク
タ
ー
の
実
態
と
非
営
利
ま
ち
づ
く
り
組
織
へ
の
展
望

平
田
宰
(
早
稲
悶
大
学
社
会
科
学
部
専
任
講
師
)

討
論

右
記
一
ニ
講
師
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
寄
本
勝
美
氏
(
卒
稲
間
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
)
を
迎

え
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
な
い
ま
す
。

司
会

H
古
阿
見
深
邦
郎
(
来
京
都
立
大
学
工
学
部
教
授
)

閉
会
後
、
講
師
の
先
生
方
を
悶
ん
で
懇
税
パ
ー
テ
ィ
を
行
な
い
ま
す
。

参
加
俊
一
般
三

0
0
0
円
・
学
生
一

0
0
0
円
、
当
日
支
払

申
し
込
み
方
法

は
が
き
に
、
氏
名
(
ふ
り
が
な
)
、
性
別
、
年
齢
、
住
所
、
勤
務
先
、
連
絡
先
電
話
番
号
を
ご
記
入
の

よ
、
七
月
一

O
H
(
ロ
バ
)
ま
で
に
当
財
団
ま
で
郵
送
し
て
下
さ
い
。
先
着
服
に
て
、
定
員
二

O
O名
に

な
り
次
第
、
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は
財
図
法
人
住
宅
総
合
研
究
財
団

一Tm
東
京
都
世
間
谷
底
船
橋
4

m

i

8

8
0
3
1
3
4
8
4
1
5
3
8
1
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
担
当
ま
で
。

見
学
会
に
つ
い
て

お
記
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
翌
日
に
、

し
ま
す
。

見
学
会
を
企
↑
画
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
後
日
決
定
し
だ
い
発
表
い
た

。
住
教
育
フ
ォ
!
ラ
ム

次
険
代
の
災
き
住
ま
い
予
や
つ
く
り
予
を
育
む
た

め
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
住
教
育
委
員
会
主
催
の
第

七
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ご
関
心
の

あ
る
厄
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
時
一
四
月
二
六
日
(
水
)

一
八
一

O
O
l
一二

.
0
0

場
所
一
お
財
団
会
議
室

諮
問
問
一
野
間
正
彰
氏
(
京
都
芸
術
一
短
期
大
学
教
授
)

「
子
ど
も
の
内
面
フ
ィ
ル
ム
に
投
影
さ
れ
た
住
ま

い
と
環
境
」

、
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ヲ
ム
開
催
の
お
知
ら
せ

斗
ぱ
火
火

4
メ
署
員

「
関
西
の
次
世
代
ハ
ウ
ジ
ン
グ
」

本
誌
何
年
夏
日
す
特
集
の
コ
ア
記
引
や
と
な
る
ミ
ニ
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
、
左
記
の
日
開
惚
で
開
催
し
ま
す
。

約一一一

O
名
ほ
ど
の
聡
識
の
席
を
用
怠
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
下

さ
い
。
参
加
申
し
込
み
は
当
財
団
「
す
ま
い
ろ
ん

ミ
ニ
シ
ン
ポ
係
」
ま
で
、
電
話
で
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

日
時
一
四
月
二
一
一
日
(
木
)

一
四
一

0
0
1
一
七
一

0
0

場
所
一
当
財
団
会
議
釜

参
加
費
一
無
料

パ
ネ
リ
ス
ト

迷
藤
剛
生
氏
(
遠
藤
剛
生
建
築
設
計
事
務
所
代
表

取
締
役
)

安
問
山
秀
氏
(
ヘ
キ
サ
取
締
役
)

司
会
日
向
田
光
州
峨
(
京
都
大
学
工
学
部
助
教
授
)

'95 次

孟E
号 E

六
月
一
五
日
発
行

特
集
H

関
西
の
次
世
代
ハ
ヲ
ジ
ン
グ

〈
伎
山
市
…
〉

関
西
の
す
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り

広
間
出
盛
明
会
口
小
都
府
立
大
学
学
長
)

