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は
じ
め
に

　

横
浜
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
そ
の
歴
史
は
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
横
浜
の
歴
史
の
書
き
方
に
は
、

ひ
と
つ
の
型
が
あ
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
横
浜
は
そ
の
ひ
と

つ
の
型
に
そ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。

発
展
し
つ
づ
け
る
開
港
都
市
、
ゆ
え
に
そ
こ
は
快
楽
と
愉
悦
が
満

ち
る
横
浜
と
な
る
、
と
い
う
定
型
で
あ
る
。
横
浜
に
ふ
さ
わ
し
い

発
展
と
娯
楽
が
製
作
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
同
時
に
、
追
撃
さ
れ

よ
う
と
し
た
も
の
、
消
去
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
、
反
位
に
お
か

れ
た
も
の
た
ち
│
│
こ
う
し
た
も
の
た
ち
の
一
片
を
か
た
ち
づ
く

る
も
の
と
し
て
、〈
ス
ラ
ム
〉
と
い
う
場
所
を
設
定
し
て
み
よ
う
。

そ
の
〈
ス
ラ
ム
〉
は
、
横
浜
（
な
い
し
は
神
奈
川
）
の
社
会
事
業

史
が
書
か
れ
る
と
き
に
観
察
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

こ
の
小
文
で
は
お
も
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け

て
の
横
浜
の
社
会
事
業
史
に
お
い
て
、〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
読

み
書
き
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、を
た
ど
り
な
が
ら
、

　

か
つ
て
、『
横
浜
貿
易
新
報
』
で
「
細
民
」
や
「
乞
食
谷
戸
」
の
探
訪
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
、
横
浜
の
歴
史
に
そ
れ
ら
が
書
か

れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
横
浜
が
都
市
と
し
て
の
発
展
、
遊
楽
を
め
ぐ
る
繁
栄
と
い
う
観
点
か
ら
記
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
一

斑
を〈
ス
ラ
ム
〉と
し
て
代
表
さ
せ
て
み
る
。
す
る
と
、〈
ス
ラ
ム
〉は
社
会
事
業
史
の
な
か
で
、
過
去
の
事
業
家
た
ち
が
書
き
残
し
た
悲
惨
な
像
の
ま
ま
に
な
ぞ
っ

て
記
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
た
し
が
〈
ス
ラ
ム
〉
に
つ
い
て
書
く
と
き
は
、〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
記
述
を
と
お
し
て
、
歴
史
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り

す
る
と
き
の
注
意
事
項
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
は
、
す
で
に
公
表
し
た
論
考
「
都
市
の
縁
辺
を
考
え
る
」
と
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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そ
れ
と
の
対
比
で
、
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
が
「
歴
史
の
作さ
く

法ほ
う

」

Б

を

問
う
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
り
、〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
読
み
書
き
を

お
こ
な
う
わ
た
し
た
ち
は
、〈
ス
ラ
ム
〉
に
問
わ
れ
て
い
る
、
と

の
構
え
か
ら
の
歴
史
批
評
を
試
み
る
こ
と
と
な
る

В

。

一　

都
市
横
浜
の
発
展
と
娯
楽
の
現
在

　

横
浜
の
歴
史
に
は
、
そ
の
時
間
を
劃
す
る
重
要
な
年
が
い
く
つ

か
あ
る
と
い
う
。
近
年
、
そ
の
区
切
り
と
し
て
み
い
だ
さ
れ
た
二

〇
〇
四
年
に
は
、「
日
米
和
親
条
約
に
も
と
づ
く
開
国
か
ら
一
五

〇
年
目
に
あ
た
り
ま
す
」（『
ハ
マ
発N

EW
S LET

T
ER

』
第
三
号
、

二
〇
〇
四
年
八
月
）
と
、
特
別
な
意
味
が
観
取
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

横
浜
と
い
う
都
市
に
流
れ
る
時
間
に
、
い
わ
ば
節ふ
し

を
際
立
た
せ
た

こ
の『
ハ
マ
発N

EW
S LET

T
ER

』と
い
う
広
報
紙
の
発
行
者
は
、

横
浜
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
ハ
マ
発N

EW
S LET

T
ER

』
を
発
行
す
る
横
浜
都
市
発
展
記

念
館
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
設
立
の
ね
ら
い
を
述
べ
て
い
る
。

「
横
浜
は
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
の
開
港
に
よ
り
、
国
際
貿
易

都
市
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
、
数
十
年
の
間
に
日
本
有
数
の
大
都

市
に
発
展
し
ま
し
た
。
／
横
浜
都
市
発
展
記
念
館
は
、
横
浜
が
そ

の
原
型
を
築
き
上
げ
た
大
正
・
昭
和
の
戦
前
期
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
な
が
ら
、
ひ
い
て
は
幕
末
の
開
港
か
ら
現
在
に
至
る
都
市
形
成

の
歩
み
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
今
年
﹇
二
〇
〇
三
年
│
引

用
者
に
よ
る
。
以
下
同
﹈
の
三
月
一
五
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
新
し

い
展
示
施
設
で
す
」（
同
前
、
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
と
、

開
港
に
始
ま
る
横
浜
の
発
展
と
し
て
の
都
市
形
成
史
を
展
示
す
る

と
い
う
の
で
あ
る

Г

。
こ
の
広
報
紙
は
ま
た
、
紙
名
の
由
来
に
つ
い

て
、「「
ハ
マ
発
」
と
は
、
横
浜0

都
市
発0

展
記
念
館
の
略
称
で
あ
る

と
と
も
に
、
横
浜
か
ら
全
国
に
向
け
て
発
信
す
る
と
い
う
意
味
で

も
あ
り
ま
す
。
横
浜
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
な
が
ら
、
近
代
日
本
の

都
市
形
成
と
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
」
と
述
べ
る
。
横
浜
は
た
だ
「
日
本
有
数
の
大

都
市
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
近
代
日
本
の
都
市
形
成
」
の
歴

史
の
元
と
い
っ
て
よ
い
位
置
に
あ
り
、
か
つ
そ
の
歴
史
が
た
ど
ら

れ
る
と
き
に
、
そ
の
た
ど
り
方
の
、
い
う
な
ら
ば
指
南
役
を
任
じ

う
る
と
、『
ハ
マ
発N

EW
S LET

T
ER

』
は
広
報
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
広
報
紙
を
と
お
し
て
、
横
浜
都
市
発
展
記
念
館
が
お

こ
な
っ
て
き
た
企
画
展
示
に
つ
い
て
み
る
と
し
よ
う
。

　

こ
の
記
念
館
で
の
開
館
以
来
の
企
画
展
示
は
、
①
関
東
大
震
災

八
〇
周
年
「
横
浜
リ
バ
イ
バ
ル
│
震
災
復
興
期
の
ま
ち
づ
く
り
」

（
二
〇
〇
三
年
三
月
一
五
日
〜
六
月
二
九
日
）、
②
み
な
と
み
ら
い
線

開
通
記
念
「
横
浜
地
下
鉄
物
語
│
そ
れ
は
路
面
電
車
か
ら
は
じ
ま

っ
た
…
」（
二
〇
〇
四
年
一
月
二
四
日
〜
五
月
九
日
）、
③
開
国
一
五

〇
周
年
記
念
企
画
展
示
「
横
浜
・
長
崎　

教
会
建
築
史
紀
行
│
祈
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り
の
空
間
を
た
ず
ね
て
」（
同
年
五
月
二
二
日
〜
八
月
二
九
日
）、
④

企
画
展
示
「
シ
ネ
マ
・
シ
テ
ィ
│
横
浜
と
映
画
」（
二
〇
〇
五
年
一

月
一
五
日
〜
四
月
一
七
日
）、
⑤
企
画
展
示
「
地
中
に
眠
る
都
市
の

記
憶
│
地
下
遺
構
が
語
る
明
治
・
大
正
の
横
浜
」（
同
年
九
月
三
日

〜
一
二
月
一
一
日
）、
⑥
企
画
展
示
「
昭
和
は
じ
め
の
「
地
図
」
の

旅
」（
横
浜
発
東
・
北
日
本
行
き
：
二
〇
〇
六
年
四
月
二
九
日
〜
六
月

二
五
日
、
横
浜
発
・
西
・
南
日
本
行
き
：
同
年
六
月
三
〇
日
〜
八
月
二

七
日
）
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
企
画
展
示
は
、
広
報
紙
の
特
集
記
事
と
も
連
携
し
て

い
て
、
企
画
展
が
終
了
し
た
あ
と
で
も
、
広
報
紙
を
み
る
こ
と
で

そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
横
浜
の
都
市
鉄
道
│
震
災

復
興
か
ら
地
下
鉄
開
通
ま
で
」（
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）、

「
そ
れ
は
路
面
電
車
か
ら
は
じ
ま
っ
た
…
│
横
浜
の
都
市
鉄
道
一

〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
／
み
な
と
み
ら
い
線
元
町
・
中
華
街
駅
│
駅
に

刻
ま
れ
た
ま
ち
の
歴
史
」（
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）、「
天
主

