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立
地
や
集
落
の
様
相
を
規
定
、
あ
る
い
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
点
も
重
要
な

視
点
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
交
易
だ
け
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
背
景
に
生
活
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
点
で
も
北
方
世
界
を
総
合
的
に
と
ら

え
る
上
で
本
書
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
書
は
中
世
ま
で
の
北
方
史
研
究
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
提
示
さ

れ
て
お
り
、
今
後
の
課
題
や
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
の
ヒ
ン
ト
が
多
く
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
書
は
研
究
史
上
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
書
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
今
後
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、

さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
く
か
が
こ
れ
か
ら
の
北
方
史
研
究
の
課
題
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

そ
の
点
で
本
書
は
こ
れ
か
ら
の
北
方
史
研
究
を
進
め
る
上
で
必
読
の
書
と
し
て
長
く

読
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
本
書
の
概
要
を
整
理
し
て
評
者
が
感
じ
た
点
な
ど
を
述
べ
て
き
た
。
各

論
文
の
概
要
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
以
外
に
も
多
く
の
論
点
が
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
き
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、

本
書
全
体
に
つ
い
て
も
あ
る
い
は
的
外
れ
な
コ
メ
ン
ト
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
誤
読

や
理
解
の
い
た
ら
な
か
っ
た
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
点
は
評
者
の
責
任
と
し
て
執
筆
者
諸
氏
と
読
者
に
ご
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
し

か
し
、
本
書
に
よ
っ
て
北
方
史
研
究
の
新
し
い
扉
が
開
か
れ
た
こ
と
を
最
後
に
述
べ

て
拙
い
書
評
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
Ａ
５
判
、
四
六
三
頁
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
、
岩
田
書
店
、

価
格
九
五
〇
〇
円
＋
税
）

（
よ
し
だ
・
か
ん

山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
准
教
授
）

長
谷
川
成
一
監
修

浪
川
健
治
・
河
西
英
通
編

『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容

―

創
造
さ
れ
る
歴
史
像
―
』

小
石
川

透

本
書
は
、
十
五
本
の
論
文
と
、
一
本
の
研
究
ノ
ー
ト
か
ら
な
る
論
文
集
で
、
監
修

者
で
あ
る
長
谷
川
氏
の
「
ま
え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
「
境
界
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
変

容
、
生
命
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
「
新
た
な
地
域
史
像
の
構
築
を
図
」
る
こ
と
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
る
。

構
成
は
、
Ⅰ
「
近
世
の
枠
組
み
と
「
境
界
」
」
、
Ⅱ
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
む
多
様

な
近
世
地
域
像
」
、
Ⅲ
「
変
容
の
な
か
に
形
成
さ
れ
る
近
代
の
地
域
像
」
の
三
部
構

成
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
者
各
自
の
研
究
テ
ー
マ
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
先
に
あ
げ

た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
沿
う
形
で
、
多
角
的
に
検
討
し
た
論
考
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
。

な
お
本
書
は
、
Ⅰ
～
Ⅲ
の
各
部
の
最
初
に
「
位
置
づ
け
と
紹
介
」
と
し
て
、
所
収

さ
れ
た
論
文
の
内
容
を
編
者
が
端
的
に
解
説
し
て
い
る
が
、
以
下
、
本
稿
の
「
書
評

と
紹
介
」
と
い
う
性
格
か
ら
、
「
位
置
づ
け
と
紹
介
」
と
の
重
複
を
恐
れ
ず
、
各
論

考
を
紹
介
し
、
本
書
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

Ⅰ
「
近
世
の
枠
組
み
と
「
境
界
」
」
は
、
五
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
が
、
編
者

で
あ
る
浪
川
氏
の
「
位
置
づ
け
と
紹
介
」
に
よ
れ
ば
、
所
収
さ
れ
た
各
論
文
は
「
国

家
あ
る
い
は
社
会
の
枠
組
み
の
変
化
の
な
か
で
、
人
間
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
た
か
を
境
界
性
と
い

う
視
点
か
ら
考
察
」
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
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浪
川
健
治
氏
の
「
境
界
を
越
え
る
者
―
境
界
と
し
て
の
「
く
ん
ぬ
い
」
と
牢
人