す
こ
一
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉

関
西
の
次
世
代
ハ
ウ
ジ
ン
グ

遠
藤
剛
生
(
遠
藤
剛
生
建
築
設
計
事
務
所
代
表
)

安
原
秀
(
ヘ
キ
サ
取
締
役
)

〈
書
き
下
ろ
し
〉

都
市
居
住
文
化
の
継
承

谷
直
樹
(
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
助
教
授
)

関
西
に
お
け
る
抑
制
市
居
住
の
未
来

松
原
小
夜
子
(
平
安
女
学
院
一
奴
間
前
大
学
助
教
授
)

関
笛
の
次
世
代
集
合
住
宅

両
国
光
線
(
京
都
大
学
工
学
部
助
教
授
)

〈
特
別
企
闘
阪
神
大
震
災
と
住
ま
い
〉

住
宅
の
被
災
実
態
と
復
閣
内
へ
の
提
言

塩
崎
賢
明
(
神
戸
大
学
工
学
部
助
教
授
)

住
生
活
の
再
建
!
被
災
経
験
を
通
じ
て

弘
本
由
香
里
(
大
阪
ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
涯
斎
在
外
拠
井
一
一
品

木
造
住
宅
の
被
災
と
復
関
門

竹
山
清
明
(
建
築
家
・
松
陰
女
子
大
学
助
教
授
)

〈
す
ま
い
別
件
発
見
〉

酋
尾
邸

足
立
裕
司
(
神
戸
大
学
ぶ
学
部
助
教
授

〈
第
江
川
回
佼
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
③
〉

ま
ち
づ
く
り
中
間
セ
ク
タ
ー
の
実
態
と
非
営
利
ま

ち
づ
く
り
組
織
へ
の
展
望

十
口
同
見
潔
邦
郎
(
東
京
都
立
大
学
工
学
部
教
授
)

タ
イ
ト
ル
は
似
題
、
品
川
怖
や
お
は
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。



O
江
戸
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
江
戸
東
京
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

現
象
を
議
論
す
る
研
究
者
の
集
ま
り
「
江
戸
東
京

フ
ォ

i
ラ
ム
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

-
第
m
出
回
(
川
四
年
一
一
月
一
一
一
一
日
)
川
越
の
ま
ち

な
み
の
復
元

内
出
鍛
造
・
浅
井
賢
治
/
東
洋
大
学
工
学
部

-
第

ω同
(
川
円
年
一
二
月
一
六
日
)
一
同
鍋
脱
斎
と

江
戸
東
京

小
木
新
造
/
江
戸
東
京
歴
史
財
団

-
第
川
出
回

(
r
m
年
一
月
二
七
日
)
都
市
と
美
術
館

と
絵
日
間

小
津
弘
/
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学

-
第
川
出
回
(
何
年
二
月
一

O
日
)
「
小
制
限
叶
風
」
と

そ
の
周
辺

丸
山
品
川
彦
/
際
史
民
俗
間
物
館

な
お
、
今
ま
で
の
活
動
の
一
部
は
、
今
年
秋
頃
出

版
さ
れ
る
予
定
で
す
。

お
詫
び
と
訂
正

本
山
一
吹
間
口
す
(
冬
旦
勺
)
の
住
総
朝
刊
行
物
の
ご
案
内

に
掲
絞
い
た
し
ま
し
た
研
究
論
文
尚

9
4
4
1

「
高
齢
期
の
環
境
適
応
力
に
応
じ
た
適
正
移
動
寸

法
に
関
す
る
研
究
」
(
主
査
H
徳
間
若
男
)
の
定
価

が
1
5
4
5
円
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
正
し
く

は
定
価
1
8
5
4
円
で
す
。
関
係
者
の
皆
さ
ま
に

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た
。
お
詫
ぴ
申
し
上
げ

ま
す
。。第M

回
住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
一
九
九
四

年
七
月
間
開
催
)
の
資
料
を
頒
布
し
て
い
ま
す
。
お

問
い
合
わ
せ
は
財
団
ま
で
。

「
都
市
の
住
宅
は
安
全
か

-
i
i災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」

A
4
判

η
ペ
ー
ジ
、
一

0
0
0
円
(
送
料
別
)