堂
の
誕
生
│
教
会
建
築
に
み
る
開
国
と
開
教
」（
第
三
号
、
二
〇
〇

四
年
八
月
）、「
シ
ネ
マ
の
ま
ち
・
横
浜
」（
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年

二
月
）、「
地
中
に
眠
る
都
市
の
記
憶
│
地
下
遺
構
か
ら
の
メ
ッ
セ

ー
ジ

Д

」（
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）、「
観
光
の
ヨ
コ
ハ
マ
」（
第

六
号
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）

│
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
横
浜
が
都

市
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
電
車
や
駅
、
開
港
場
と
し

て
の
横
浜
に
ふ
さ
わ
し
い
天
主
堂
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
の
展

開
を
た
ど
る
こ
と
が
都
市
発
展
史
を
あ
ら
わ
す
こ
と
と
示
さ
れ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
建
造
物
や
設
備
や
施
設
の
あ
る
都
市
が
シ
ネ

マ
や
観
光
の
舞
台
と
な
り
、
そ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
都

市
と
し
て
の
発
展
の
証
し
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
横
浜
の
名
声

が
ど
の
よ
う
に
高
ま
っ
て
き
た
の
か
を
検
証
す
る
場
と
し
て
シ
ネ

マ
や
観
光
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
都
市
な
ら
で
は
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
て
よ
い
「
ぴ
あ
」

を
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、『
ぴ
あ
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
横
浜
〈
遊
楽
食
買
〉

ス
ー
パ
ー
カ
タ
ロ
グ
』（
ぴ
あ
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、
誕
生
し
た

ば
か
り
の
地
下
鉄
み
な
と
み
ら
い
線
の
開
通
を
言
祝
ぎ
な
が
ら
、

横
浜
市
長
中
田
宏
が
「
よ
う
こ
そ
、
横
浜
へ
！
」
と
の
短
文
を
寄

せ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
横
浜
は
、
開
港
以
来
、
新
し
い
も
の

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
き
た
ハ
イ
カ
ラ
な
薫
り
が
漂
う
街
、
海

に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
開
放
感
あ
ふ
れ
る
街
で
、
い
ろ
い
ろ

な
楽
し
み
方
が
出
来
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
街
で
す
」
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
〇
四
年
二
月
一
日
に
、
横
浜
駅
と
元
町
・
中
華
街
駅

の
あ
い
だ
に
地
下
鉄
み
な
と
み
ら
い
線
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ

り
、「
都
心
方
面
か
ら
も
多
く
の
方
が
横
浜
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ

う
に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
市
長
は
展
望
す
る
。
こ
の
地
下
鉄
が

開
通
す
る
ま
で
は
、
都
心
方
面
か
ら
横
浜
へ
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
の
可
否
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
年
は

し
か
も
、「
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の
一
九
〇
四
（
明
治
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三
七
）
年
、
横
浜
に
は
じ
め
て
路
面
電
車
が
登
場
し
ま
し
た
」
と

き
で
も
あ
り
、さ
き
に
み
た
よ
う
に
ま
た
、「
今
か
ら
一
五
〇
年
前
、

一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
に
日
米
和
親
条
約
が
横
浜
で
締
結
さ
れ
」

た
こ
と
が
想
起
で
き
る
。
こ
う
し
て
、「
今
年
﹇
二
〇
〇
四
年
﹈
は

横
浜
に
と
っ
て
、
大
き
な
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
」
と
確
認
さ

れ
た
（『
ハ
マ
発N

EW
S LET

T
ER

』
第
二
号
）
の
で
あ
る
か
ら
、

な
お
の
こ
と
、
都
市
横
浜
の
時
間
に
み
い
だ
さ
れ
た
節ふ
し

が
、
横
浜

が
開
港
都
市
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
は
都
市
の
魅
力
と
な
る
こ
と
、

人
び
と
が
そ
こ
に
つ
ど
い
楽
し
む
こ
と
、
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ

る
。

　

都
市
を
遊
楽
の
場
と
し
て
だ
け
み
て
、
そ
の
都
市
を
め
ぐ
る
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
地
図
が
あ
る
と
き
、
横
浜
と
い
う
領
域
は
そ
こ
で

ど
の
よ
う
に
区
切
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
、『
ぴ
あ
Ｍ
Ａ

Ｐ　

横
浜
｜
鎌
倉
・
湘
南
二
〇
〇
二
│
二
〇
〇
三
』（
ぴ
あ
）
を

み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
横
浜
広
域
北
部
」
と
い
う
地
図
が
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
紙
面
に
区
切
ら
れ
た
横
浜
は
、
と
い
う
と
、

地
図
の
左
上
は
、
高
島
台
、
沢さ
わ
た
り渡
、
北き
た

幸さ
い
わ
い、
岡
野
ま
で
の
地
名

が
記
さ
れ
、
左
下
は
、
西に
し

戸と

部べ

町
、
境
さ
か
い

之の

谷た
に

、
霞
ケ
丘
、
三
春
台
、

庚か
の
え

台
ま
で
が
み
え
、
そ
の
右
か
ら
中
央
下
で
は
、
中
村
町
、
山

手
町
、
諏
訪
町
が
地
図
の
下
端
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

と
に
み
る
よ
う
に
か
つ
て
〈
ス
ラ
ム
〉
と
み
な
さ
れ
た
相
沢
や
根

岸
、
あ
る
い
は
浅
間
町
や
南
太
田
町
と
い
っ
た
地
域
が
、『
ぴ
あ

Ｍ
Ａ
Ｐ
』
の
よ
う
な
都
市
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
で
は
、
横
浜
の
境
界

領
域
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

横
浜
を
、
そ
の
都
市
と
し
て
の
発
展
や
、
娯
楽
や
観
光
の
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
こ
は
開
放
感
と
魅
力
に
満
ち
た
都

市
と
な
る
。
こ
の
と
き
都
市
横
浜
に
〈
ス
ラ
ム
〉
が
あ
っ
た
（
あ

る
い
は
、
あ
る
）
と
は
、
ほ
と
ん
ど
お
も
い
も
つ
か
な
い
こ
と
と

な
る
。
せ
い
ぜ
い
、〈
ス
ラ
ム
〉
は
社
会
事
業
（
あ
る
い
は
、
ヴ
ォ

ラ
ン
テ
ィ
ア
）
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二　

横
浜
を
め
ぐ
る
社
会
事
業
史
の
型

　

横
浜
を
ふ
く
む
神
奈
川
の
社
会
事
業
史
を
代
表
す
る
史
誌
と
し

て
、『
横
浜
社
会
事
業
風
土
記
』（
田
中
義
郎
、
神
奈
川
新
聞
厚
生
文

化
事
業
団
、
一
九
七
八
年
）
と
『
神
奈
川
県
社
会
事
業
形
成
史
』（
芹

沢
勇
、
神
奈
川
新
聞
厚
生
文
化
事
業
団
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
で
、〈
ス
ラ
ム
〉
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

の
か
を
み
よ
う
。

　
『
横
浜
社
会
事
業
風
土
記
』
を
あ
ら
わ
し
た
田
中
義
郎
は
、
一

八
九
三
年
に
生
ま
れ
、
神
奈
川
県
や
横
浜
市
の
職
業
紹
介
所
、
神

奈
川
県
の
社
会
課
や
厚
生
課
な
ど
に
勤
務
し
た
官
吏
で
あ
っ
た
。

彼
は
そ
の
著
述
の
動
機
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
た
。「
昭
和
四
十

三
﹇
一
九
六
八
﹈
年
八
月
に
引
退
し
て
か
ら
、
つ
れ
づ
れ
の
あ
ま
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り
私
は
、
か
つ
て
市
民
の
生
活
に
密
着
し
て
活
動
し
、
多
く
の
業

績
を
残
し
た
横
浜
社
会
事
業
の
終
戦
ま
で
の
資
料
収
集
に
手
を
つ

け
て
見
る
気
に
な
っ
た
」（「
あ
と
が
き
」）
と
こ
ろ
、「
明
治
五
﹇
一

八
七
二
﹈
年
か
ら
昭
和
二
十
年
八
月
ま
で
に
横
浜
で
開
設
さ
れ
た

二
二
八
の
社
会
事
業
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
生
い
立

ち
と
事
業
内
容
の
概
要
を
取
り
ま
と
め
」（「
は
じ
め
に
」）
て
、

そ
れ
を
本
書
と
し
て
上
梓
し
た
と
い
う
。
田
中
が
横
浜
社
会
事
業

の
歴
史
を
記
そ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
で
概
観

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
発
達
過
程
」
を
た
ど
る
こ
と
と
な

り
、
ま
た
「
あ
と
が
き
」
に
謝
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
平

野
先
生
の
「
白
い
峰
」
か
ら
は
多
く
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
」

