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【
書
評
】

町

田

哲

著

『
近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』

本
書
に
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
が
、
町
田
哲
氏
に
は
、
「
泉
州
一
橋
領
知
に
お

け
る
惣
代
庄
屋
に
つ
い
て
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
七
八
、
二

O
O二
年
)
と
い
う
論

文
カま
あ
る

」

れ
は

0 
0 

年
度
大
阪
歴
史
学
会
大
会
報
告
を
論
文

し
た
も

の
で
、
和
泉
国
一
橋
領
を
素
材
に
、
組
合
村
惣
代
庄
屋
制
の
歴
史
的
転
換
を
、

と
く
に
惣
代
庄
屋
の
担
い
手
の
あ
り
方
に
光
を
当
て
て
精
織
に
、

そ
し
て
見
事
に

論
じ
た
仕
事
で
あ
る
。
実
は
、
私
は
こ
の
大
会
報
告
の
司
会
を
務
め
た
が
、
豊
か

な
実
証
を
ふ
ま
え
て
論
点
が
明
快
に
整
理
さ
れ
、
各
章
を
つ
な
ぐ
論
理
も
し
っ
か

り
し
て
い
た
た
め
、
実
に
「
楽
な
L

司
会
で
あ
っ
た
。
的
は
ず
れ
な
質
間
も
な
く
、

報
告
に
即
し
た
有
意
義
な
討
論
が
で
き
た
の
は
、
司
会
で
は
な
く
報
告
者
の
力
量

に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
参
加
者
の
誰
し
も
が
感
じ
た
こ
と
だ
と
思
う
。
辛

口
で
知
ら
れ
る
あ
る
研
究
者
も
、
「
ま
た
組
合
村
惣
代
庄
屋
か
と
思
っ
た
が
、

良
い
報
告
だ
っ
た
」
と
好
意
的
な
評
価
を
口
に
し
て
い
た
。
学
会
出
不
精
の
私
も
、

跨
踏
し
つ
つ
司
会
を
引
き
受
け
た
こ
と
で
内
容
濃
い
報
告
が
聞
け
、
得
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
し
、
何
よ
り
も
閉
塞
感
漂
う
組
合
村
惣
代
庄
屋
研
究
か
ら
展
開
し

た
地
域
社
会
論
に
新
し
い
展
開
の
可
能
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
大
き

な
収
穫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
お
世
辞
で
は
な
く
当
時
本
当
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
と
同
時
に
あ
る
大
き
な
疑
問
も
抱
い
て
い
た
。

岩

城

卓

す
で
に
一
読
さ
れ
た
方
は
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
本
書
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
終
章
で
は
そ
の
成
果
を
用
い
て
、
地
域
社
会

構
造
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
の
意
義
あ
る
論
文
が
所
収
さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
、
私
は
不
満
を
持
っ
て
い
る
し
、
あ
の
と
き
抱
い
た
疑
問
は
解
消
で

き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
膨
ら
ん
で
し
ま
っ
た
。

構
成
を
示
そ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
書
評
の
作
法
に
従
い
、
本
書
の

序
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

補
論

終
章

地
域
社
会
構
造
へ
の
視
角

近
世
黒
鳥
村
の
村
落
構
造
と
運
営

小
田
の
座
に
つ
い
て

坂
本
新
田
の
成
立
と
構
造

池
田
下
村
の
村
落
構
造
|
村
役
人
・
村
内
小
集
落
・
座

伏
屋
新
田
の
村
落
構
造

成
果
と
課
題

ふ
つ
う
序
章
・
終
章
と
一

O
章
程
度
の
個
別
分
析
で

既
刊
の
論
文
集
の
場
合
、

そ
れ
ピ
比
べ
る
と
、
本
書
は
補
論
を
除
く
と
、

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

四
章
か
ら
な
る
個
別
分
析
と
少
な
い
。
そ
し
て
対
象
も
和
泉
国
泉
郡
の
槙
尾
川
中

流
域
の
信
太
山
丘
陵
南
端
部
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
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の
限
定
に
こ
そ
本
書
の
大
き
な
主
張
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
の
対
象

を
徹
底
的
に
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
一
つ
と
し
て
同
じ
で
な
い
」
固

有
性
あ
る
村
・
地
域
社
会
像
を
具
体
的
事
実
を
提
示
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
っ

た
こ
と
が
本
書
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
こ
と
は
、
読
者
の
多
く
が
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
上
空
か
ら
対
象
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
黒
鳥
村
・
坂
本
新
回
・
小

田
村
・
池
田
下
村
・
伏
屋
新
田
の
地
平
に
降
り
立
ち
、

さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
駆
使

し
な
が
ら
、
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
実
に
精
徹
に
事

実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
明
ら
か
と
な
っ
た
一
つ
一
つ
の
事
実
を

丁
寧
に
扱
い
地
域
社
会
像
を
構
築
し
て
い
く
姿
勢
か
ら
は
、
著
者
の
人
柄
が
知
ら

れ
よ
う
。

古
代
・
中
世
に
比
べ
る
と
史
料
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
精
徹
に
特
定
地
域
の
社
会
構
造
を
描
い
た
仕
事
は
希
有
で
、
書
名

に
偽
り
な
し
と
い
う
の
が
読
後
、
最
初
に
持
っ
た
感
想
で
あ
る
。
何
本
か
村
落
を

対
象
に
し
た
論
文
を
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
私
は
、
自
分
の
分
析
の
甘
さ
を
恥
じ

入
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
町
田
氏
が
い
う
よ
う
な
視
角
を
も
ち
、
方
法
論

を
獲
得
す
れ
ば
、
他
の
対
象
で
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
希
有

な
注
目
す
べ
き
史
料
が
残
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
な
史
料
群

か
ら
本
書
の
よ
う
な
分
析
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
ろ
う
。

か
つ
て
生
物
学
を
志
し
て
い
た
あ
る
民
俗
学
者
か
ら
「
科
学
」
を
標
携
す
る
歴

史
学
の
分
析
の
甘
さ
を
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
自
然
科
学
の
分
野
で
は
、

fこ

と
え
ば
一
つ
の
植
物
に
つ
い
て
一
生
を
か
け
て
徹
底
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
研

究
者
が
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
何
万
と
い
う
植
物
そ
れ
ぞ
れ
に
い
る
。
自
然
、
の
法
則

と
い
う
の
は
、

そ
う
し
た
無
数
の
積
み
重
ね
を
も
と
に
し
て
、

は
じ
め
て
導
き
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
途
半
端
な
分
析
か
ら
法
則
や
理
論
が
必
要
な
ど
と

叫
ん
で
い
る
歴
史
学
を
科
学
な
ど
と
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
に
挑
発
的
な
物
言
い
で
は
あ
っ
た
が
、
無
数
の
事
実
を
も
と
に
法
則
性