掲
載
論
文
(
所
属
は
当
時
)

坂
本
功
(
東
京
大
学
教
授
)

小
川
股
二
郎
(
例
都
市
防
災
研
究
所
研
究
部
長
)

岡
悶
側
一
(
建
設
省
建
築
研
究
所
磁
恩
研
究
室
長
)
、
ほ
か
。

阪
神
大
震
災
住
宅
復
興
研
究
会
が
発
足

住
宅
復
興
へ
、
緊
急
研
究
を
開
始

復
興
へ
の
諸
施
策
を
研
究
し
提
言
を
目
指
す

当
財
団
で
は
、
阪
神
大
災
災
の
住
宅
の
被
害
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
復
興
の
た
め
の
諸

施
策
を
研
究
し
、
被
災
地
の
自
治
体
・
関
係
省
庁
に
叩
附
言
し
て
い
く
た
め
に
、
奴
神
大
震
災
住
宅
復
興
に

つ
い
て
、
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
教
授
・
住
間
昌
二
氏
に

mm
究
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、

同
教
授
を
主
査
と
す
る
関
西
在
住
の
住
宅
研
究
者
(
主
と
し
て
、
都
市
住
宅
学
会
阪
神
大
震
災
対
策
特
別

委
長
会
・
建
築
学
会
近
畿
支
部
住
宅
部
会
・
イ
ン
テ
り
ア
学
会
関
西
支
部
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
)
か
ら

な
る
研
究
会
が
発
足
し
、
庶
ち
に
活
動
を
間
開
始
し
ま
し
た
。

研
究
成
果
は
、
中
間
報
告
を
経
て
、
明
年
初
頭
に
財
団
出
版
物
に
発
表
し
、
最
終
的
に
は
誠
査
研
究
報

告
存
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

O
高
齢
者
の
す
ま
い
づ
く
り
通
信
刊
号
発
行

第
ロ
田
高
齢
者
の
す
ま
い
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

記
録
と
し
て
、
松
江
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
安
藤

只
祥
氏
か
ら
は
福
祉
と
連
携
す
る
社
協
の
役
割
の

重
要
性
、
関
西
学
院
大
学
の
馬
場
昌
子
氏
か
ら
は

生
活
改
良
普
及
員
の
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
活
動
拠

点
づ
く
り
等
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

B
5
判

M
べ

|

ジ

無

料

〈
新
刊
〉

守
外
罰
入
居
住
と
変
貌
す
る
街

i
h沢
一
れ
や
恥
~
の
L

稲
葉
佳
子
、
塩
路
安
紀
子
、

者
名
付
け

松
井
晴
子
、
小
菅
寿
美
子

当
財
団
の
研
究
助
成
を
受
け
た
調
交
が
え
に
な
っ

た
書
籍
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
外
国
人
の
住
ま
い

や
受
け
入
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
克
明

な
踏
査
で
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
内
な
る
国

際
化
の
た
め
の
方
途
を
考
え
る
一
時
で
す
。

発
行
/
学
芸
品
版
社

A

4
変
形
2
3
5百
(

定
価
/
2
9
8
7
門

す
ま
い
ろ
ん
年
間
予
約
鱗
読
の
お
願
い

|
|
|
割
安
の
三
年
継
続
購
読
を
ど
う
ぞ

毎
号
確
実
に
入
手
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
予
約

購
読
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。
一
年
間
ま
た
は

三
年
間
の
ご
自
宅
郵
送
制
で
す
。
三
年
間
継
続
購

読
の
場
合
は
左
記
の
と
お
り
部
引
に
な
り
ま
す
。

感
年
間
購
読
料
(
年
四
情
)

一
年
間

2
0
0
0
円
(
送
料
共
)