こ
と
で
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
平
野
の
『
白
い
峰
』

に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

田
中
義
郎
は
そ
の
著
書
で
、横
浜
社
会
事
業
史
の
発
展
過
程
を
、

一
九
世
紀
後
期
の
一
八
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
の
一
九
四

〇
年
代
ま
で
、
一
〇
年
ご
と
に
時
間
を
区
切
っ
て
記
し
て
い
る
。

そ
し
て
各
年
代
に
設
け
ら
れ
た
「
補
遺
」
を
み
る
と
、
一
八
七
〇

年
代
の
そ
れ
に
は
「
底
辺
庶
民
の
窮
乏
」、
一
八
八
〇
年
代
の
ば

あ
い
に
は
「
横
浜
初
期
の
児
童
教
育
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
そ
れ

ぞ
れ
に
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
に
お
け
る
横

浜
の
社
会
事
業
を
一
〇
年
ご
と
に
概
観
す
る
本
書
で
は
、
各
補
遺

の
タ
イ
ト
ル
を
と
お
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
の
と
こ
ろ
で
は
「
横

浜
の
社
会
事
情
」、
一
九
二
〇
年
代
に
は
「
関
東
大
震
災
と
横
浜

社
会
事
業
」、
一
九
三
〇
年
代
に
つ
い
て
は
「
横
浜
の
失
業
救
済

事
業
」
と
論
点
が
示
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

　

一
八
八
〇
年
代
の「
横
浜
初
期
の
児
童
教
育
」で
は
、〈
ス
ラ
ム
〉

に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
。
一
八
七
三
年
に
神
奈
川
県
の
行
政

区
画
が
あ
ら
た
め
ら
れ
て
、「
横
浜
の
行
政
領
域
は
、本
牧
、根
岸
、

北
方
、
中
村
、
太
田
、
吉
田
新
田
、
野
毛
、
戸
部
方
面
に
ま
で
拡

大
さ
れ
る
こ
と
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
「
横
浜
の
新
域
は
、
小

作
農
、小
商
人
、労
働
者
な
ど
低
所
得
階
層
の
居
住
地
区
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
住
民
た
ち
が
す
べ
て
子
弟
の
学
校
教
育
に
無
関
心
で
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
生
計
上
か
ら
子
弟
を
通
学
さ
せ

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
中
村
、
相
沢
、
堀
の
内
、
太
田
な
ど
に
形
成
さ
れ
た
ス

ラ
ム
に
住
む
半
失
業
の
生
活
困
窮
者
は
、
食
う
こ
と
に
追
わ
れ
て

子
弟
の
教
育
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
」
と
、
田
中
は
収
集
し
た
資

料
に
も
と
づ
い
て
考
察
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
つ
て
の
横
浜
の
様
相

を
記
し
て
い
る
。
開
港
後
「
初
期
」
の
横
浜
に
す
で
に
〈
ス
ラ
ム
〉

が
あ
っ
た
、
そ
こ
は
教
育
を
充
分
に
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
生

活
困
窮
者
が
住
む
地
域
だ
っ
た
、
そ
れ
は
中
村
、
相
沢
、
太
田
な

ど
に
あ
っ
た
、
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
〇
〇
年
代
の
「
新
生
社
会
事
業
施
設
の
横
顔
」
に
と
り
あ

げ
ら
れ
た
相
沢
託
児
園
（
一
九
〇
五
年
に
二
宮
わ
か
が
開
設
）
の
項
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に
は
、
そ
の
園
が
お
か
れ
た
相
沢
の
「
土
地
柄
」
を
あ
ら
わ
す
素

材
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
田
中
亀
之
助
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
典
拠
は
二
宮
わ
か
の
事
業
を
継
い
だ
平

野
恒
子
が
著
し
た
『
白
い
峰
』（
白
峰
会
、
一
九
五
九
年
）
で
あ
り
、

引
用
は
そ
こ
か
ら
の
重
引
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ

う
。
そ
の
引
用
部
が
示
す
内
容
に
つ
い
て
田
中
義
郎
は
、「
こ
の

一
文
は
、
当
時
の
相
沢
地
区
の
特
色
を
よ
く
描
い
て
い
る
」
と
、

そ
の
描
写
の
精
度
を
高
く
評
価
し
た
。
そ
う
し
た
実
態
が
あ
る
場

所
に
、「
二
宮
が
新
施
設
を
あ
え
て
相
沢
託
児
園
と
称
し
た
こ
と

は
、
そ
の
地
区
の
薄
幸
の
児
童
を
目
標
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
二
宮
の
社
会
事
業
が
き
れ
い
ご
と
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
」
と
、
田
中
は
、〈
ス
ラ
ム
〉
の
悲
惨
さ
と
の
対
比
で
、

二
宮
わ
か
の
事
業
と
彼
女
の
精
神
の
高
邁
さ
を
讃
え
た
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、『
横
浜
社
会
事
業
風
土
記
』
の
、
一
九
二
〇
年
代
の
「
新

生
社
会
事
業
施
設
の
横
顔
」
に
み
え
る
私
立
中
村
愛
児
園
（
一
九

二
四
年
に
二
宮
わ
か
が
改
称
）
を
め
ぐ
っ
て
も
、
田
中
義
郎
は
『
白

い
峰
』
か
ら
の
引
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
白
い
峰
』

の
「
よ
み
が
え
る
思
い
出
」
と
い
う
章
に
あ
る
「
南
京
虫
の
巣
」

の
一
部
で
あ
る
。
引
用
し
た
田
中
は
そ
こ
に
あ
る
記
述
を
ふ
ま
え

て
、「
こ
の
こ
と
は
、
当
時
民
間
社
会
事
業
施
設
が
ど
ん
な
状
態

に
お
か
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
改
善
す
る
の
に
経
営
者
が

ど
ん
な
に
苦
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
」
と
記
し
た
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
慈
善
家
の

労
苦
を
示
す
証
し
と
し
て
、
社
会
事
業
施
設
の
悲
惨
さ
が
指
摘
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

平
野
恒
子
が「
南
京
虫
の
巣
」と
し
て
記
し
た
原
文
の
一
部
を
、

こ
こ
に
引
用
し
よ
う
│
│
「
こ
の
桐
の
机
の
前
に
坐
る
と
、
必
ず

か
ゆ
く
な
り
、
家
に
帰
る
と
顔
が
は
れ
た
り
、
手
が
は
れ
た
り
し

て
、
一
晩
中
硼
酸（
ホ
ウ
サ
ン
）で
冷
や
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

小
さ
い
南
京
虫
が
こ
の
机
の
中
に
巣
く
っ
て
い
て
、
昼
間
で
も
は

い
だ
し
て
き
て
、ま
だ
免
疫
に
な
っ
て
い
な
い
私
を
さ
す
の
で
す
。

ま
た
、
大
谷
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
お
茶
を
出
し
て
く
だ
さ
る
と
、
そ

の
お
茶
わ
ん
の
中
に
、
ノ
ミ
が
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
飛
び
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。「
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
す
か
」
と
聞

き
ま
す
と
「
先
生
、
す
ぐ
飲
ん
で
し
ま
う
の
で
す
よ
」
と
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
住
み
込
ん
で
い
る
職
員
も
こ
ど
も
も
大

変
だ
、
一
日
も
早
く
前
園
長
の
希
望
ど
お
り
、
愛
児
園
の
新
築
を

始
め
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
心
を
き
め
ま
し
た
」
│
│
田
中
は
引
用

に
あ
た
っ
て
こ
の
冒
頭
に
、「
く
ち
は
て
た
バ
ラ
ッ
ク
の
中
村
愛

児
園
で
」
と
い
う
、
原
文
に
な
い
記
述
を
読
者
に
こ
と
わ
り
な
く

書
き
く
わ
え
て
い
る
。南
京
虫
の
巣
は
、「
く
ち
は
て
た
バ
ラ
ッ
ク
」

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
か
の
よ
う
だ
。

　

こ
の
平
野
の『
白
い
峰
』は
、『
巷
説
か
な
が
わ
の
社
会
事
業
史
』
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（
巷
説
か
な
が
わ
の
社
会
事
業
史
刊
行
委
員
会
編
集
・
発
行
、
一
九
八

六
年
）
に
お
い
て
も
、
参
照
さ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

社
会
事
業
の
展
開
を
記
す
な
か
で
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
に
つ
い
て

言
及
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
、
横
山
源
之
助
の
著
作
と
な
ら
べ
て

『
白
い
峰
』を
あ
げ
、
ま
た
、
中
村
愛
児
園
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、

平
野
の
著
作
か
ら
さ
き
に
も
み
た
「
南
京
虫
の
巣
」
を
引
用
し
、

そ
の
内
容
を「
ス
ラ
ム
の
中
の
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
の
姿
で
あ
る
」

と
断
定
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
横
浜
、
そ
し
て
神
奈
川
の
社
会
事
業
史
を
記
す

も
の
た
ち
は
、
平
野
の
著
作
で
あ
る
『
白
い
峰
』
を
、
い
わ
ば
そ

の
領
域
で
の
正
典
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
平
野
恒

子
の
慈
善
事
業
が
賞
賛
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
記
し
た
と
こ

