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（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
行
わ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
実
証
的
に
遠
距
離
通
耕
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
も
の
は

少
な
い
。
実
証
研
究
と
し
て
遠
距
離
通
耕
が
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
き

た
の
か
、
浮
田
（
一
九
七
四
）、
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
を
紹
介
し

て
い
き
た
い
。

　
一
）
浮
田
（
一
九
七
四
）
の
紹
介

　

ま
ず
、
浮
田
（
一
九
七
四
）
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
浮
田

（
一
九
七
四
）
で
は
、
第
一
に
、
消
滅
し
つ
つ
あ
る
遠
距
離
通
耕
の
実
態
を

把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
詳
し
い
実
態
把
握
を
お
こ
な
っ
た
。
浮
田
自
身

に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
農
業
高
校
の
農
家
出
身
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
遠
距
離
通
耕
の
実
態
は
、
現
在
で
は

大
変
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
浮
田
（
一
九
七
四
）
か
ら
引
用
し
た

も
の
で
あ
る
図
１
は
、
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
の
全
体
像
を

示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
研
究
論
文
と
し
て
最
終
的
に
、
①
遠

距
離
通
耕
の
発
生
要
因
、
②
船
に
よ
る
西
表
島
へ
の
通
耕
、
③
陸
路
で
の

石
垣
島
へ
の
通
耕
、
の
３
点
に
つ
い
て
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

①
の
発
生
要
因
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、浮
田
（
一
九
七
四
）
は
主
に
「
マ

ラ
リ
ア
」、「
人
頭
税
」
の
２
つ
の
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
。
八
重
山
諸
島

に
お
い
て
は
、
山
が
あ
り
、
水
が
あ
り
、
水
田
が
あ
る
西
表
島
と
石
垣
島

北
部
は
マ
ラ
リ
ア
を
媒
介
す
る
ア
ノ
フ
ェ
レ
ス
蚊
が
生
息
し
て
い
る
た
め

マ
ラ
リ
ア
の
有
病
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
西
表
島
と
石
垣
島
北
部
は
長

く
人
が
定
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
山

八
重
山
諸
島
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
に
関
す
る

研
究
動
向

土
　
屋
　
　
　
純

一
、
は
じ
め
に

　

遠
距
離
通
耕
と
は
、
居
住
地
か
ら
離
れ
た
場
所
に
耕
地
を
所
有
し
、
通

勤
し
て
農
業
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
八
重
山
諸
島
で
は
、
稲
作
を
お

こ
な
う
た
め
遠
距
離
の
通
耕
が
一
九
七
〇
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
八

重
山
諸
島
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
の
起
源
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
琉
球

王
国
に
お
い
て
人
頭
税
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
一
六
三
七
年
か
ら
盛
ん
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
に
関
す
る
実
証

的
研
究
に
関
し
て
は
、
人
文
地
理
学
に
よ
る
も
の
が
代
表
的
で
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
論
文
は
、
浮
田
（
一
九
七
四
）
と
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）

で
あ
る
。

　

本
論
考
で
は
、
お
も
に
浮
田
（
一
九
七
四
）、
藤
井
（
二
〇
一
〇
、

二
〇
一
四
）
の
２
人
の
研
究
者
に
よ
る
論
考
を
比
較
し
な
が
ら
、
遠
距
離

通
耕
の
起
源
や
そ
の
実
態
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
す
る
と
と
も
に
、
著
者
な

り
に
遠
距
離
通
耕
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、
遠
距
離
通
耕
の
研
究
動
向
に
つ
い
て

　

遠
距
離
通
耕
に
つ
い
て
注
目
し
た
研
究
は
、
浮
田
（
一
九
七
四
）、
藤
井
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か
ら
離
れ
て
い
る
石
垣
島
南
部
や
、
隆
起
し
た
珊
瑚
石
灰
岩
の
平
坦
な
島

で
あ
る
竹
富
島
、
新
城
島
、
鳩
間
島
は
マ
ラ
リ
ア
の
無
病
地
で
あ
っ
た
。

遠
距
離
通
耕
と
は
、
マ
ラ
リ
ア
の
無
病
地
か
ら
稲
作
が
で
き
る
有
病
地
へ

通
耕
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
「
人
頭
税
」
で
あ
る
が
、
八
重
山
諸
島
で
は
一
六
三
七
年
か
ら