が
議
論
さ
れ
て
い
る
自
然
科
学
に
比
べ
る
と
、
歴
史
学
の
議
論
が
危
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
批
判
は
的
を
射
て
い
る
と
思
っ
た
。
よ
く
七
万
も
あ
る
近
世
村
落
す

べ
て
を
分
析
し
な
い
と
法
則
性
が
わ
か
ら
な
い
の
か
と
い
う
批
判
を
耳
に
す
る
し
、

そ
れ
に
一
定
の
共
感
を
持
ち
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
位
の
蓄
積
な
く
し
て
法
則
性
な

ど
と
い
う
の
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
私
に
は
同
居
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
の
入
り
口
で
持
つ
べ
き
筈
の
疑
問
を
開
陳
す
る
こ
と

は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
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そ
れ
は
本
書
の
研
究
史
的
意
義
は
大
い
に
認
め

る
一
方
で
、
精
徹
な
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
固
有
性
に
こ
だ
わ
る
こ
と

の
歴
史
学
と
し
て
の
意
義
が
私
に
は
読
み
取
れ
そ
う
で
、
し
か
し
は
っ
き
り
と
し

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
座
を
中
心
に
生
活
共
同
体
の
あ
り
方
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
村
請
制
村
で
は
み
え
て
こ
な
い
村
の
固
有
性
は
明
ら
か
と
な
り
、

そ
れ
は
八

0
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
地
域
史
研
究
に
と
と
ま
ら
ず
、
戦
後
農
村
史

研
究
全
体
へ
の
鋭
い
問
題
提
起
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
研
究
史
的
意
義
は
大
い
に

認
め
た
い
。
し
か
し
、
単
に
研
究
史
を
批
判
し
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
だ
け

に
こ
れ
ほ
ど
の
精
微
な
分
析
へ
の
努
力
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ

に
は
町
田
氏
が
獲
得
し
た
確
か
な
歴
史
観
が
あ
る
の
だ
と
思
う
が
故
に
、
ま
た
本

書

刺
激
を
，>rl. 
Jι 

け
た
後
人
カミ
精
搬
な

分
析
自
体
を
目
的
化
す
る
ょ
っ
な

'-
と
が
な

い
た
め
に
も
、
固
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
徹
頭
徹
尾
こ
だ
わ
っ
た
著
者
の



歴
史
観
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
良
書
に

は
な
か
な
か
め
ぐ
り
あ
え
な
い
の
で
、
私
の
読
解
力
の
欠
知
を
さ
ら
け
出
す
こ
と

を
恐
れ
ず
に
、
稚
拙
な
疑
問
を
氏
に
ぶ
つ
け
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。
こ
れ

ほ
ど
精
徹
に
固
有
性
を
追
求
す
る
こ
と
の
意
義
は
如
何
ワ

T 氏
は
固
有
性
を
大
切
に
し
て
い
る
が
、
決
し
て
近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
だ

け
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
は
な
く
、
村
落
分
析
の
視
角
を
提
示
し
た
。
固
有
で
は

な
く
、
共
有
で
き
る
分
析
視
角
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
、
本
書
の
大
き
な
意
義
が

あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
多
く
の
読
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
共
有

で
き
る
視
角
は
終
章
で
整
理
さ
れ
、
丁
寧
に
そ
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

以
下
で
は
終
章
に
従
い
な
が
ら
そ
の
成
果
と
課
題
を
述
べ
、
適
宜
論
証
内
容
に
も

ふ
れ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
、
書
評
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
本
書
で
は
、
「
村
落
秩
序
の
構
造
的
把
握
」
と
、
「
政
治
的
社
会
レ
ベ
ル
と

地
域
生
活
レ
ベ
ル
の
統
一
的
把
握
」
が
と
く
に
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
終
章

で
は
「
生
産
条
件
と
開
発
の
展
開
一
七
世
紀
を
中
心
に
|
」
と
い
う
視
角
か
ら

内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
的
条
件
を
中
心
に
し
た
生
産
条
件
と

「
小
経
営
に
基
づ
く
家
を
構
成
単
位
と
す
る
近
世
的
村
落
の
形
成
過
程
」
を
連
関

さ
せ
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
、
氏
の
地
域
社
会
構
造
論
の
重
要
な
柱
と
な
る
分
析

視
角
で
あ
る
。
終
章
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

そ
の
内
容
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
本
書
で
分
析
対
象
と
し
た
村
は
、
信
太
山
丘
陵
南
端
部
と
槙
尾
川

と
の
聞
の
小
河
岸
段
丘
上
に
展
開
す
る
。
こ
の
う
ち
注
目
さ
れ
る
の
は
池
田
下
村

と
黒
鳥
村
で
、
両
村
の
主
要
な
耕
地
は

「
下
代
(
下
台
)
」
と
呼
ば
れ
る
低
位
段
丘

と
「
上
代
(
上
台
)
」
と
呼
ば
れ
る
中
位
段
丘
に
展
開
し
て
い
た
。
黒
鳥
村
に
即
す

る
と
、
「
下
代
」
は
平
地
で
、

一
筆
が
条
里
区
画
に
あ
わ
せ
大
き
く
、
槙
尾
川
か

ら
取
水
す
る
耕
地
は
上
回
・
中
国
が
大
半
で
あ
る
地
味
の
良
い
土
地
柄
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
上
代
」
は
信
太
山
の
傾
斜
地
で
、
「
山
走
の
雨
水
」
を
た
め
る
溜
池

濯
概
の
耕
地
は
一
筆
が
小
さ
く
、
中
田
・
下
回
・
畑
が
多
い
土
地
柄
と
い
う
よ
う

lこ、

一
つ
の
村
が
生
産
条
件
の
大
き
く
異
な
る
耕
地
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
自
然
条
件
の
な
か
、

一
七
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け

て
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た
小
農
に
よ
っ
て
、
上
代
部
分
の
蚕
食
的
な
開
発
が
行
わ
れ

て
い
っ
た
。
溜
池
造
成
に
よ
る
生
産
条
件
の
向
上
が
図
ら
れ
、
池
田
下
村
の
場
合
、

検
地
で
高
請
さ
れ
た
開
発
地
は
一
一
七
石
余
に
も
及
ぶ
。
し
か
し
小
規
模
な
開
発

は
荒
地
化
し
や
す
く
、

一
旦
は
高
請
さ
れ
て
も
、
溜
池
造
成
が
で
き
な
い
場
合
な

ど
は
荒
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
旦
は
荒
地
と
な
っ
た
場
所
が
再
開
発
さ
れ
た
の
が
坂
本
新
田
で