ろ
が
、
過
去
の
確
か
な
現
実
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三　

閑
却
さ
れ
た
正
典
の
出
典

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
、『
白
い
峰
』
か
ら
相
沢
の
記
述
を
引
用

す
る
と
き
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
孫
引
き
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か

ら
、〈
ス
ラ
ム
〉に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、『
白
い
峰
』

の
出
典
を
た
ど
っ
て
、
そ
の
原
典
に
あ
た
る
こ
と
が
歴
史
記
述
者

の
務
め
と
な
る
。
そ
の
ま
え
に
ま
ず
、
横
浜
社
会
事
業
史
の
正
典

と
し
て
の
『
白
い
峰
』
に
は
、
な
に
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み

る
と
し
よ
う
。

　

平
野
恒
子
の
『
白
い
峰
』
で
は
、「
よ
み
が
え
る
思
い
出
」
と

い
う
章
の
な
か
の
、「
残
さ
れ
た
記
録
」
と
い
う
節
に
、「
相
沢
託

児
園
と
い
う
と
こ
ろ
」
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。「
相
沢
託
児
園
の

環
境
に
つ
い
て
は
、
昭
和
七
﹇
一
九
三
二
﹈
年
一
月
二
十
日
、
基

督
教
時
代
社
発
行
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
第
八
号
に
、
田
中
亀
之
助
先

生
の
お
書
き
に
な
っ
た
「
横
浜
慈
善
会
病
院
の
創
立
者
、
愛
の
使

徒
稲
垣
女
史
」
に
つ
い
て
も
、
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と

の
紹
介
の
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
横
浜
の
山
手
、
地
蔵
坂
を
登
る
と
、
一
条
の
道
が
世
界
的
に

名
高
い
根
岸
の
競
馬
場
へ
と
通
じ
て
い
る
。
此
の
道
は
競
馬
場
に

行
幸
遊
ば
さ
れ
た
明
治
大
帝
が
幾
度
か
御
通
過
遊
さ
れ
た
処
で
あ

る
。
競
馬
場
の
近
く
、
相
沢
と
云
は
れ
て
い
る
一
劃
は
社
会
の
落

伍
者
た
ち
が
自
然
に
寄
り
集
っ
て
形
成
さ
れ
た
ス
ラ
ム
部
落
な
の

で
あ
る
。
朝
早
く
こ
の
町
を
通
る
者
は
汽
船
の
汽
缶
﹇
ボ
イ
ラ
ー
﹈

掃
除
に
出
か
け
る
俗
に
「
か
ん
か
ん
虫
」
と
呼
ば
れ
る
少
年
た
ち

に
出
会
ふ
で
あ
ら
う
。
汽
船
に
出
か
け
る
ペ
ン
キ
屋
、
波
止
場
人

足
、
立
ち
ん
棒
﹇
マ
マ
﹈、

磨
き
屋
、
紙
屑
拾
ひ
、
靴
、
雪
駄
直
し
、
さ
う

云
っ
た
種
類
の
人
々
が
主
に
住
ん
で
居
る
。
夏
の
夜
の
景
気
の
好

い
、
賑
か
な
の
に
引
き
換
え
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
雨
で
も
二
、

三
日
間
続
い
た
時
に
は
、
そ
の
生
活
は
か
な
り
惨
め
な
も
の
で
あ

る
。
起
き
る
と
腹
が
空
﹇
マ
マ
﹈る
か
ら
寝
て
い
や
う
と
云
っ
た
調
子
、
四



25　横浜の〈スラム〉をなぞる／に問われる

部落解放研究 №171 2006.8

畳
半
一
室
に
親
子
六
、
七
人
が
雑
居
寝
の
生
活
で
あ
る
。
薄
暮
、

人
の
顔
が
み
え
な
く
な
る
頃
、
借
着
で
あ
ら
う
盛
装
し
た
娘
が
何

処
か
へ
出
か
け
て
行
く
。
国
際
都
市
に
珍
ら
し
く
な
い
恥
づ
べ
き

稼
ぎ
に
一
家
が
や
っ
と
支
へ
ら
れ
、
陋
巷
に
は
混
血
児
が
殖
え
て

ゆ
く
、
そ
れ
は
上
の
部
、
姉
も
妹
も
借
金
の
為
め
に
苦
界
に
身
を

沈
め
る
者
も
す
く
な
く
な
い
。
何
ん
と
い
う
人
生
悲
惨
の
き
わ
み

で
は
な
い
か
」
│
│
こ
れ
を
受
け
て
平
野
も
、「
こ
の
よ
う
な
姿

は
私
が
園
長
に
就
任
し
た
こ
ろ
に
も
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
」
と
記

し
て
、
田
中
亀
之
助
と
自
身
が
記
し
た
内
容
の
信
憑
性
を
高
め
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
は
、
相
互
に
説
得
力
を
あ
た
え
あ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
田
中
亀
之
助
に
よ
る
「
愛
の
使
徒
」
を
め

ぐ
る
記
述
は
、
ど
の
よ
う
に
〈
ス
ラ
ム
〉
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
田
中
亀
之
助
の
『
回
心
物
語
』（
教
文
館
出
版
部
、
一
九

三
三
年
）
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
み

る
こ
と
が
で
き
る
（
YD5-

Ｈ-

特
216-

45
）。
ま
た
、
横
浜
に
縁
の
あ

る
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
横
浜
上
原
教
会
百
年
史
編

集
委
員
会
に
よ
る
『
横
浜
上
原
教
会
史
料
Ⅰ
』（
一
九
七
〇
年
）

に
収
録
さ
れ
た
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
横
浜
上
原
教
会
百
年
史
編

集
ニ
ユ
ー
ス
』
№
12
（
一
九
七
〇
年
二
月
二
二
日
）
を
み
る
こ
と

と
な
る
。

　

後
者
の
記
述
は
、「「
回
心
物
語
」
か
ら
／
横
浜
慈
善
会
病
院
の

創
立
者
／
相
沢
貧
民
窟
の
愛
の
天
使
」
と
始
ま
る
と
す
ぐ
に
、
さ

き
に
み
た
「
横
浜
の
山
手
、
地
蔵
坂
を
登
る
と
」
へ
と
続
く
。
記

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、た
と
え
ば
、根
岸
競
馬
場
を
め
ぐ
っ
て
、

『
白
い
峰
』
に
あ
る
「
明
治
大
帝
が
幾
度
か
御
通
過
遊
さ
れ
た
処
」

が
、『
回
心
物
語
』
で
は
「
天
皇
陛
下
が
幾
度
か
御
通
過
遊
ば
さ

れ
た
処
」と
な
っ
て
い
た
り
、
い
く
つ
か
の
語
や
章
句
が『
白
い
峰
』

に
な
か
っ
た
り
と
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
い
く
ら
か
の
異
同
が
あ

る
が
、
そ
の
ち
が
い
が
お
お
き
な
意
味
を
も
つ
ほ
ど
で
は
な
い
。

　

み
る
べ
き
は
、『
白
い
峰
』
が
引
用
を
終
え
た
と
こ
ろ
以
後
の

記
述
で
あ
る
。『
回
心
物
語
』で
は
つ
ぎ
の
と
お
り
に
、〈
ス
ラ
ム
〉

の
描
写
が
続
い
て
い
た
│
│「
表
通
り
に
は
貴
顕
紳
士
の
馬
車
が
、

自
動
車
が
、
競
馬
場
に
と
急
い
で
行
く
。
そ
の
裏
通
り
に
は
、
病

苦
に
、
貧
の
ど
ん
底
に
喘
い
で
ゐ
る
人
々
の
多
い
の
に
驚
か
さ
れ

る
。
貧
民
街
に
於
て
最
も
悲
惨
な
の
は
、
大
家
族
の
狭
い
室
の
な

か
に
病
人
の
横よ
こ
たは
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
家
粥
を
す
ゝ
つ
て

生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
て
も
、
医
薬
ま
で
に
は
彼
等
の
手
は
た

う
て
い
届
か
な
い
の
で
あ
る
」
│
│
と
、
競
馬
場
に
お
も
む
く
表

通
り
の
貴
顕
紳
士
と
、
そ
の
裏
通
り
で
喘
ぐ
ど
ん
底
の
貧
者
と
の

対
照
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
貧
民
街
へ
の
憐
憫
の
こ
こ
ろ
を
だ
れ
の
眼
に
も

み
え
る
よ
う
に
と
、
日
夜
そ
の
熱
情
を
悲
惨
な
ど
ん
底
へ
と
そ
そ

ぐ
稲
垣
寿
恵
子
の
表
彰
に
『
回
心
物
語
』
の
記
述
は
努
め
る
の
で
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あ
る
│
│
「
時
は
明
治
二
十
二
﹇
一
八
八
九
﹈
年
、
翌
年
の
物
価