一
九
〇
二
年
に
か
け
て
人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
15
歳
か
ら
50
歳
の

男
女
に
多
く
の
米
や
反
布
を
一
律
に
賦
課
さ
れ
た
た
め
、
八
重
山
諸
島
の

人
々
は
長
く
苦
し
め
ら
れ
た
。
水
田
の
有
無
に
限
ら
ず
米
を
上
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
水
田
の
な
か
っ
た
地
域
で
は
遠
く
離
れ
た
場

所
に
水
田
を
確
保
し
て
通
耕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

浮
田
（
一
九
七
四
）
で
は
、
マ
ラ
リ
ア
と
人
頭
税
と
い
う
八
重
山
諸
島
の

人
々
に
課
せ
ら
れ
た
要
因
に
よ
っ
て
遠
距
離
通
耕
が
行
わ
れ
て
き
た
と
し

て
い
る
。

　

②
の
船
に
よ
る
西
表
島
へ
の
通
耕
で
は
、
通
耕
で
も
ち
い
た
船
・
航
行

の
実
態
、
田
子
屋
で
の
泊
ま
り
込
み
と
農
作
業
、
新
城
島
・
竹
富
島
・
鳩

間
島
・
黒
島
に
お
け
る
通
耕
の
実
態
、
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
古
老

な
ど
か
ら
の
聞
き
取
り
か
ら
、
か
つ
て
は
松
船
（
松
の
木
を
刳
り
貫
い
た
も

の
）
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
の
後
杉
の
板
で
作
っ
た
テ
ン
マ
セ
ン
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
エ
ン
ジ
ン
付
き
の
サ
バ
ニ

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
田
小
屋
で
の
泊
ま

り
込
み
と
農
作
業
に
つ
い
て
農
事
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
成
し
て
検
討
し
て
い

る
。
田
う
ち
、
種
お
こ
し
、
田
植
、
田
草
取
り
、
収
穫
の
作
業
の
た
め
に

西
表
島
ま
で
船
で
移
動
し
て
い
た
。
田
植
や
収
穫
な
ど
の
人
手
が
か
か
る

と
き
に
は
男
女
と
も
に
移
動
し
て
農
作
業
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か

図1　第二次大戦の直前における遠距離通耕の概況、浮田（1974）より
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態
を
中
心
に
分
析
し
、
藤
井
（
二
〇
一
四
）
で
は
新
城
島
に
お
け
る
遠
距

離
通
耕
の
実
態
を
分
析
す
る
と
と
も
に
高
い
島
と
低
い
島
の
関
係
性
と
生

態
適
応
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

　

浮
田
（
一
九
七
四
）
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
の
発
生
要
因
と
し
て
指
摘

し
て
い
る
「
マ
ラ
リ
ア
」「
人
頭
税
」
と
い
う
八
重
山
諸
島
の
人
々
が
抱

え
て
き
た
条
件
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
藤
井

（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
で
は
遠
距
離
通
耕
は
「
低
い
島
」
の
人
々
が
生

活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
行
っ
て
き
た
営
為
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す

な
わ
ち
「
低
い
島
」
の
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、「
高
い
島
」
に
お
け
る

稲
作
や
、
森
林
か
ら
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
入
手
す
る
た
め
に
、

遠
距
離
通
耕
は
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
課
せ
ら
れ
た
条
件
の
中
で

止
む
を
得
ず
行
っ
た
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
、
積
極
的
に
生
活
を
充
実
さ

せ
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
を
実
証
す
る
た
め
に
、
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）

で
は
明
治
時
代
以
降
の
近
代
期
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
に
注
目
し
、
土
地

台
帳
と
そ
れ
に
付
随
す
る
地
籍
図
を
用
い
て
実
証
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し

た
。
明
治
政
府
は
地
租
改
正
を
実
現
す
る
た
め
に
、
土
地
に
対
し
て
課
す

諸
税
の
基
盤
と
し
て
土
地
台
帳
を
作
成
し
た
。
土
地
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
一
筆
一
筆
の
土
地
の
様
々
な
情
報
（
土
地
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
所
有