三
年
間

5
0
0
0
円
(
送
料
共
)

@
グ
ル
ー
プ
予
約
の
場
合
は
次
の
と
お
り
割
引
料

金
に
い
た
し
ま
す
。
(
一
人
当
り
・
送
料
共
)

一
年
間
一
一
一
年
間

1
8
0
0
円
/
4
5
0
0
内

1
6
0
0
円
/
4
0
0
0
円

1
4
0
0
円
/
3
5
0
0
円

3
人
以
上

6
人
以
上

。、I
ん

L
し

つω
Fノ
I
9

品
躍
脚
購
読
・
申
し
込
み
方
法

購
読

-mし
込
み
は
、
本
誌
は
さ
み
込
み
の
麟
読
申

込
翠
(
振
替
用
紙
)
を
ご
利
問
い
た
だ
く
か
、
現
金

ま
た
は
郵
便
切
手
(
小
綴
切
手
で
お
願
い
し
ま
す
)

を
同
封
の
上
、
叫
初
出
「
す
ま
い
ろ
ん
購
読
係
」
先

に
お
送
り

F
さ
い
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
茶

旬
、
勤
務
(
所
印
刷
)
先
名
、
所
在
地
、
郵
滋
希
望
先

を
明
記
し
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

@
「
す
ま
い
ろ
ん
」
は
次
の
応
頭
で
も
販
売
し
て

お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
(
庄
一
践
で
の
予
約

購
読
の
受
付
け
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
)
。

-
措
法
築
学
会
資
料
頒
布
所
港
区
芝

5

お

l
m

電
話

(
0
3
)
3
4
5
6
1
2
0
5
1

・
南
洋
堂
書
信
千
代
田
区
神
間
神
保
町

1

n

電
話

(
0
3
)
3
2
9
1
1
3
3
8

口
叫
U

ρnu 



マルセイユのユニテ@ダビタシオン
コルビュジェのき垂直の回匿都市を、私たちは乗り超えるニとができたのか

文・写真高田光雄

トツ，:/内部のJli~!lì。

荒
々
し
く
力
強
い
ピ
ロ
テ
ィ
に
支
え

ら
れ
た
巨
大
な
コ
ン
ク
リ

i
ト
の
塊
を

見
上
げ
、
わ
れ
わ
れ
は
四

O
年
前
に
生

ま
れ
た
こ
の
独
創
性
に
満
ち
た
垂
直
の

田
園
都
市
を
、
本
当
に
乗
り
超
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
ず
考

え
込
ん
で
し
ま
う
。
近
代
建
築
の
五
原

則
も
こ
こ
で
は
都
市
の
ス
ケ
ー
ル
を

も
っ
て
迫
り
、
約
一
六

O
O
人
分
の

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
‘
の
あ
る
箱
の
中
に
は
、

溢
れ
ん
ば
か
り
の
デ
ザ
イ
ン
・
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
が
高
密
度
に
詰
め
込
ま
れ
て