あ
る
。
坂
本
新
田
は
延
宝
五
年
(
一
六
七
七
)
に
高
請
さ
れ
る
が
、

そ
の
開
発
は
大

坂
城
代
役
知
と
し
て
年
貢
増
徴
を
志
向
す
る
領
主
青
山
氏
と
、

そ
の
家
臣
の
縁
者

で
あ
る
大
坂
町
人
赤
松
家
・
領
内
大
庄
屋
寺
田
家
の
開
発
欲
求
と
が
合
致
し
て
展

閲
し
た
領
域
的
開
発
で
あ
る
こ
と
、
開
発
人
H
圧
屋
H
地
主
に
よ
る
「
資
本
」
の

投
下
と
個
人
請
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
新
た
な
村
で
あ
る
こ
と
、
入
植
者
は
土
地

を
所
持
せ
ず
、
開
発
人
の

「
抱
百
姓
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
蚕
食
的
な
間
開
発
と

は
異
な
る
。

一
八
世
紀
初
頭
に
は
い
よ
い
よ
高
位
段
丘
に
も
開
発
が
及

そ
し
て
、

主

S

、

占

-D

そ
れ
を
分
析
し
た
の
が
伏
屋
新
田
で
あ
る
。
小
農
に
よ
る
小
経
営
が
前
提
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と
な
っ
て
い
る
点
で
は
、
小
規
模
な
蚕
食
的
新
田
開
発
や
坂
本
新
固
と
同
じ
で
あ

る
が
、
領
主
に
よ
る
主
導
で
、
検
地
帳
外
の
区
域
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
、

開
発
時
に
地
代
金
上
納
を
必
須
と
し
た
点
が
特
質
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
分
析
の
大
き
な
意
義
は
、
開
発
人
・
「
地
主
」
と
新
田
百
姓
の
関
係
を

中
心
に
新
田
の
社
会
構
造
が
丹
念
に
分
析
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
が
、

「
開
発
の
展
開
」
と
い
う
点
に
限
定
し
て
も
、
自
然
的
条
件
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
展

閲
す
る
新
田
開
発
の
様
相
が
丁
寧
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

一
七
世
紀
の
小
農

自
立
過
程
と
蚕
食
的
な
開
発
を
関
連
づ
け
な
が
ら
論
じ
た
こ
と
や
、
開
発
の
主
体

が
大
坂
町
人
・
大
庄
屋
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
入
植
す
る
小
農
民
の
視
点
か
ら
そ

の
開
発
の
意
義
を
考
え
て
み
る
こ
と
の
必
要
性
を
喚
起
し
た
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
生
産
条
件
」
と
い
う
点
で
は
黒
鳥
村
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
同
村
で
は
、

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
五

i
一
一
一
石

程
度
の
所
持
高
の
人
が
大
き
く
所
持
高
を
変
動
さ
せ
る
こ
と
な
く
推
移
す
る
が
、

一
八
世
紀
前
半
の
正
徳
|
享
保
期
に
な
る
と
、
二
五

1
五
O
石
を
所
持
す
る
四
人

が
村
一
両
の
六

O
%以
上
を
占
め
る
と
い
う
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
氏
は
こ
れ

は
質
地
関
係
の
展
開
に
基
つ
く
も
の
と
予
想
す
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
そ
の
変
化

が
地
球
の
良
い
「
下
代
」
の
大
半
を
村
落
上
層
が
所
持
し
、

そ
れ
に
と
も
な
い
槙

尾
川
の
水
利
運
用
も
上
層
が
独
占
す
る
と
い
う
事
態
を
招
来
し
た
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
私
が
こ
の
点
に
と
り
わ
け
強
く
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
所

有
関
係
と
耕
地
面
積
の
大
小
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
村
落
秩
序
は
み
え
て
こ
ず
、

ど
う
い
う
生
産
条
件
の
土
地
を
所
持
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
ま
で
視
野
を
広
げ

る
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
認
識
と
評
し
た
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
分
析
視
角
は
す
で
に
提
示
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
町
田
氏
は
、
農
民
の
所
有
対
象
の
「
場
」
の
具
体
的
把

握
を
行
っ
た
本
書
に
先
行
す
る
研
究
史
と
し
て
古
島
敏
雄
・
木
村
礎
氏
の
村
落
景

観
論
を
あ
げ
、
両
氏
に
は
景
観
か
ら
歴
史
的
特
質
を
み
る
と
い
う
視
角
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
「
空
間
の
あ
り
方
を
概
括
し
た
り
、

そ
の
内
部
要
素
の
存
在
確
認
に

と
ど
ま
る
も
の
が
多
く
、

い
わ
ば
空
間
の
あ
り
方
を
み
る
こ
と
だ
け
に
自
己
目
的

化
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
批
判
ど
お
り
、
氏
は
自
然
的
条
件
と
、
近
世

前
に
行
わ
れ
た
開
発
と
い
う
歴
史
的
条
件
に
規
定
さ
れ
て
村
落
秩
序
が
形
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
見
事
に
描
い
て
い
る
。

し
か
し
、
畿
内
に
即
す
る
な
ら
ば
、
五

0
年
代
終
わ
り
か
ら
始
め
ら
れ
た
葉
山

禎
作
氏
の
仕
事
を
も
っ
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
に
『
近
世

-150ー

農
業
発
展
の
生
産
力
分
析
』
(
一
九
六
九
年
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
葉
山
氏
の
仕

事
は
、
「
面
積
{
石
高
)
と
い
う
形
式
で
把
握
さ
れ
た
土
地
は
、
生
産
力
の
構
成
要
素

と
し
て
の
、
土
地
の
具
体
的
な
姿
を
、
的
確
に
は
表
現
」
し
て
お
ら
ず
、
「
面
積

(
石
高
)
の
多
寡
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
土
地
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
諸
要
素
が
問
題
」

と
い
う
分
析
視
角
の
も
と
、
河
内
国
更
池
村
・
誉
田
村
等
数
か
村
に
つ
い
て
耕
地

の
規
模
・
形
態
、
作
付
け
作
物
、
用
水
の
あ
り
方
な
と
、
土
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
側

面
か
ら
小
農
民
自
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
葉
山
氏
以
前
か
ら
、
小
農
経
営
の
進
展
し
た
村
落
で
は
耕
地
一
筆
面
積

は
他
の
地
域
よ
り
も
零
細
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
小
農
経
営
発
展
度
が
低
い
村
で

は
耕
地
一
筆
面
積
は
大
き
い
こ
と
や
、

一
村
内
で
は
旧
名
主
・
小
土
豪
の
系
譜
を

引
く
上
層
農
民
の
一
筆
面
積
は
他
の
農
民
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
よ
う
に
、
耕
地



一
筆
面
積
の
広
狭
が
地
域
差
や
階
層
差
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
研
究
史
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
蛇
足
な
が
ら
、
安
良
城
盛
昭
氏
は
耕
地
形
態
の
変
化
と
農
具
の
変
化

を
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
七
世
紀
に
お
け
る
小
農
自
立
と
と
も
に
進
展
す
る
近
世
村
落
形
成
過
程
と
は
、