者
の
字
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
実
証
的
な
遠
距
離
通
耕
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

　

遠
距
離
通
耕
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

人
頭
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
な
く
な
っ
た
明
治
時

に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
戦
後
一
九
七
〇

年
代
ま
で
の
実
態
が
生
き
生
き
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

③
の
陸
路
で
の
石
垣
島
へ
の
通
耕
で
は
、
通
耕
先
の
状
況
、
通
耕
の
交

通
手
段
、
通
耕
の
時
期
・
期
間
、
農
家
へ
の
詳
細
な
聞
き
取
り
調
査
、
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
石
垣
市
登
野
城
の
農
家
２
件
へ
の
詳
し
い
聞
き

取
り
に
よ
っ
て
、
移
動
手
段
の
多
様
性
や
、
一
九
六
〇
年
と
一
九
七
三
年

に
お
け
る
作
付
け
の
状
況
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
家
単
位
で
の

遠
距
離
通
耕
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
浮
田

（
一
九
七
四
）
は
、
消
滅
仕
掛
け
て
い
た
遠
距
離
通
耕
の
実
態
を
調
査
し
た

貴
重
な
研
究
で
あ
る
。

　
二
）
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
の
紹
介

　

続
い
て
、
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
藤

井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
で
は
、
貴
重
な
実
態
調
査
で
あ
っ
た
浮
田

（
一
九
七
四
）
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
遠
距
離
通
耕
の
実
態
や

そ
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
的
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

人
頭
税
が
終
了
し
た
明
治
期
以
降
に
お
け
る
実
態
を
、
土
地
台
帳
を
中
心

に
当
時
の
様
子
が
わ
か
る
資
料
を
元
に
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。

　

藤
井
の
一
連
の
研
究
に
お
け
る
枠
組
み
と
し
て
八
重
山
諸
島
を
「
高
い

島
」
と
「
低
い
島
」
の
２
つ
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
態
的
な
特
徴
を

把
握
し
な
が
ら
、
高
い
島
と
低
い
島
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
遠
距
離
通
耕
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、

藤
井
（
二
〇
一
〇
）
で
は
竹
富
島
、
鳩
間
島
に
お
け
る
遠
距
離
通
耕
の
実
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と
に
よ
り
遠
距
離
通
耕
の
た
め
の
航
海
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
い
っ
た

結
果
、
遠
距
離
通
耕
は
戦
後
に
お
い
て
も
し
ば
ら
く
の
間
衰
退
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
竹
富
島
で
は
一
八
八
〇
年

代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
人
口
が
増
加
し
、
ピ
ー
ク
時
に
は
二
千

人
を
超
え
て
い
る
。
竹
富
島
の
伝
承
で
は
、
竹
富
島
は
千
人
の
島
で
あ
り

千
人
を
越
す
と
生
活
が
で
き
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
遠
距
離
通
耕

に
よ
っ
て
千
人
を
超
え
る
人
口
が
支
え
ら
れ
た
と
、
藤
井
（
二
〇
一
〇
）

は
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
元
に
近
代
期
に
お
け
る
実
態
を
検
討

し
た
藤
井
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
で
は
、
遠
距
離
通
耕
を
１
つ
の
生
態

適
応
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
低
い
島
の
限
ら
れ
た
資
源

を
補
う
た
め
に
高
い
島
か
ら
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
資
源
を
活
用
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
態
を
藤
井
（
二
〇
一
四
）
で
は
図
２
の
よ

う
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
い
島
と
低
い
島
の
つ
な
が
り
こ
そ

が
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
人
々
の
生
態
適
応
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
浮
田
、
藤
井
に
よ
る
実
証
研
究
を
踏
ま
え
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
遠
距
離
通
耕
の
実
態
や
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、
浮
田
、
藤
井
の
２
人
の
地
理
学
者
に
よ
る
実
証
的
な
研
究
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
丹
念
に
行
わ
れ
た
実
証
研
究
は
、
遠
距
離
通
耕
に