:'JrtL/マルセイユのユニテ・タビタシオンの外鋭、 F;{î/路上で遊，，~{子供たち、

、
〉
。

し
」

年
あ
ま
り
前
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
ユ

ニ
テ
・
ダ
ビ
タ
シ
オ
ン
を
訪
れ
る
機
会

が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
る
ニ
つ
星
の

ホ
テ
ル
《
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
》
に
二

泊
し
、
高
層
住
宅
居
住
の
実
態
調
査
を

行
な
う
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
建
設
当

初
は
、
気
狂
い
の
家
と
榔
捻
さ
れ
、
近

年
で
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
の
近
代
建
築
批

判
の
絶
好
の
対
象
と
な
っ
た
ユ
ニ
テ
は

訪
れ
て
み
る
と
む
し
ろ
生
活
感
の
あ
る

健
全
な
集
住
体
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は

子
供
も
い
れ
ば
高
齢
者
も
い
る
。
昼
下

が
り
の
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
集
ま

る
人
ぴ
と
の
話
も
弾
ん
で
い
た
。
こ
の

葉
直
都
市
の
住
人
の
少
な
く
と
も
何
割



か
は
、
ユ
ニ
テ
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ

こ
に
住
む
誇
り
と
喜
び
を
共
有
し
続
け

て
い
る
。

客
船
の
甲
板
を
初
御
と
さ
せ
る
屋
上

庭
園
は
、
最
上
階
の
幼
稚
園
と
ス
ロ
ー

プ
で
繋
が
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
の
元

気
な
声
が
秋
空
に
響
き
わ
た
る
。
中
間

階
に
組
み
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
商
業

施
設
は
、
規
模
計
画
の
誤
り
は
あ
る
も

の
の
、

「利
便
性
と
い
ざ
と
い
う
時
の
た

め
に
、
少
し
高
く
て
も
で
き
る
だ
け
利

用
す
る
べ
き
L

だ
と
考
え
る
住
人
た
ち

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

• 
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
都
市
で
は
、

「集
合
住
宅
」
を
建
て
る
の
で
は
な
く

「立
体
の
街
」
を
つ
く
る
努
力
を
必
要

と
し
て
い
る
。
四

O
年
の
歳
月
を
経
た

マ
ル
セ
イ
ユ
の
ユ
ニ
テ
か
ら
学
ぶ
べ
き

も
の
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
わ
れ

わ
れ
が
こ
れ
か
ら
行
な
う
べ
き
仕
事
は
、

閉
鎖
系
計
画
技
術
に
よ
り
ユ
ニ
テ
の
よ

う
な
完
結
し
た

「作
品
」
を
つ
く
る
こ

と
で
は
な
い
。
開
放
系
計
画
技
術
に

よ
っ
て
住
ま
い
と
街
を
関
係
づ
け
、
二

O
世
紀
の
垂
直
都
市
を
乗
り
超
え
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
た
か
だ
・
み
つ
お
/

J

古
小
都
大
学
工
学
部
建
築
学
科
助
教
同
日
」



編
集
後
記

弱
者
へ
の
配
慮
と
い
う
分
野
は
、
一
種
、
聖

域
の
趣
が
あ
る
。
下
手
に
疑
問
点
を
言
お
う
も

の
刻
っ
、
人
非
人
に
な
っ
た
よ
う
で
自
己
嫌
悪
。

だ
か
ら
明
大
勢
に
流
さ
れ
近
寄
ら
ぬ
が
賢
明。

し
か
し
、
¥
}
れ
で
は
コ
本
当
の
意
味
マ
の
温
か

い
眼
差
し
な
ど
育
つ
は
ず
が
な
い
。

4

高
齢
化
対
応
の
住
ま
い
づ
く
り
も
、
フ
ラ
ン

、
ク
に
賛
否
両
論
の
議
論
を
尽
く
す
こ
と
が
大
切

だ
。
お
年
寄
り
に
一
見
厳
し
い
意
見
が
、
実
は
、

最
も
親
身
な
立
場
で
あ
っ
た
り
す
る
。
皆
が
議

論
を
分
か
ち
合
え
ば
、
高
齢
者
配
慮
ぱ
、
特
別

扱
い
の
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
'住
文
化
の
・中

に
と
け
込
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。

、
本
特
集
で
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
め
ぐ
っ
て

さ
・ま
ざ
ま
な
主
張
が
ぶ
つ
か

V
あ
っ
て
い
る
。

ニ
ニ
ま
で
議
論
が
ホ
ッ
ト
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、

た
ぶ
ん
初
め
て
だ
。
そ
の
主
張
の
一
つ
}
つ
が
、

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
傾
聴
に
値
す
る
。、

〆

と
こ
ろ
が
、
昨
今
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
盛
り
一

上
が
り
も
な
く
、

、公
共
団
体
な
ど
で
の
指
針
づ

く
り
、
要
項
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

、

れ
ぽ
、
危
険
な
兆
候
だ
。
本
特
集
を
契
機
に
、

ぺ

議
論
の
輪
，が
広
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
去
ざ
ま
な
主
張
が
錯
綜
す
る