単
に
小
農
自
立
を
促
す
政
策
基
調
の
分
析
、
地
主
経
営
の
質
や
土
地
所
持
の
多
寡

の
み
を
問
題
と
す
る
よ
う
な
階
層
分
析
だ
け
で
議
論
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
決
し

て
な
く
、
耕
地
一
筆
一
筆
に
分
け
入
る
よ
う
な
視
角
を
持
っ
た
研
究
も
進
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
思
い
出
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
旧
名
主
・

小
土
豪
層
の
耕
地
一
筆
の
面
積
の
方
が
小
農
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
指
摘
は
、
上

代
と
下
代
の
耕
地
面
積
を
比
較
す
る
上
で
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
小
農
自
立
が

進
展
す
る
太
閤
検
地
以
降
延
宝
検
地
頃
ま
で
の
問
、
経
蛍
形
態
の
変
化
に
照
応
し

て
合
筆
・
分
筆
を
繰
り
返
し
な
が
ら
耕
地
形
態
も
変
化
し
て
い
く
と
い
う
葉
山
氏

の
指
摘
も
、
関
発
を
位
置
づ
け
る
上
で
大
い
に
役
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不

勉
強
な
私
は
葉
山
氏
の
仕
事
が
ど
う
評
価
さ
れ
た
の
か
を
知
ら
な
い
が
、
相
当
に

骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
少
な
く
と
も
近
世
史
の
分
野
で

は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
分
析
視
角
は

も
っ
と
継
承
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
然
的
条
件
と
開
発
と

い
う
側
面
を
関
連
づ
け
な
が
ら
小
農
自
立
過
程
を
論
じ
た
点
で
町
田
氏
は
新
た
な

視
角
を
獲
得
し
て
い
る
し
、

一
七
世
紀
の
近
世
村
落
形
成
過
程
の
評
価
も
異
な
る

が
、
葉
山
氏
の
分
析
視
角
と
氏
の
そ
れ
と
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
葉
山
氏
の
視
角
を
援
用
す
れ
ば
氏
の
分
析
は
さ
ら
に
厚
み
を
増
す
白

で
は
な
か
ろ
う
か
。

続
い
て
終
章
で
は
、
「
村
方
と
座
」
、
「
村
請
制
村
と
生
活
共
同
体
」
と
い
う
ニ

つ
の
点
か
ら
論
点
が
整
理
さ
れ
、
「
政
治
的
社
会
レ
ベ
ル
と
地
域
生
活
レ
ベ
ル
の

統
一
的
把
握
」
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
氏
の
整
理
を
参
考
に
し
な
が
ら

ま
と
め
て
み
よ
う
。

氏
は
、
座
の
秩
序
と
、
村
役
人
を
中
心
と
す
る
村
請
制
村
の
秩
序
と
の
関
係
が

ほ
と
ん
ど
関
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
研
究
史
を
批
判
し
、
村
落
秩
序
を
構
成
す
る

要
素
と
し
て
座
を
把
握
す
る
必
要
性
を
説
く
。
小
田
村
の
分
析
は
そ
の
中
核
を
な

す
も
の
で
、
現
在
で
は
座
と
は
隠
居
中
が
運
営
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
、
行
事
も

寺
の
仏
像
を
守
る
こ
と
と
、
春
事
・
秋
事
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て

は
多
様
な
年
中
行
事
の
他
に
講
の
行
事
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
隠
居
中
と
若
衆

頭
(
若
衆
頭
中
)
が
全
体
を
統
轄
し
、

そ
の
他
に
女
衆
・
子
供
衆
・
当
番
な
ど
一
年

の
各
行
事
座
儀
を
運
営
す
る
多
様
な
単
位
集
団
(
組
織
)
が
あ
り
、

そ
の
複
合
体

が
「
惣
座
中
L

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
若
衆
頭
は
歩
役
・
非
人
番
・
え
た
の
差

配
を
行
う
な
ど
村
役
人
と
近
似
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

村
港
運
営
は
座
と
は
別
の
位
相
で
あ
っ
た
が
、
小
田
村
の
村
落
秩
序
は
座
が
骨
格

を
な
し
て
い
る
と
い
う
点
で
村
政
は
座
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

献
立
や
当
人
の
数
等
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
全
体
の
構
造
を
大
き
く

変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
近
代
以
降
も
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
維
新
期

に
お
け
る
「
政
治
社
会
レ
ベ
ル
」
の
変
化
の
一
方
で
「
地
域
生
活
レ
ベ
ル
」
は
持

続
し
、

そ
の
う
え
で
ま
た
新
た
な
村
落
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
視
角
を

も
つ
必
要
性
を
主
張
す
る
。

こ
う
し
た
村
落
秩
序
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
座
は
、
新
田
村
で
も
形
成
さ
れ
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る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
先
述
し
た
大
坂
町
人
赤
松
家
と
領
内
大
庄
屋
寺

国
家
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
坂
本
新
田
村
の
分
析
で
あ
る
。
坂
本
新
田
の
百
姓
は

無
一
一
品
百
姓
で
開
発
人
・

「
地
主
」
の
下
で
「
抱
百
姓
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
て
い
た
が
、
耕
地
・
屋
敷
地
の
所
有
を
欠
き
な
が
ら
も
生
産
・
生
活
面
に
お

い
て
実
質
的
な
小
経
営
と
し
て
存
在
し
、
家
の
永
続
と
村
の
共
同
性
の
維
持
を
目

的
と
し
た
座
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
、

一
八
世
紀
中
頃
宝
暦
期
に
は
す
べ
て
の
村

落
構
成
員
を
包
摂
し
て
い
た
が
天
保
期
に
は
新
参
の
家
は
座
か
ら
排
除
さ
れ
、
座

家
が
古
参
の
家
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
座
家
が
百
姓
代
・
組
頭
を
担
っ
て
い

た
こ
と
、
居
村
す
る
開
発
人
赤
松
家
も
こ
の
座
の
構
成
員
で
、
座
の
格
式
・
順
番

に
お
い
て
他
の
家
と
一
切
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、

一
方
居
村
し
な
い
関

発
人
の
系
統
は
座
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
分
析
を
ふ
ま
え
、
村
落
秩
序
と
は
、
村
請
制
村
と
、

そ
れ
と
重
な
り
合
い
な

が
ら
も
異
な
る
生
活
共
同
体
と
い
う
位
相
と
が
連
関
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
自
覚
し
て
は
じ
め
て
、
村
請
制
村
と
生
活
共
同
体
を
統
一

的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
の
視
角
を
も
っ
て
分
析
し
た
の
が
池
田
下
村
で
あ
る
。
五
つ
の
集
落
か
ら
な

る
同
村
は
、
村
請
制
村
で
あ
る
池
田
下
村
単
位
と
集
落
単
位
の
生
活
共
同
体
が
二

重
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
村
役
人
は
中
世
来
の
権
威
を
も
っ
庄
屋
高
橋
家
と