暴
騰
と
悪
疫
流
行
の
際
に
は
、
貧
民
救
助
の
為
め
に
、
当
時
横
浜

に
於
け
る
ス
ラ
ム
部
落
の
中
心
地
相
沢
、
扇
町
、
戸
部
の
三
ケ
所

に
施
米
所
を
設
け
、
施
米
、
施
飯
、
金
品
の
給
与
な
ど
を
為
し
た

が
、
そ
の
恩
恵
に
浴
し
た
る
者
約
三
千
人
の
多
き
に
達
し
た
と
云

ふ
。
明
治
二
十
五
年
に
は
相
沢
の
貧
民
街
の
山
の
上
に
、
八
百
坪

の
土
地
を
購
入
し
て
九
十
三
坪
の
二
階
造
り
の
堂
々
た
る
赤
く
塗

ら
れ
た
『
根
岸
の
赤
病
院
』
が
建
築
せ
ら
れ
た
。
横
浜
の
貧
民

を
﹇
マ
マ
﹈

取
り
て
此
の
病
院
が
ど
れ
程
有
難
い
も
の
で
あ
つ
た
か
わ
か

ら
な
い
。
大
正
二
﹇
一
九
一
三
﹈
年
済
生
会
に
寄
附
せ
ら
れ
、
今

の
根
岸
済
生
会
病
院
が
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
是
れ
は
恐
ら
く
日
本

に
於
て
基
督
教
婦
人
た
ち
が
協
力
し
て
建
て
た
る
最
初
の
無
料
療

養
院
で
は
あ
る
ま
い
か
。
兎
に
角
、
社
会
事
業
に
対
し
て
理
解
の

な
い
四
十
年
以
前
に
於
て
外
国
人
の
同
情
的
援
助
が
多
少
あ
つ
た

と
は
云
へ
、
創
立
者
で
あ
り
ま
た
会
長
で
あ
つ
た
稲
垣
女
史
の
苦

心
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

／
聖
経
女
学
校
の
教
師
で
あ
り
、
ま
た
あ
の
多
忙
な
伝
道
の
働
き

の
傍
ら
、
時
を
作
つ
て
貧
民
街
に
病
者
を
慰
問
し
、
施
療
券
を
与

へ
、
重
病
者
を
入
院
せ
し
む
る
な
ど
、
殊
に
身
も
心
も
寒
い
歳
末

に
で
も
な
れ
ば
、
自
ら
貧
家
を
訪
れ
て
米
を
、
衣
類
を
、
餅
を
配

布
な
ど
せ
ら
れ
た
。
貧
民
街
の
人
々
は
稲
垣
女
史
を
『
赤
病
院
の

先
生
』
と
呼
び
、
そ
の
後
姿
を
拝
む
ほ
ど
で
、
女
史
こ
そ
は
此
の

貧
民
街
に
於
け
る
愛
の
天
使
で
あ
つ
た
」

│
と
の
絶
賛
が
『
回

心
物
語
』
の
な
か
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

根
岸
済
生
会
病
院
の
も
と
と
な
っ
た
根
岸
慈
善
病
院
を
つ
く
っ

た
稲
垣
寿
恵
子
を
讃
え
る
な
か
で
、
田
中
亀
之
助
は
横
浜
の
〈
ス

ラ
ム
〉
を
と
り
あ
げ
て
い
た
。「
此
の
貧
民
街
に
於
」
い
て
こ
そ
、

彼
女
の
「
愛
の
天
使
」
と
し
て
の
聖
性
も
高
ま
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

こ
こ
で
、『
横
浜
上
原
教
会
史
料
Ⅰ
』に
よ
っ
て
、『
回
心
物
語
』

と
そ
の
著
者
で
あ
る
田
中
亀
之
助
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。『
回

心
物
語
』
は
Ｂ
６
判
の
ペ
ー
パ
ー
・
バ
ッ
ク
ス
で
、
活
版
、
本
文

一
三
七
頁
の
小
冊
子
で
四
〇
銭
、
一
九
三
三
年
一
二
月
に
教
文
館

か
ら
発
行
さ
れ
た
。
田
中
亀
之
助
は
、『
平
田
平
三
伝
』
な
ど
の

著
書
が
あ
る
、
横
浜
教
会
の
牧
師
で
あ
る
。

　

表
紙
に
、「CH

RIST
IA
N
 CO
N
V
ERSIO

N
S IN

 JA
PA
N

」

と
記
さ
れ
た
『
回
心
物
語
』
の
序
文
に
は
、「
国
民
生
活
の
う
ち

に
基
督
教
が
与
へ
た
る
感
化
は
、
見
え
る
部
分
よ
り
見
え
な
い
部

分
に
於
て
、
広
く
且
つ
深
い
。
禁
酒
、
廃
娼
な
ど
の
矯
風
事
業
よ

り
孤
児
院
、
慈
善
病
院
、
隣
保
、
托
児
院
な
ど
の
社
会
事
業
は
、

概
し
て
基
督
を
信
じ
て
、
そ
の
救
を
体
験
し
た
る
人
々
に
依
り
て

創
設
せ
ら
れ
、
維
持
せ
ら
れ
、
発
達
せ
ら
れ
て
来
た
と
云
ふ
て
も

敢
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。﹇
中
略
﹈
私
は
本
書
に
於
て
さ
う
云

つ
た
人
物
十
九
名
の
回
心
動
機
と
、
彼
等
が
基
督
を
信
じ
て
後
の

祝
福
せ
ら
れ
た
る
生
涯
と
、ま
た
世
に
貢
献
せ
ら
れ
た
る
生
涯
と
、
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ま
た
世
に
貢
献
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
事
業
と
を
書
い
た
。
此
れ
既
に

『
基
督
教
時
代
』
誌
上
に
於
て
、
私
が
試
み
た
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
に
て
詳
細
に
わ
た
る
こ
と
が
出
来
な
か

つ
た
の
を
、
全
部
新
し
き
も
の
に
書
き
改
め
、
新
装
し
て
世
に
送

り
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
い
う
一
九
名
の
な
か
で
横
浜
に
か
か
わ
る
人
物
は
、
稲

垣
と
吉
田
と
み
子
（
満
州
伝
道
、
聖
経
女
学
校
教
師
）
と
有
馬
四

郎
助
（
刑
務
所
長
）
と
の
こ
と
。
稲
垣
寿
恵
子
（
一
八
六
〇
年
生

│
一
九
三
一
年
没
）と
二
宮
わ
か（
一
八
六
一
年
生
│
一
九
三
〇
年
没
）

は
、と
も
に
同
時
代
を
社
会
事
業
家
と
し
て
生
き
た
ひ
と
で
あ
る
。

田
中
亀
之
助
は
、「
矯
風
事
業
」「
社
会
事
業
」
の
動
力
に
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
を
み
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
業
に
功
績
を
の
こ
し
た

人
び
と
の
列
伝
を
書
く
と
き
に
、
彼
は
二
宮
で
は
な
く
稲
垣
を
選

ん
だ
。
有
馬
四
郎
助
な
ど
の
「
社
会
事
業
家
と
関
係
の
多
か
っ
た

牧
師
山
鹿
旗
之
進
は
、
稲
垣
と
二
宮
に
つ
い
﹇
て
﹈
次
の
よ
う
に

評
し
て
い
る
。
稲
垣
は
漢
学
の
造
詣
、
二
宮
は
洋
学
の
修
練
、
稲

垣
は
教
会
内
の
活
動
、
二
宮
は
教
会
外
の
活
動
、
両
者
と
も
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
特
徴
を
発
揮
し
た
と
」
い
う

Е

。
両
者
に
は
か
く
も

対
照
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
や
、
明
確
に
対
照
と
な
る
位

置
に
お
か
れ
て
、
ふ
た
り
は
社
会
事
業
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　

稲
垣
か
二
宮
か
、
あ
る
い
は
平
野
か
│
│
だ
れ
を
賛
美
す
る
の

か
の
文
脈
が
ち
が
っ
て
も
、
と
も
か
く
社
会
事
業
家
の
仁
慈
を
顕

彰
す
る
と
き
に
は
、
田
中
亀
之
助
の
観
取
し
た
〈
ス
ラ
ム
〉
と
し

て
の
相
沢
を
め
ぐ
る
記
述
が
必
要
と
な
っ
た
。
参
照
さ
れ
引
用
さ

れ
て
、
く
り
か
え
し
横
浜
社
会
事
業
史
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
そ
の

〈
ス
ラ
ム
〉
の
記
述
は
、
い
わ
ば
表
彰
台
に
だ
れ
が
立
と
う
と
も

そ
の
功
績
を
讃
え
る
万
能
の
鍵
と
な
っ
た
の
だ
。
か
な
り
惨
め
な

生
活
を
送
る
「
社
会
の
落
伍
者
」
は
、
誉
め
讃
え
る
べ
き
慈
善
を

お
こ
な
う
も
の
た
ち
の
侍
女
や
下
男
と
な
っ
た
。
表
彰
さ
れ
る
も

の
た
ち
へ
の
賛
辞
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
ゆ
く
と
し
て
も
、「
社