と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
研

。
究
者
、
そ
し
て
家
づ
く
り
を
手
が
け
る
一
市
民

に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
面
白
い
テ

l
マ
は
な
い

と
い
う
二
と
だ
同
い
ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
の
可

能
性
が
あ
る
。
い
ろ
い
芯
な
工
夫
の
余
地
が
あ

る
。
そ
の
試
み
の
一
つ
一
つ
が
、
住
文
化
の
ゆ

く
え
に
一
石
を
投
じ
る
。
一
部
の
専
門
家
に
任

せ
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
だ
ろ
う
。

聖
域
と
い
え
ば
、
災
害
対
策
も
今
は
そ
の
観

'が
あ
る
。
下
町
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー

ル
の
良
さ
な
ど
、
言
い
出
せ
な
い
雰
囲
気
だ
。

寸
安
全
と
文
化
」
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
冷

静
さ
を
取
り
戻
し
た
い
と
考
え
る
の
は
、
私
だ

け
だ
ろ
う
か
』
(
本
号
責
任
編
集
H
小
林
秀
樹
)

〆f

、
〆

1. 

， 、、

住
宅
総
合
研
究
財
団
(
略
称
日
住
総
研
)
は

昭
和
二
三
年
、
当
時
の
清
水
建
設
社
長
J

清
水

康
雄
に
よ
り
、
戦
誌
の
窮
迫
し
た
住
宅
問
題
を
、

住
宅
の
総
合
的
研
究
、
お
よ
び
成
果
の
公
開
、

実
践
、
普
及
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
執
成
立
さ
れ
た
財
団
法
人
で
あ
り
ま
す
。

以
来
四

O
年
余
、
現
在
は
住
宅
に
関
す
る
研

究
助
成
事
業
を
中
心
と
し
、
「
研
究
年
報
」
「
研
究

守
報
告
書
L

を
発
刊
、
ま
た
住
に
関
す
る
専
門
図

一
書
室
、
セ
ミ
ナ
ー
室
等
を
整
備
、
公
開
、
粁
広
五

一
の
お
役
に
主
つ
よ
う
一、
公
益
事
業
に
つ
と
め
て

一
お
り
ま
す
。

一

斗
」
の
「
す
ま
い
ろ
ん
」
は
、
活
動
の
一
環
と

一
し
て
、
成
果
の

一
端
を
、
市
民
、

実
務
者
、
研

一
究
者
、の
皆
様
に
、
よ
り
広
く
、
よ
り
手
軽
に
ご

一
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
そ
の
意
見
交
流
の

、一
場
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
刊
行
(
季
刊
)
さ
れ

一
て
い
る
も
の
で
す
。
ご
利
用
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
♂

、

， 、

一 季
九予1

2す同
年 会

RCL 
日ろ
発 f
行 八J

'95 
年
春
号

頒
価

5
0
0
円

発
行
H
財
団
法
人
住
宅
総
合
研
究
財
団

発
行
人
H
大

坪

昭

、

干
1
5
6
東
京
都
世
田
谷
区
船
橋
4
丁
目

m
8

電
話

(
0
3
)
3
4
8
4
1
5
3
8
1

編
集
委
員
H

服
部
写
生
(
千
葉
大
学
建
築
学
科
教
授
)
*

片
山
初
俊
(
来
宗
芸
術
大
学
建
築
判
明
助
教
授
)

小
林
秀
樹
(
建
設
省
建
築
研
究
所
)
'

野
城
智
也
、
(
武
蔵
工
業
大
学
一建
築
学
科
助
教
授
)

立
松
久
昌

(
月
刊
「
住
宅
建
築
」
顧
問
)

*
ー

委
員
長

-
制
作
H
建
築
思
潮
研
究
所

印
刷
・
製
本
日
慶
昌
堂
印
刷
株
式
会
社

F 
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/ 
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