各
集
落
単
位
に
選
出
さ
れ
る
年
寄
五

i
六
名
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
年
寄

は
村
請
制
村
運
営
の
担
い
手
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
共
同
体
の
意
向
を
反
映
す
る

側
面
も
も
ち
、
政
治
的
社
会
レ
ベ
ル
と
地
域
生
活
レ
ベ
ル
と
を
媒
介
さ
せ
る
役
割

を
担
っ
て
い
た
こ
と
、

一
方
中
世
以
来
の
歴
史
と
在
地
領
主
と
し
て
の
系
譜
を
も

つ
圧
屋
高
橋
家
は
、
隔
絶
の
地
位
と
家
格
を
保
持
す
る
こ
と
か
ら
、
各
集
落
の
地

域
生
活
レ
ベ
ル
の
規
定
を
う
け
な
い
村
落
秩
序
の
中
核
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
は
研
究
史
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
読
み
取
れ
る
。
た
と
え
ば

「
座
」
が
多
様
な
集
団
と
座
儀
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
生
活
共

同
体
と
し
て
の
あ
り
方
を
座
に
み
る
必
要
性
を
喚
起
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
水
本

邦
彦
氏
が
発
見
し
た
「
村
惣
中
」
を
言
葉
の
同
一
性
だ
け
か
ら
一
括
り
に
論
じ
る

こ
と
の
危
う
さ
を
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
視
角

が
有
効
な
こ
と
は
、
新
田
村
に
お
い
て
も
、
座
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
書
の
分
析
に
よ
っ
て
、
座
は
村
落
秩
序
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
り
、

座
の
分
析
な
く
し
て
近
世
村
落
秩
序
を
位
置
づ
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
が
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明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
膨
大
な
蓄
積
を
も
っ
民
俗
学
を
中
心
と
し
た
座
研
究

の
視
角
を
格
段
に
広
げ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
-
。

支
配
単
位
と
し
て
の
村
と
生
産
・
生
活
共
同
体
と
し
て
の
村
の
統
一
的
把
握
と

い
う
こ
と
自
体
は
、
随
分
前
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
が
、
多
く
の
研
究

者
が
そ
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
有
効
な
分
析
視
角
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

歴
史
的
事
実
を
ふ
ま
え
て
、

そ
れ
が
近
世
村
落
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
課

題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
氏
は

本
書
の
分
析
を
通
じ
て
、
長
く
言
わ
れ
続
け
て
き
た
課
題
に
取
り
組
む
分
析
視
角

を
自
分
の
も
の
と
し
て
獲
得
し
た
と
い
う
点
で
、

一
歩
先
ん
じ
た
と
い
え
る
。
精

徹
に
明
ら
か
に
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
、
研
究
上
の
課
題
を
自
己
の
も
の
へ
と
昇
華

さ
せ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
は
、
本
書
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
、



固
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
歴
史
学
と
し
て
の
意
義
を
問
う
な
ど

と
い
う
よ
う
な
不
援
な
聞
い
を
ぶ
つ
け
た
の
も
、
こ
う
し
た
氏
の
姿
勢
に
共
感
す

る
ゆ
え
の
こ
と
だ
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

も
う
一
点
、
本
書
に
よ
っ
て
氷
解
し
た
私
の
疑
問
に
つ
い
て
。
学
生
時
代
、
村

方
騒
動
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
、
退
任
さ
せ
ら
れ
た
村
役
人
、
あ
る
い
は
反
対
に
退

任
さ
せ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
者
た
ち
は
、
そ
の
後
村
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
た
わ
い
も
な
い
疑
問
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
村
方
騒
動
次

の
日
な
ど
と
い
う
質
問
を
村
方
騒
動
研
究
の
開
拓
者
で
あ
る
恩
師
に
ぶ
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
時
は
結
構
ま
じ
め
に
考
え
て
い
た
。
こ
ん
な
疑
問
が

浮
か
ん
だ
の
は
、
ま
た
答
え
を
出
せ
な
か
っ
た
の
も
、

そ
れ
は
村
請
制
村
H
村
落

秩
序
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
村
方
騒
動
に
村
の
す
べ
て
が
体
現
さ

れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
村
請
制
村
と
生
活
共
同
体
は
重
な
り
合

い
な
が
ら
、
同
時
に
別
の
位
相
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
本
書
の
指
摘
に

学
べ
ば
、
二

O
年
以
上
も
前
の
疑
問
は
氷
解
し
て
し
ま
っ
た
。

た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
分
析
視

角
は
、
八

0
年
代
以
降
の
地
域
社
会
論
を
克
服
す
る
の
に
有
効
だ
と
い
え
よ
う
。

地
域
社
会
論
と
は
違
う
地
域
社
会
構
造
論
の
可
能
性
に
期
待
し
た
い
。

T こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
々
あ
る
良
書
で
あ

る
。
し
か
し
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
不
満
も
あ
る
し
、
ま
た
疑
問
も
禁
じ
得
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
研
究
史
の
評
価
あ
る
い
は
向
き
合
い
方

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

彼
(
佐
々
木
潤
之
介
)
は
農
民
諸
階
層
を
幕
藩
制
の
段
階
に
従
っ
て
、
名
団
地

主
|
小
農
(
名
田
小
作
)
、
質
地
地
主
小
農
(
質
地
小
作
)
、
豪
農
|
半
プ
ロ
と

措
定
す
る
の
だ
が
、
支
配
機
構
と
し
て
の
村
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
村
役

人
は
、
常
に
そ
の
う
ち
の
一
方
に
被
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
村
役
人
H
名
田

地
主
↓
質
地
地
主
↓
豪
農
の
ご
と
く
。
こ
う
し
た
設
定
は
、
原
則
的
な
点
で

難
点
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
か
る
理
解
は
、
八
領
主
|
名
回
小
作
な
ど

〉
対
八
小
農
〉
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
を
常
に
村
内
の
小
農

以
下
に
収
赦
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
運
動
面
で
は
村
方
騒
動
を
一
面
的
に
評

価
す
る
結
果
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
l
ド
論
に
直
結
さ
せ
る
形
で
の
、

こ
の
よ
う
な
村
の
導
入
の
仕
方
は
、
近
世
農
民
が
良
か
れ
悪
し
か
れ
村
に
依

拠
し
て
領
主
に
対
峠
し
た
と
い
う
事
実
を
軽
視
な
い
し
は
無
視
す
る
と
い
う

点
で
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
町
田
氏
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
水
本
邦
彦
氏
が
、
自
己
の
問
題
意

識
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
(
『
日
本
経
済
史
を
学
ぶ
』
(
下
)
、