会
の
落
伍
者
」
を
め
ぐ
る
記
述
は
型
ど
お
り
に
反
復
さ
れ
る
ば
か

り
と
な
る
。「
落
伍
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
社
会
の
な
か
で

下
位
あ
る
い
は
後
景
に
は
、
べ
つ
な
集
団
や
列
が
あ
る
と
観
取
さ

れ
た
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
の

あ
ら
わ
れ
な
の
か
、
そ
こ
で
の
人
び
と
の
生
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
、
な

に
よ
り
、
異
化
さ
れ
た
集
団
や
列
を
生
じ
さ
せ
る
政
治
が
な
に
な

の
か
、
社
会
の
な
か
に
「
落
伍
者
」
を
み
つ
け
る
歴
史
の
読
み
書

き
の
正
統
性
が
な
に
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
歴
史

を
記
述
す
る
も
の
が
み
ず
か
ら
に
問
う
こ
と
は
む
つ
か
し
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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四　

隠
れ
た
正
典
の
異
版

　

さ
て
、
田
中
亀
之
助
の
『
回
心
物
語
』（
一
九
三
三
年
）
か
ら

平
野
恒
子
の
『
白
い
峰
』（
一
九
五
九
年
）
を
経
て
、
田
中
義
郎

の
『
横
浜
社
会
事
業
風
土
記
』（
一
九
七
八
年
）
に
ま
で
受
け
継

が
れ
た
相
沢
を
め
ぐ
る
記
述
に
み
ら
れ
た
、
汽
船
の
汽
缶
掃
除
に

で
か
け
る
少
年
た
ち
を
お
っ
て
み
よ
う
。
彼
ら
の
俗
称
「
か
ん
か

ん
虫
」
と
い
え
ば
、「
ぼ
く
の
生
れ
た
当
時
の
両
親
は
、
横
浜
の

根
岸
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
横
浜
市
で
は
な
く
、
神
奈

川
県
久
良
岐
郡
中
村
根
岸
と
い
う
田
舎
だ
っ
た
。
家
の
前
か
ら
競

馬
場
の
芝
生
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（『
忘
れ
残
り
の
記

Ё

』

一
九
五
五
年
執
筆
開
始
）
と
、
み
ず
か
ら
の
出
自
を
回
想
す
る
吉

川
英
治
の
文
章
に
ゆ
き
あ
た
る
。彼
の『
か
ん
か
ん
虫
は
唄
ふ

Ж

』（
初

出
は
一
九
三
〇
年
│
一
九
三
一
年
。
春
陽
堂
の
日
本
小
説
文
庫
一
四
二

と
し
て
一
九
三
二
年
に
刊
行
）
で
あ
る
。
か
ん
か
ん
虫
と
は
、「
鉄

は
た
た
く
が
、
目
も
鼻
も
耳
の
穴
も
、
ま
っ
黒
に
な
っ
て
、
船
の

サ
ビ
落
し
を
や
る
労
働
者
の
名
だ
。
或
い
は
、
港
の
船
を
目
あ
て

に
、
ペ
ン
キ
塗
り
で
も
何
で
も
や
る
自
由
労
働
者
の
こ
と
と
通
用

し
て
も
よ
い
」
と
示
さ
れ
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。「
か
ん
か
ん
虫

の
ト
ム
公
は
、
領
土
の
人
民
を
見
廻
る
よ
う
に
、
時
々
、
自
分
の

住
ん
で
い
る
イ
ロ
ハ
長
屋
の
飢う

え餓
を
さ
が
し
歩
い
た
。
／
彼
は
、

貧
民
街
の
同
胞
た
ち
か
ら
、
長
屋
の
プ
リ
ン
ス
の
如
く
人
気
が
あ

っ
た
」。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ト
ム
は
「
大
人
に
な
っ
た
ら
、
お

れ
は
か
ん
か
ん
虫
の
指
揮
者
に
な
り
た
い
、
病
人
や
老
人
は
あ
ぶ

れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
や
る
」
と
の
意
思
を
強
く
も
つ
気
概
の

あ
る
少
年
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
の
『
か
ん
か
ん
虫
は
唄
ふ
』
に
は
、
ト
ム
の
「
い
ち
ば
ん
の

お
花と
く
い客
先
は
、
横
浜
の
船ド
ツ
ク渠
会
社
」
だ
と
示
し
た
う
え
で
、「
ま

だ
菜
っ
葉
い
ろ
の
職
工
さ
え
そ
の
門
に
見
え
な
い
う
ち
に
、
全
市

の
か
ん
か
ん
虫
は
煙
の
よ
う
に
高
い
煉
瓦
塀
の
下
に
蝟
集
す
る
。

わ
ら
じ
、
ボ
ロ
靴
、
ゴ
ム
足
袋
、
木
靴
、
洋
装
、
和
装
、
裸
装
、

あ
ら
ゆ
る
労
働
的
色
彩
が
睡
眠
不
足
な
蠢
動
を
し
て
い
る
」
と
い

う
描
写
が
あ
る
。
ま
た
、「
あ
ん
な
、
か
ん
か
ん
虫
ど
も
の
集
ま

ッ
と
る
所
へ
行
っ
た
ら
、
ペ
ス
ト
菌
に
と
ッ
つ
か
れ
る
」
と
、
都

市
横
浜
を
く
り
か
え
し
悩
ま
し
た
伝
染
病
と
〈
ス
ラ
ム
〉
を
結
び

つ
け
る
よ
う
な
記
述
や
、「
か
ん
か
ん
虫
の
ト
ム
っ
て
い
う
ん
だ
」

と
名
乗
り
を
あ
げ
た
彼
に
対
し
て
、「
ト
ム
？
…
…
混あ
い
の
こ

血
児
か
い
」

と
の
応
答
に
み
ら
れ
る
、〈
ス
ラ
ム
〉
で
の
「
恥
づ
べ
き
稼
ぎ
」

の
結
果
と
し
て
増
殖
す
る
と
い
う
「
混
血
児
」
を
お
も
い
う
か
べ

さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
す
で
に
み
た
〈
ス
ラ
ム
〉
を
め

ぐ
る
記
述
と
同
様
で
は
あ
る
が
、し
か
し
、横
浜
都
市
史
で
あ
れ
、

横
浜
社
会
事
業
史
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
こ
う
し
た
吉
川
の
記
述
を

引
用
し
た
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
歴
史
の
読
み
書
き
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を
論
じ
た
り
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

З

。

　
「
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
」
の
現
代
悪
漢
小
説
と
ジ
ャ
ン
ル
分

け

И

さ
れ
て
し
ま
う
『
か
ん
か
ん
虫
は
唄
ふ
』
よ
り
も
む
し
ろ
、「
四

半
自
叙
伝
」
と
の
副
題
が
つ
け
ら
れ
た
『
忘
れ
残
り
の
記
』
の
方

が
、
歴
史
研
究
者
に
は
あ
つ
か
い
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
同

書
か
ら
、「
相
沢
の
貧
民
窟
か
ら
奥
の
丘
に
は
、
日
本
人
墓
地
や

ナ
ン
キ
ン
墓
な
ど
も
あ
っ
て
、
不
当
に
社
会
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て

い
る
人
々
が
低
地
に
部
落
を
な
し
て
い
た
」
の
あ
た
り
を
、
横
浜

の
〈
ス
ラ
ム
〉
の
よ
う
す
を
回
想
し
た
記
事
と
し
て
ひ
ろ
う
こ
と

は
た
や
す
い
だ
ろ
う
。
吉
川
は
同
書
で
、
か
つ
て
の
自
著
に
も
ふ

れ
て
い
る
。「
ぼ
く
の
旧
作
に
〝
か
ん
か
ん
虫
は
唄
う
〞
と
い
う

中
編
物
が
あ
る
。
あ
の
〝
い
ろ
は
長
屋
〞
と
か
、
カ
ン
カ
ン
虫
の

ト
ム
公
な
ど
は
、
つ
ま
り
ぼ
く
の
逍
遙
し
た
所
の
幼
児
の
記
憶
が

生
ま
し
め
た
幻
想
で
、
多
少
の
モ
デ
ル
は
有
っ
て
書
い
た
も
の
だ

が
、
ト
ム
公
は
、
ぼ
く
で
は
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
幻
想
だ
と
み

ず
か
ら
表
明
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、『
か
ん
か
ん
虫
は
唄
ふ
』
の

あ
つ
か
い
は
、
過
去
の
「
事
実
」
の
実
証
を
管
掌
す
る
歴
史
研
究

者
の
手
に
は
あ
ま
る
。
さ
き
の
引
用
箇
所
に
す
ぐ
続
い
て
、「
そ

の
極
貧
窟
の
い
ろ
は
長
屋
か
ら
、
す
ぐ
一
側
表
の
通
り
に
は
、
山

手
の
異
人
街
か
ら
根
岸
競
馬
場
や
ナ
ン
キ
ン
墓
方
面
へ
通
じ
る
一

す
じ
の
町
が
あ
る
。
そ
の
相
沢
と
呼
ぶ
町
通
り
に
も
、
ぼ
く
は
当

時
の
風
俗
詩
的
な
思
い
出
を
幾
つ
か
新
た
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
わ
け
て
鮮
や
か
に
思
い
出
せ
る
の
は
、
在
留
シ
ナ
人
の
葬
式