―
」
は
、
寛
文
九
年
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
蜂
起
に
お
け
る
、
「
く
ん
ぬ
い
」
の
戦
略

的
な
位
置
付
け
と
、
そ
の
「
境
界
」
と
し
て
の
性
格
付
け
を
行
い
、
蜂
起
を
契
機
と

し
て
蝦
夷
地
に
入
り
込
ん
だ
「
由
緒
無
之
浪
人
」
の
諸
相
を
分
析
す
る
。
「
由
緒
無

之
浪
人
」
と
は
、
松
前
藩
と
の
関
係
に
お
い
て
、
松
前
藩
を
唯
一
の
権
威
・
権
力
と

認
め
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
故
松
前
藩
と
は
別
個
に
「
境
界
」
に
お
い
て
権
威
化

す
る
可
能
性
の
あ
る
存
在
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
蝦
夷
地
の
支
配
権
力
体
系
破
綻
後

の
新
た
な
権
力
体
系
構
築
の
た
め
、
松
前
藩
は
そ
う
し
た
「
境
界
人
」
の
み
な
ら
ず

「
境
界
」
自
体
を
、
除
去
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
論
述
す
る
。

吉
村
雅
美
氏
の
「
近
世
前
期
の
平
戸
藩
と
浦
方
の
家
臣
―
先
祖
書
の
記
述
を
中
心

に
―
」
は
、
平
戸
藩
が
編
纂
し
た
「
家
中
先
祖
書
」
「
先
祖
書
類
」
な
ど
の
先
祖
書

の
分
析
を
行
い
、
浦
に
基
盤
を
有
す
る
在
郷
の
「
浦
方
」
家
臣
の
解
体
と
再
編
を
、

先
祖
書
に
記
述
の
あ
る
知
行
の
召
し
上
げ
や
召
し
返
し
な
ど
の
事
例
か
ら
考
察
す
る
。

平
戸
藩
で
は
、
知
行
を
召
し
上
げ
た
家
臣
に
対
し
、
扶
持
や
合
力
米
を
与
え
た
り
、

御
目
見
を
行
う
と
い
う
形
で
関
係
を
保
持
し
続
け
る
。
そ
れ
は
浦
の
家
臣
を
把
握
し
、

統
治
の
た
め
に
再
編
成
す
る
こ
と
を
藩
が
意
図
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
唐
船

な
ど
対
外
問
題
へ
の
対
処
に
際
し
、
浦
方
の
家
臣
の
役
割
や
藩
の
編
成
方
針
が
、
時

代
状
況
と
と
も
に
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

阿
部
綾
子
氏
の
「
商
人
司
の
存
続
と
伝
来
文
書
―
証
文
・
折
紙
・
裁
許
状
―
」
は
、

会
津
の
商
人
司
・
簗
田
家
に
伝
来
し
た
諸
文
書
を
検
討
し
、
新
規
の
木
綿
仲
間
設
立

を
、
従
来
か
ら
の
「
商
売
人
支
配
」
の
権
利
を
主
張
し
て
退
け
た
「
寛
永
二
年
一

件
」
、
商
人
司
と
し
て
市
に
お
け
る
優
位
性
を
保
証
さ
れ
た
「
延
宝
三
年
一
件
」
等
、

「
商
人
司
」
と
し
て
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
自
家
の
記
憶
を
書
類
と
し
て
整
備
し
、

自
衛
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
証
文
類
や
覚
書
等
を
作
成
・
整
理
し
た
と
す
る
。

本
田
伸
氏
の
「
近
世
北
奥
の
藩
領
域
―
近
世
中
期
に
お
け
る
八
戸
藩
・
盛
岡
藩
の

藩
境
交
渉
―
」
は
、
八
戸
藩
と
盛
岡
藩
と
の
、
寛
延
二
年
か
ら
は
じ
ま
り
、
安
永
四

年
に
決
着
を
見
た
藩
境
交
渉
の
過
程
を
検
討
し
た
上
で
、
正
確
な
絵
図
の
作
成
や
、

担
当
者
間
で
の
情
報
交
換
、
現
地
調
査
な
ど
か
ら
、
「
証
拠
主
義
の
思
想
が
、
両
藩

の
担
当
者
の
間
に
確
実
に
浸
透
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
。
地
理