一
九
八
二
年
)
。
小
前

下
層
民
・
半
プ
ロ
と
あ
る
特
定
階
層
を
変
草
主
体
と
す
る
よ
う
な
方
法
で
は
、

「
矛
盾
を
常
に
村
内
の
小
農
以
下
に
収
数
」
さ
せ
、
「
良
か
れ
悪
し
か
れ
村
に
依
拠

し
て
領
主
に
対
崎
」
し
た
と
い
う
こ
と
の
評
価
が
で
き
な
い
と
い
う
視
角
を
獲
得

し
た
水
本
氏
だ
か
ら
こ
そ
発
見
で
き
た
の
が
「
村
惣
中
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め

て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
戦
後
近
世
史
研
究
は
変
革
を
実
現
す
る
主
体
勢
力
を

育
ん
だ
社
会
的
基
盤
の
解
明
に
全
力
を
傾
け
て
き
た
が
、
水
本
氏
は
そ
の
研
究
史

と
の
格
闘
を
、
通
じ
て
、
「
歴
史
展
開
の
起
動
力
」
と
し
て
村
、
変
革
主
体
と
し
て

の
「
村
惣
中
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
と
、
私
は
理
解
し
て
い
る
。

そ
し

て

久
留
島
浩
氏
の
組
合
村

惣
代
庄
屋
1M 
論
も
変
革
主
体
論
と

う
点
で
そ
の

延
長
上
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
変
革
主
体
と
し
て
村
あ
る
い
は
組
合
村
に
注
目

し
た
と
い
う
点
で
、
両
氏
の
仕
事
は
研
究
史
上
の
一
画
期
を
な
す
と
思
っ
て
い
る
。
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問
題
は
、
戦
後
歴
史
学
が
一
貫
し
て
も
っ
て
い
た
変
革
主
体
の
追
求
と
い
う
こ

の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
れ
と
自
己
の
問
題
意
識
の
距
離
を

問
う
こ
と
な
く
、
水
本
氏
か
ら
、
あ
る
い
は
久
留
島
氏
か
ら
研
究
史
が
始
ま
っ
た

か
の
よ
う
に
両
氏
に
追
随
し
、
こ
の
点
が
不
十
分
で
あ
る
と
か
、
こ
ん
な
事
例
が

あ
る
と
い
う
よ
う
に
村
・
組
合
村
の
諸
機
能
・
政
治
的
シ
ス
テ
ム
を
次
々
と
見
出

す
こ
と
だ
け
が
目
的
化
し
、
安
易
に
近
代
へ
の
連
続
を
指
摘
し
た
そ
の
後
の
研
究

動
向
に
こ
そ
あ
る
。
町
田
氏
が
批
判
す
る
地
域
社
会
論
の
問
題
点
は
こ
こ
に
あ
り
、

本
書
が
そ
れ
へ
の
決
定
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

た
と
え
ば
終
章
で

「
制
度
と
実
践
行
為
の
統
一
的
把
握
」
と
い
う
整
理
が
な
さ
れ
る
諸
事
実
を
前
に

す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
書
は
研
究
史
上
の
一
画
期
を
な
す
水
本
・
久
留
島
氏
に
は
な
お
十

分
な
批
判
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
と
私
は
思
う
。
そ
れ
は
大
き
く
い
う
と
二
点
あ
っ

て
、
ま
ず
一
点
目
は
水
本
・
久
留
島
氏
の
仕
事
を
変
革
主
体
論
の
延
長
線
上
に
位

置
づ
け
る
と
い
う
私
の
評
価
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
町
田
氏
が
構
築
し
よ
う
と
し

て
い
る
地
域
社
会
構
造
論
と
の
聞
に
差
違
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
地
域
社
会
論
と
町
田
氏
の
仕
事
が
一
線
を
画
す
る
こ
と
は
間

一
九
八

O
年

違
い
な
い
が
、
し
か
し
氏
も
変
革
主
体
論
と
い
う
両
氏
の
問
題
意
識
と
の
距
離
・

関
係
を
整
理
し
切
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
点
は
、

政
治
的
表
層
の
分
析
に
と
ど
ま
る
村
落
運
営
論
と
い
う
批
判
は
両
氏
に
も
当
て
は

ま
る
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
が
、
変
革
主
体
論
と
い
う
研
究
史
を
継
承
す
る
両
氏
に
と
っ

て
は
、
「
村
に
依
拠
し
て
領
主
に
対
崎
」
し
た
と
い
う
点
、
換
言
す
る
な
ら
ば
領

主
権
力
と
の
関
係
は
主
要
な
論
点
で
あ
り
、

そ
の
点
の
分
析
が
本
書
で
は
み
ら
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
終
章
で
、
郡
中
な
い
し
組
に
通
貫
し
て
存
在
す
る
訴
願
内
容

の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
内
容
が
村
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
問
題
だ
っ

た
の
か
、
村
内
に
矛
盾
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
村
落
秩
序
と
の
関
係
、
郡
中
惣

代
ら
が
郡
中
に
お
け
る
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
、
自
己
の
家
・
村
と
郡
中
の
広
域

的
な
問
題
と
を
ど
の
よ
う
に
す
り
あ
わ
せ
て
き
た
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
が
今
後

の
課
題
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
と
う
説
明
し
て
い
く
か
で
現
在

の
地
域
社
会
論
も
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
氏
が
獲
得
し
た
村
落

秩
序
の
分
析
視
角
を
も
っ
て
解
決
し
な
い
限
り
、
両
氏
を
乗
り
越
え
た
と
は
い
え

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
「
泉

州
一
橋
領
知
に
お
け
る
惣
代
庄
屋
に
つ
い
て
」
と
い
う
あ
の
意
義
深
い
仕
事
が
本

害
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
が
容
易
で
な
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い
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
で
提
示
し
た
分
析
視
角
を
も
っ

て
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
見
通
し
が
で
き
る
と
い
う
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
叙
述
を
し

て
ほ
し
か
っ
た
。
結
局
、
最
後
に
多
く
の
研
究
者
が
抱
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
課
題

一
般
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
私
の
大
き
な
不
満
で
あ
る
。

本
書
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
と
き
、
本
書
が
向
き
合
う
べ
き
研
究
史
と
は

地
域
社
会
論
な
ど
と
い
う
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
水
本
・
久
留
島
氏
が
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
両
氏
以
前
の
戦
後
近
世
農
村
史
と
い
う
あ
の
分
厚
い
研
究
史
そ
の

も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
と
の
対
比
の
な
か
で
本
書
の
意
義
と
今
後
の
課
題
が

述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
私
の
疑
問
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
久
留
島
氏
が
「
農
民
層
分
解
の
分
析
が

自
己
目
的
化
L
始
め
」
、
「
農
民
層
分
解
が
そ
の
政
治
的
行
動
と
ど
の
よ
う
な
関
係



に
あ
る
の
か
と
問
う
た
と
き
の
評
価
方
法
は
、

や
は
り
経
済
基
底
還
元
論
で
し
か

な
か
っ
た
」
(
『
近
世
幕
領
白
行
政
と
組
合
村
』
)
と
批
判
し
た
戦
後
農
村
史
を
乗
り

越
え
る
分
析
視
角
を
氏
は
獲
得
し
た
と
思
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