と
、
明
治
天
皇
行
幸
の
鹵
簿
で
あ
っ
た
」と
吉
川
は
記
し
て
い
る
。

　

横
浜
で
職
務
を
果
た
し
て
い
た
牧
師
に
よ
る
（
お
そ
ら
く
）
目

撃
記
録
、
横
浜
で
生
ま
れ
育
っ
た
作
家
に
よ
る
回
想
と
創
作
が
あ

る
。
歴
史
を
記
す
も
の
た
ち
に
よ
る
史
料
の
精
査
と
は
、
複
数
あ

る
テ
キ
ス
ト
を
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
歴
史
の
「
事

実
」
を
確
定
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
目
撃
記
録
と
回

想
や
創
作
を
な
ら
べ
た
と
き
に
、
と
く
に
創
作
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
歴
史
の
読
み
書
き
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト

と
し
て
は
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
め

ぐ
る
手
法
は
、
い
ま
だ
、
歴
史
学
に
で
は
な
く
、〈
文
学
〉
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

КУ

。

五　

横
浜
を
め
ぐ
る
社
会
事
業
史
の
自
覚

　
『
神
奈
川
県
社
会
事
業
形
成
史
』
の
著
者
で
あ
る
芹
沢
勇
は
、

一
九
一
一
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。大
学
卒
業
後
に
横
浜
市
の
課
長
、

区
長
、
民
生
局
長
、
収
入
役
を
勤
め
た
あ
と
、
鶴
見
大
学
短
期
大

学
部
の
教
員
と
な
っ
た
。
そ
の
著
書
で
あ
る
『
神
奈
川
県
社
会
事

業
形
成
史
』
で
は
、
第
一
章
「
§
２　

近
代
恤
救
」
の
「(

１)

明

治
窮
民
」
に
お
い
て
「
ｉ
）
浮
浪
と
底
辺
地
帯
」
と
し
て
〈
ス
ラ

ム
〉
を
と
り
あ
げ
て
い
る
│
│
「
横
浜
市
の
底
辺
層
の
増
加
も
勢
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を
増
し
、
や
が
て
明
治
中
期
に
は
市
内
処
々
に
集
団
化
し
、
そ
れ

が
貧
民
窟
地
域
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
横
浜
の
貧
民
層

は
現
在
中
心
街
と
な
っ
た
埋
立
地
吉
田
新
田
を
追
わ
れ
、
次
第
に

三
つ
に
分
か
れ
て
西
進
し
た
。
一
つ
は
山
手
居
留
地
に
続
く
旧
根

岸
競
馬
（
現
森
林
公
園
）
手
前
の
相
沢
（
現
中
区
山
元
町
）
台
地
と
、

そ
の
台
地
下
の
中
村
川
に
沿
っ
た
三
吉
、
中
村
町
（
現
南
区
）
へ

の
雁
行
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
現
在
の
野
毛
山
公
園
、
東
丘
か

ら
先
へ
の
西
進
で
、
や
が
て
太
田
村
富
士
見
、
庚
耕
地
（
現
南
区

南
太
田
、
庚
台
）
へ
集
落
化
し
た
」

│
芹
沢
は
、
一
九
世
紀
末

か
ら
二
〇
世
紀
初
に
か
け
て
横
浜
に
は
三
地
域
に
〈
ス
ラ
ム
〉
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
し
た

КФ

。

　

芹
沢
は
、「
相
沢
、
中
村
地
区
に
つ
い
て
田
中
亀
之
助
（
横
浜

上
原
教
会
資
〔
マ
マ
〕料
）
お
よ
び
吉
川
英
治
（
忘
れ
残
り
の
記
）
が
、
当

時
の
事
情
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
」
と
み
て
い
た
の
だ
か
ら
、

彼
は
、
前
述
の
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト
の
な
か

で
、
目
撃
記
録
と
回
想
を
な
ら
べ
て
等
価
に
あ
つ
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
（
た
だ
し
、
引
用
の
仕
方
に
い
く
ら
か
欠
点
が
あ
る
が
）。
横

浜
な
い
し
神
奈
川
の
社
会
事
業
形
成
史
の
そ
の
始
ま
り
に
〈
ス
ラ

ム
〉
形
成
を
み
て
い
た
芹
沢
は
、
ど
の
よ
う
に
歴
史
を
記
そ
う
と

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

同
書
の
「
課
題
」
に
お
い
て
芹
沢
は
、「
社
会
事
業
史
は
与
え

る
側
か
ら
の
記
録
で
あ
り
、
ま
た
反
対
に
受
け
る
側
は
い
わ
ゆ
る

〝
無
告
の
民
〞
で
訴
え
る
術
は
ほ
と
ん
で
﹇
マ
マ
﹈も
っ
て
い
な
か
っ
た
」

と
そ
の
自
覚
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
も
社
会
事
業
に
か
か
わ
る

「
記
録
資
料
で
顕
在
す
る
も
の
は
ま
た
限
ら
れ
て
乏
し
い
」
と
い

う
史
料
を
め
ぐ
る
制
約
と
、「
社
会
事
業
関
係
は
﹇
戦
後
あ
い
つ
い

で
刊
行
さ
れ
た
各
市
町
村
史
に
お
い
て
﹈
一
部
を
除
き
余
録
的
扱
い

が
多
い
」
と
い
っ
た
歴
史
の
認
識
や
記
述
に
か
か
わ
る
不
充
分
さ

も
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。
社
会
事
業
の
形
成
と
い
う
歴
史
を
め
ぐ

っ
て
の
課
題
が
、
ど
の
位
置
か
ら
、
な
に
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

に
、
そ
れ
を
記
す
の
か
と
掲
げ
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
歴
史
を
記
す

「
構
成
と
方
法
」
と
し
て
、「
社
会
事
業
史
に
は
本
来
事
業
を
受
け

る
者
の
立
場
か
ら
書
か
る
べ
き
一
面
を
も
つ
」
と
、
前
述
の
、
ど

の
位
置
か
ら
記
す
の
か
、が
強
調
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
や
は
り
、

な
に
に
よ
っ
て
、
に
か
か
わ
る
「
資
料
の
制
約
」
が
あ
り
「
こ
れ

は
果
た
せ
な
い
た
め
」、
不
備
で
は
あ
る
が
「
可
能
な
限
り
対
象

者
の
実
情
に
及
ぶ
よ
う
つ
と
め
た
」
と
歴
史
記
述
の
指
針
を
明
示

し
て
い
た
。

　

こ
れ
は
、
救
済
や
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
うの
対
象
と
な
る
「
浮
浪
と
底
辺
地
帯
」

や
「
底
辺
層
と
底
辺
労
働
」
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
記
す
の
か
を

め
ぐ
っ
て
、
彼
の
苦
衷
が
吐
露
さ
れ
た
場
面
と
い
え
よ
う
。
と
は

い
え
、
歴
史
記
述
と
い
う
作
業
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ

ろ
の
う
ち
に
苦
し
さ
や
苦
さ
を
抱
え
て
い
る
と
明
か
す
こ
と
が
重

要
な
の
で
は
な
い
。「
対
象
者
の
実
情
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
対
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象
者
」
も
「
実
情
」
も
そ
れ
ら
は
、
な
に
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ

う
に
、
つ
か
む
の
か
を
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
分

節
化
し
て
い
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
し
た
と
き
に

「
象
」が
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
か
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
「
実
」
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
の
か
、
が
歴
史

の
読
み
書
き
を
め
ぐ
る
要
諦
な
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で

あ
る
。

　

芹
沢
勇
の
『
神
奈
川
県
社
会
事
業
形
成
史
』
を
手
に
し
て
、
そ

の
第
一
〇
章
「
援
護
」
の
「
§
２　

住
宅
・
ス
ラ
ム
改
良
・
隣
保

事
業
」
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
地
震
に

よ
る
震
災
の
そ
の
後
に
、「
同
潤
会
に
よ
り
南
太
田
乞
食
谷
戸（
庚

耕
地
）、
大
原
耕
地
（
保
土
ケ
谷
寄
り
）、
富
士
見
耕
地
」
が
設
定

地
区
と
さ
れ
た
「
ス
ラ
ム
改
良
計
画
」
の
記
述
が
展
開
し
て
い
る
。

そ
れ
を
読
む
わ
た
し
に
は
、「
ス
ラ
ム
改
良
の
目
的
は
即
住
宅
改

良
で
は
な
く
、
当
然
居
住
者
の
生
活
改
良
が
究
極
目
的
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
ひ
っ
か
か
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
当
然
」
と
い
う
語
を
も
ち

い
る
芹
沢
の
〈
ス
ラ
ム
〉
へ
の
対
し
方
に
、
わ
た
し
の
身
は
す
く

ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

歴
史
を
記
述
す
る
も
の
が
利
用
す
る
史
料
は
、過
去
の
痕
跡
の
、

そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
記
述
者
は
、
そ
の
か
ぎ
ら
れ

た
量
の
史
料
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
対
象
と
し
て
い
る
も
の
た
ち