つ
い
て
研
究
・
考
察
す
る
際
の
共
通
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研

究
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
距
離
通
耕
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

き
た
の
か
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
一
九
七
〇
年
代
に
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
遠
距
離
通
耕
は
現
在
に
お

代
以
降
も
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
遠
距
離
通
耕
を
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
１
つ
無
く
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
藤
井
（
二
〇
一
〇
）
で
は
、
竹
富
島
、
鳩
間
島
に
お
い
て
西
表
島
へ

の
遠
距
離
通
耕
が
明
治
時
代
以
降
に
お
い
て
も
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
土

地
台
帳
の
資
料
を
元
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
竹
富
島
の
人
々
は
西
表
島
の
北
東
部
に
お
い
て
遠
距
離
通
耕

を
行
っ
て
き
た
が
、
明
治
時
代
以
降
、
西
表
島
の
古
見
地
区
の
住
民
が
集

落
の
近
く
に
所
有
し
て
き
た
水
田
が
、
一
九
五
五
年
に
な
る
と
ほ
ぼ
竹
富

島
の
住
民
の
所
有
物
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
高

い
島
で
あ
る
西
表
島
の
集
落
で
は
水
田
を
手
放
し
て
い
っ
た
一
方
、
竹
富

島
な
ど
の
低
い
島
で
は
西
表
島
の
水
田
所
有
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
（
藤
井
二
〇
一
〇
）。

　

さ
ら
に
、
様
々
な
資
料
を
も
と
に
、
土
地
台
帳
で
明
ら
か
に
な
っ
た
所

有
権
移
転
の
背
景
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
る
。
日
清
戦
争
以
降
、
植
民

地
と
な
っ
た
台
湾
は
、
労
働
市
場
と
し
て
拡
大
し
て
お
り
、
八
重
山
諸
島

の
な
か
で
台
湾
に
よ
り
近
い
島
々
で
は
台
湾
へ
の
出
稼
ぎ
が
増
え
て
い
っ

た
。
八
重
山
諸
島
と
台
湾
を
結
ぶ
航
路
が
充
実
し
て
い
く
中
で
貨
幣
・
市

場
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
地
租
改
正
に
よ
る
現
金
納
へ
の

移
行
が
相
ま
っ
て
、
現
金
収
入
へ
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
。
当
時
、
主
要

な
換
金
作
物
で
あ
っ
た
米
作
の
必
要
性
が
増
し
て
い
っ
た
と
、
藤
井

（
二
〇
一
〇
）
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
遠
距
離
通
耕
に
欠
か
せ
な
い
船
舶
の
所
有
状
況
や
改
良
に
つ
い
て

も
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
竹
富
島
で
船
舶
の
所
有
が
増
え
て

い
っ
た
こ
と
、
戦
後
、
エ
ン
ジ
ン
を
動
力
と
す
る
船
が
増
え
て
い
っ
た
こ
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い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
藤
井
（
二
〇
一
〇
）
は

遠
距
離
通
耕
を
八
重
山
諸
島
の
人
々
に
よ
る
生
態
適
応
と
し
て
捉
え
て
い

る
が
、
置
か
れ
た
自
然
条
件
の
中
で
、
そ
の
自
然
資
源
か
ら
得
ら
れ
る
恵

み
を
生
か
す
営
み
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
、

西
表
島
や
竹
富
島
に
観
光
に
出
か
け
て
も
、
遠
距
離
通
耕
の
よ
う
な
高
い

島
と
低
い
島
の
つ
な
が
り
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
竹
富
島
の

伝
統
的
な
家
々
を
見
た
時
、
赤
瓦
屋
根
を
拭
く
た
め
に
必
要
な
木
材
は
西

表
島
か
ら
調
達
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
考
え
る
と
、
目
の
前
に
広
が
っ
て
い

る
竹
富
島
の
景
観
は
人
間
の
生
態
適
応
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

　

景
観
は
地
域
の
人
々
の
生
態
適
応
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
。
竹
富
島

の
景
観
は
、
西
表
島
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
八
重
山
諸
島
の
人
々
の
た
く
ま
し
さ
、
し
た
た
か
さ
、
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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