T 最
後
に
、
本
書
が
さ
ら
に
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
研
究
史
上
に
位
置
つ
け
ら
れ

て
い
く
う
え
で
必
要
だ
と
恩
わ
れ
る
課
題
を
三
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
一
点
目
。
本
書
の
主
張
点
の
う
ち
も
っ
と
も
精
力
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の

が
、
近
世
村
落
に
お
け
る
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
へ
の
転
換
を
説
明
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
七
世
紀
以
来
の
小
領
主
に
よ
る
支
配
秩
序
が
、
共
同
体

成
員
の
平
等
を
原
理
と
す
る
小
農
共
同
体
に
包
摂
さ
れ
、
こ
の
小
農
が
主
導
す
る

村
と
村
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
地
域
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
研
究
史
に
対
し
て
、

一
七
世
紀
前
半
の
農
奴
主
的
性
格
を
持
つ
名
団
地
主
が
、
小
農
共
同
体
確
立
を
ひ

と
つ
の
条
件
と
し
て
、
質
地
地
主
等
へ
と
自
己
転
生
す
る
過
程
だ
と
主
張
す
る
吉

回
伸
之
氏
の
社
会
的
権
力
論
に
賛
意
し
、

そ
の
過
程
を
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
核
と
な
る
分
析
が
黒
鳥
村
で
あ
る
。
同
村
で
は
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀

へ
と
転
換
す
る
元
禄
期
に
村
方
騒
動
が
起
こ
り
、
新
庄
屋
武
右
衛
門
が
誕
生
す
る

が
、
こ
れ
は
質
地
関
係
の
展
開
に
基
づ
く
武
右
衛
門
の
経
済
的
成
長
と
、
村
の
年

貢
・
上
納
銀
等
の
立
替
を
、
庄
屋
家
で
は
な
く
大
高
持
武
右
衛
門
に
実
質
的
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
い
構
造
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
結
合
し
た
た
め
起
こ
っ
た
こ
と
、

そ
れ
は
経
済
的
成
長
と
同
時
に
政
治
的
領
域
を
も
取
り
込
ん
で
い
く
過
程
で
あ
る

こ
と
、
騒
動
に
よ
っ
て
庄
屋
の
役
割
は
規
範
化
し
、
慢
性
的
不
正
を
も
た
ら
す
旧

来
の
運
営
構
造
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し

も
平
等

「
民
主
化
」
と
言
い
切
れ
る
よ
う
な
村
政
で
は
な
く
、
新
た
な
社
会
的

権
力
を
再
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
分
析
自
体
は
興
味
深
い
が
、
私
が
疑
問
に
思
う
の
は
、
村
請
制
村
と
重
な

り
合
い
な
が
ら
も
異
な
る
位
相
を
持
つ
生
活
共
同
体
の
諸
側
面
と
を
あ
わ
せ
て
近

世
村
落
秩
序
を
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
黒
鳥
村
に
即
し
て
論
じ
な
が
ら
、

元
禄
の
村
方
騒
動
は
村
請
制
村
日
政
治
的
世
界
レ
ベ
ル
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
と
い
う
近
世
村
落
の
画
期
が
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
、
結
局
、
村
落
秩
序
の
変
化
と
は
村
請
制
村
を
み
て
い
れ
ば
、

ま
た
村
方
文
書
の
分
析
を
す
れ
ば
こ
と
済
む
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
生
活
共

同
体
と
い
う
分
析
視
角
は
村
請
制
村
で
み
え
る
こ
と
を
深
化
さ
せ
る
だ
け
の
分
析

と
い
う
批
判
を
招
き
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
政
治
的
社
会
レ
ベ
ル
と
地
域
生
活
レ
ベ
ル
と
い
う
分
析

視
角
に
つ
い
て
。
小
田
村
の
座
に
即
し
て
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
社
会
レ
ベ
ル

で
の
大
変
革
期
に
お
い
て
も
、
生
活
レ
ベ
ル
は
基
本
的
に
そ
の
大
枠
を
変
え
る
こ

と
な
く
持
続
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、

そ
の
視
角
か
ら
世
直
し
状
況
論
に
一
言

な
い
の
が
残
念
で
は
あ
る
が
、
幕
末
維
新
期
論
へ
の
た
い
へ
ん
な
問
題
提
起
だ
と

思
っ
て
い
る
。

そ
の
是
非
は
今
後
議
論
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
元
禄
村
方
騒
動
に

即
す
る
な
ら
ば
、
経
済
的
変
化
と
政
治
的
変
化
は
連
関
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
地

域
生
活
レ
ベ
ル
で
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
ら
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

地
域
生
活
レ
ベ
ノレ
と

つ
分
析
視
角
が
経
済
基
底
還
ヌ己
論
を
克
服
す
る
の
に
有
効

な
分
析
視
角
と
な
る
に
は
、

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
へ
の
近
世
村
落
秩
序
の
転
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換
を
、
地
域
生
活
レ
ベ
ル
と
連
関
さ
せ
な
が
ら
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

二
点
目
は
、
戦
後
畿
内
農
村
史
研
究
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。

い
ま
述
べ
た

よ
う
な
町
田
氏
が
批
判
す
る
近
世
村
落
に
お
け
る
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
へ
の

転
換
と
は
主
に
は
朝
尾
直
弘
氏
の
仕
事
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
水
本
・
久
留
島

氏
の
仕
事
に
も
影
響
を
与
え
る
重
要
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か

し
、
戦
後
畿
内
農
村
史
研
究
か
ら
朝
尾
氏
と
社
会
的
権
力
論
に
関
わ
る
佐
々
木
潤

之
介
氏
の
仕
事
だ
け
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
と
つ
な
が
る
水
本
・
久
留
島
両
氏
と
一

九
九

0
年
代
の
地
域
社
会
論
と
だ
け
で
、
自
己
の
研
究
を
意
義
づ
け
る
の
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
津
田
秀
夫
氏
の
村
方
騒
動
論
は
と
う
で
あ
ろ
う
。
地
主
制
の
発
展

と
村
方
騒
動
の
展
開
を
関
連
づ
け
た
津
田
氏
も
、
村
方
騒
動
は
平
等

「
民
主
化
」

へ
の
歩
み
と
い
う
位
置
つ
け
を
し
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
る
村
方
騒

動
を
通
じ
て
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
間
に
実
現
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
れ
は
形
式
的
な
平
等
に
過
さ
な
い
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
決
し
て
、

一
八
世
紀
以
降
の
村
政
に
近
代
化
の
芽
を
見
出

そ
う
な
ど
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
畿
内
農
村
史
研
究
で
は
一
八
世
紀
以
降