や
こ
と
が
ら
の
「
実
情
」
を
記
そ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
た
と

え
ば
、
社
会
事
業
史
を
記
述
す
る
も
の
は
、
そ
の
歴
史
の
あ
る
べ

き
記
し
方
を
自
覚
す
る
と
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
事
業
を
受
け
る

も
の
た
ち
を
、
社
会
の
「
底
辺
」
に
位
置
づ
け
て
し
ま
っ
た
り
、

ま
っ
す
ぐ
に
直
す
べ
き
ま
が
っ
た
習
慣
に
泥な
ず

ん
で
い
る
と
貶へ
ん

視し

し

て
し
ま
っ
た
り
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
社
会
事
業
史
が
そ
の
「
事

業
を
受
け
る
者
の
立
場
」
か
ら
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
社

会
事
業
の
内
実
が
注
意
深
く
問
わ
れ
ず
、
社
会
事
業
を
場
と
し
た

政
治
を
考
え
る
用
意
が
な
い
ま
ま
に
、
社
会
事
業
史
が
記
さ
れ
る

の
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、〈
ス
ラ
ム
〉
は
社
会
事
業
の
客
体
に
し

か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
住
む
も
の
、
そ
こ
で
の
暮
ら
し
は
、
社
会

事
業
と
の
か
か
わ
り
で
し
か
、記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

　

横
浜
の
歴
史
の
な
か
の
〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
わ
た
し
の
読
み

書
き
は
、
ひ
と
ま
ず
、
す
で
に
ま
と
め
て
み
た
。
そ
こ
で
は
、
で

き
る
だ
け
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
に
つ
い
て
の
史
料
を
あ
つ
め
、
そ

れ
ら
を
も
と
に
、
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
、

あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
の
か
を
た
ど
っ
て
み
た
。
横
浜
の〈
ス
ラ
ム
〉

を
め
ぐ
る
表
象
を
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
考
え
た
と
こ
ろ
を
示
し
た

も
の
と
な
っ
た
。
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過
去
や
歴
史
を
表
象
と
し
て
と
ら
え
て
そ
れ
を
示
す
こ
と
は
、

過
去
や
歴
史
の
「
事
実
」
や
「
実
情
」
を
再
現
す
る
実
証
よ
り
は

た
や
す
い
と
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
表
象
を
め
ぐ
る
作

業
は
さ
ら
に
、
①
そ
の
書
か
れ
た
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
他
者
が
想

定
さ
れ
て
い
る
の
か

КХ

、
②
表
象
と
プ
ラ
テ
ィ
ー
ク
（
慣
行
と
し
て

の
ふ
る
ま
い
）
を
め
ぐ
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
の
か

КЦ

、
が

問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

注（
１
）
二
宮
宏
之
「
歴
史
の
作
法
」（
二
宮
ほ
か
編
『
歴
史
を
問
う　

四

歴
史
は
い
か
に
書
か
れ
る
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参

照
。

（
２
）
こ
の
横
浜
の
〈
ス
ラ
ム
〉
を
め
ぐ
る
わ
た
し
の
論
述
は
、
す
で

に
公
表
し
た
「
都
市
の
縁
辺
を
考
え
る
│
二
〇
世
紀
初
頭
の
横
浜

ス
ラ
ム
再
考　

上
・
下
」（『
彦
根
論
叢
』
第
三
三
五
号
・
第
三
三

六
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
・
同
年
六
月
）、「
都
市
の
縁
へ
│
二
〇

世
紀
初
頭
の
横
浜
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
」（
小
林
丈
広
編
『
都
市

下
層
の
社
会
史
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、「
都
市
周
縁
に

向
う
感
知
の
力
│
二
十
世
紀
初
頭
の
横
浜
」（
中
野
隆
生
編
『
都

市
空
間
の
社
会
史
│
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇

四
年
）
を
参
照
。

（
３
）
こ
の
開
港
を
始
原
と
す
る
横
浜
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
は
、
わ

た
し
の
「
始
原
の
歴
史
学
を
批
評
す
る
│
想
起
さ
れ
る
横
浜
の
過

去
に
つ
い
て
」（『Q

uadrante

』
№
３
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
を

参
照
。

（
４
）
近
年
の
こ
う
し
た
「
記
憶
」
の
語
の
使
わ
れ
方
が
わ
た
し
に
は

気
に
か
か
る
。
同
紙
同
号
の
ど
こ
を
み
て
も
、
な
ぜ
地
下
遺
構
と

「
都
市
の
記
憶
」
が
結
び
つ
く
の
か
を
説
明
す
る
記
述
は
み
ら
れ

な
い
。
横
浜
を
め
ぐ
る
「
記
憶
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し

の
「
横
浜
歴
史
と
い
う
履
歴
の
書
法
」（
阿
部
ほ
か
編
『
記
憶
の

か
た
ち
│
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
』
柏
書
房
、
一
九
九
九

年
）
を
参
照
。

（
５
）
芹
沢
前
掲
書
『
神
奈
川
県
社
会
事
業
形
成
史
』。
同
書
に
は
稲
垣

と
二
宮
の
肖
像
写
真
が
お
な
じ
頁
に
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）こ
こ
で
の
引
用
は
、講
談
社
の
吉
川
英
治
歴
史
時
代
文
庫
七
七（
一

九
八
九
年
）
か
ら
お
こ
な
っ
た
。

（
７
）
こ
こ
で
の
引
用
は
、
同
前
文
庫
八
（
一
九
九
〇
年
）
か
ら
お
こ

な
っ
た
。

（
８
）
挿
絵
て
い
ど
に
あ
つ
か
わ
れ
た
例
を
あ
げ
る
と
、『
開
港
の
ひ
ろ

ば
』
第
八
一
号
（
二
〇
〇
三
年
七
月
三
〇
日
）
の
表
紙
で
「
企
画

展　

遊
楽
都
市　

横
浜
│
芝
居
・
映
画
・
エ
ト
セ
ト
ラ
」
に
か
か

わ
っ
て
、
一
九
三
一
年
の
「「
か
ん
か
ん
虫
は
唄
ふ
」
ス
チ
ー
ル

写
真
」
が
載
っ
て
い
る
。
横
浜
の
相
沢
を
め
ぐ
る
記
述
や
そ
の
読

み
書
き
に
つ
い
て
ま
だ
わ
た
し
は
ま
と
ま
っ
た
論
考
を
発
表
し
て
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い
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
六
日
に
一
橋
大

学
で
開
催
さ
れ
た
「
歴
史
と
人
間
」
研
究
会
例
会
で
、
論
題
「
貧

民
を
書
く
こ
と
│
横
浜
の
縁
辺
か
ら
考
え
る
」と
し
て
報
告
し
た
。

（
９
）
畑
山
博
「
か
ん
か
ん
虫
は
唄
う
の
旅
」（
一
九
八
三
年
。
注
（
７
）

前
掲
書
所
収
）。

（
10
）た
と
え
ば
、
前
田
愛『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
二
年
）
の
「
獄
舎
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
お
け
る
『
最
暗
黒

の
東
京
』
を
め
ぐ
る
読
み
方
を
参
照
。

（
11
）
厳
密
に
い
う
と
、
南
太
田
が
横
浜
市
域
に
編
入
さ
れ
る
の
は
一

九
〇
一
年
の
こ
と
と
な
る
。
こ
の
南
太
田
を
め
ぐ
る
認
識
の
レ
ッ

ス
ン
と
し
て
、
わ
た
し
の
前
掲
論
文
「
都
市
の
縁
辺
を
考
え
る
│

二
〇
世
紀
初
頭
の
横
浜
ス
ラ
ム
再
考　

上･
下
」
を
参
照
。

（
12
）こ
の〈
他
者
〉の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
、
わ
た
し
の「
記

憶
か
ら
歴
史
へ
／
歴
史
か
ら
記
憶
へ
」（
矢
野
敬
一
ほ
か
『
浮
遊

す
る
「
記
憶
」』
青
弓
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
13
）
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
六
日
に
日
仏
会
館
で
日
仏
歴
史
学
会
が
主

催
し
た
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｢

都
市
史
の
新
展
開
│
日
常
性
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
・
表
象｣

で
、
論
題
「
二
〇
世
紀
初
頭
の
横
浜
の
都

市
下
層
世
界
像
」
を
報
告
し
た
と
き
に
、
二
宮
宏
之
に
つ
め
よ
ら

れ
た
論
点
が
、
こ
れ
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
進
展

し
て
い
な
い
が
、
論
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
二
宮
が
示
し
た
文

献
が
、
そ
の
と
き
未
刊
行
の
福
井
憲
彦
「
テ
ク
ス
ト
と
プ
ラ
テ
ィ

ー
ク
の
間
│
あ
る
い
は
史
料
・
現
実
・
想
像
力
」（
二
宮
ほ
か
編

前
掲
書
所
収
）
だ
っ
た
。