の
地
主
制
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
り
、
封
建
的
生
産
様

式
に
生
ま
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
関
係
は
、
生
成
・
発
展
に
と
も
な
い
必
然
的
に

共
同
体
を
解
体
さ
せ
る
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
津
田
も
そ
の

論
者
で
あ
り
、
津
田
に
と
っ
て
村
落
共
同
体
と
は
崩
壊
し
て
い
く
べ
き
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
、
国
訴
と
い
う
広
域
訴
願
運
動
を
発
見
し
、

そ
の
担
い
手
は
村
役
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
な
が
ら
、
自
身
の
村
方
騒
動
論
と

整
合
的
に
理
解
す
る
新
た
な
視
角
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
薮
田
貫
の
園
訴
論
は
、

そ
の
克
服
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
村
の
理

解
と
い
う
点
で
両
氏
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
も
っ
と
議
論
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
津
田
氏
の
見
解
か
ヲ
り
す
れ
ば
、
水
本
・
久
留
島
氏
が

描
く
よ
う
な
「
歴
史
展
開
起
動
力
と
し
て
の
村
」
や
そ
れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し

た
一
九
八

0
年
代
の
地
域
社
会
論
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
が
言
い
た
い
の
は
津
田
氏
が
正
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
朝
尾
氏

と
は
違
う
研
究
史
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、

そ
れ
と
本
書
の

成
果
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
佐
々
木
潤
之
介
氏
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
畿
内
農
村
史
研
究

は
手
作
経
営
に
よ
る
富
農
経
営
を
発
見
し
、
地
主
制
の
展
開
に
関
す
る
理
解
は
佐
々
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木
氏
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
河
内
国
を
対
象
に
し
た
竹
安
繁
治
氏

の
仕
事
、
西
摂
津
農
村
の
分
析
を
も
と
に
二
類
型
分
解
を
論
じ
た
山
崎
陵
三
氏
の

仕
事
等
々
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、

そ
こ
に
は
畿
内
の
固
有
性
を
大
切
に
す
る

と
い
う
視
角
が
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
「
畿
内
地
域
へ
と
対
象
を
広
げ
、
広
域

支
配
や
運
動
論
(
国
訴
)
に
偏
重
し
た
地
域
社
会
論
で
は
な
く
、
ま
さ
に
畿
内
地

域
社
会
論
と
し
て
こ
れ
を
論
じ
直
す
」
と
い
う
町
田
氏
の
言
に
は
賛
同
し
た
い
が
、

そ
れ
に
は
近
年
と
り
わ
け
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
佐
々
木
氏
と
は
違
う
近
世
史
像

を
描
こ
う
と
し
た
畿
内
農
村
史
研
究
と
の
格
闘
は
絶
対
に
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ

る。
さ
ら
に
補
足
す
る
と
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
は
先
進
地
帯
と
し
て
一
括
り
に
さ

れ
る
が
、

そ
の
社
会
構
造
は
相
当
に
違
う
と
感
じ
て
い
る
。
和
泉
に
つ
い
て
は
一



七
世
紀
に
つ
い
て
論
じ
た
川
上
雅
・
鷲
見
等
曜
・
中
村
哲
氏
等
の
優
れ
た
仕
事
は

あ
る
も
の
の
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
に
偏
重
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
ロ
町
田
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
八
世
紀
後
半
か
ら
「
資
本
」
と
そ
の
対
局
と
し
て
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
的
要
素
が
浸
透
す
る
村
が
和
泉
に
は
み
ら
れ
る
こ
と
は
研
究
史
が
明
ら

か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
一
七
世
紀
・
一
八
世
紀
を
経
て

形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
説
得
的
な
論
証
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と

り
わ
け
和
泉
の
一
七
世
紀
は
難
物
中
の
難
物
で
、
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
社
会
的
権

力
が
摂
津
や
河
内
と
は
違
う
あ
り
方
を
し
、
領
主
権
力
も
そ
れ
に
大
き
く
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
わ
ず
か
な
事
実
か
ら
垣
間
見
え
る
摂

津
-
河
内
と
は
違
う
和
泉
の
固
有
性
と
手
薄
な
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
和
泉
の

地
域
社
会
構
造
を
論
じ
た
本
書
は
誠
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
和
泉
を
対
象
と

し
た
研
究
が
進
展
す
る
に
は
、
本
書
の
よ
う
な
精
微
な
分
析
は
必
要
不
可
欠
で
、

今
後
一
つ
の
指
針
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
終
章
で
は
社
会
的
権
力
と
し
て

坂
本
新
田
の
開
発
人
と
池
田
下
村
の
高
橋
家
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
世
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
何
が
否
定
さ
れ
、
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、

そ
れ
こ
そ
固
有
性
あ
る
和
泉
の
社
会
的
権
力
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

最
後
の
三
点
目
は
、
畿
内
の
固
有
性
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
わ
る
が
、

八

世
紀
後
半
以
降
、
「
資
本
」

の
対
局
に
展
開
す
る
広
範
な
余
業
・
賃
稼
と
無
高
層

の
村
内
滞
留
と
い
う
事
実
の
評
価
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
下
層
民
と
一
括
り
に
す
る

が
、
こ
の
下
層
民
の
位
置
づ
け
が
佐
々
木
氏
の
い
わ
ゆ
る
豪
農
|
半
プ
ロ
論
と
は

決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
り
、

そ
れ
は
先
述
し
た
村
共
同
体
の
理
解
の
違
い
に
も

関
わ
っ
て
く
る
。
近
世
農
村
の
商
品
生
産
は
共
同
体
的
諸
関
係
を
打
破
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
も
う
一
つ
の
研
究
史
の
流
れ
で
あ
る
。
下
層
民
の
位
置
づ

け
は
本
書
の
守
備
範
囲
を
超
え
た
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
が
、
畿
内
地
域
社
会
論

を
構
築
す
る
う
え
で
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
や
っ
か
い
な
課
題
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

T 
形
式
も
、
枚
数
も
お
任
せ
し
ま
す
と
い
う
実
に
有
難
い
依
頼
に
甘
え
、
紙
幅
を

費
や
し
た
割
に
は
町
田
氏
に
と
っ
て
有
意
義
な
書
評
と
な
り
え
た
か
何
と
も
心
許

な
い
。
精
微
に
事
実
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
丁
寧
に
扱
う
と
い
う
氏
の
姿
勢
と

は
全
く
正
反
対
の
書
評
に
な
っ
た
こ
と
と
、
誤
読
や
理
解
不
足
に
よ
る
的
は
ず
れ

な
指
摘
や
非
礼
が
多
々
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
町
田
氏
お
よ
び
読
者
に
お
詫
び
せ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
全
く
異
な
る
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
畿
内
地
域
社
会
像
の
構

築
に
取
り
組
ん
で
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
学
生
時
代
に
勉
強
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
意
義
と
課
題
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た

本
書
の
書
評
は
、
誠
に
意
義
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
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