的
に
も
経
済
的
に
も
、
ま
た
人
的
交
流
の
面
で
も
、
非
常
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
八
戸
藩
と
盛
岡
藩
で
は
あ
る
が
、
交
渉
の
再
開
に
至
る
ま
で
二

十
年
以
上
経
過
し
た
こ
と
や
、
交
渉
に
お
け
る
事
前
の
摺
り
合
わ
せ
の
慎
重
さ
か
ら
、

藩
の
領
域
を
定
め
る
こ
と
が
領
主
権
力
側
の
み
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
「
本
来
的

に
は
、
鮭
留
・
知
行
所
・
船
渡
場
が
ど
う
な
る
か
こ
そ
第
一
の
関
心
事
」
と
い
う
、

地
域
住
民
の
生
活
に
即
し
た
問
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
複
合
的
な
検
討

の
必
要
性
が
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

市
毛
幹
幸
氏
の
「
後
期
幕
領
期
の
蝦
夷
地
・
ア
イ
ヌ
統
治
政
策
」
は
、
安
政
元
年

か
ら
六
年
ま
で
の
、
第
二
次
蝦
夷
地
直
轄
期
を
対
象
と
し
、
当
該
期
の
ア
イ
ヌ
に
対

す
る
教
諭
で
あ
る
「
申
渡
」
を
分
析
し
、
こ
の
教
諭
が
ア
イ
ヌ
社
会
秩
序
の
保
持
の

み
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
ア
イ
ヌ
の
「
近
世
国
家
秩
序
」
へ
の
編
成
を
実
質
化
す

る
た
め
、
善
行
を
積
ん
だ
ア
イ
ヌ
を
顕
彰
す
る
書
物
の
発
行
等
と
共
に
、
体
系
的
・

組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
か
ら
後
期
幕
領
期
に
お
け

る
ア
イ
ヌ
統
治
政
策
は
、
和
人
社
会
と
共
有
さ
れ
る
道
徳
規
範
の
教
諭
が
、
身
体
的

な
改
俗
と
と
も
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
む
多
様
な
近
世
地
域
像
」
は
、
六
本
の
論
文
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
Ⅰ
同
様
編
者
の
浪
川
氏
に
よ
る
「
位
置
づ
け
と
紹
介
」
に
よ
れ
ば
、
「
人
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と
人
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
繋
が
り
が
、
政
治
や
社
会
・
文
化
を
ど
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
結
ぶ
こ
と
で
変
容
さ
せ
、
新
た
に
構
成
し
た
の
か
に
着
目
し
て
、
そ
の
解

明
と
い
う
視
点
か
ら
近
世
の
地
域
像
と
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
、
Ⅱ

の
共
通
課
題
と
さ
れ
る
。

長
谷
川
成
一
氏
の
「
足
羽
次
郎
三
郎
考
―
そ
の
虚
像
と
実
像
―
」
は
、
弘
前
藩
の

宝
暦
改
革
に
お
け
る
経
済
政
策
の
実
務
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
、
そ
の
子
長
十
郎
と

共
に
知
ら
れ
た
足
羽
次
郎
三
郎
の
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
事
蹟
や

活
動
の
全
容
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
郎
三
郎
に
つ
い
て
関

連
史
料
を
分
析
し
、
そ
の
人
物
像
か
ら
、
銅
鉛
の
売
却
を
一
手
に
担
う
大
坂
支
配
人

と
し
て
の
活
躍
、
尾
太
銅
山
の
経
営
に
関
与
し
、
住
友
泉
屋
等
の
強
大
な
商
人
資
本

と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か

ら
次
郎
三
郎
が
、
「
弘
前
藩
の
大
坂
支
配
人
の
領
域
を
超
え
る
働
き
と
ビ
ジ
ネ
ス
感

覚
を
持
っ
た
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
町
人
な
い
し
商
人
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

金
森
正
也
氏
の
「
北
羽
地
域
社
会
と
殖
産
論
―
那
波
祐
生
の
織
絹
殖
産
構
想
―
」

は
、
文
化
末
年
か
ら
行
わ
れ
た
秋
田
藩
の
絹
織
に
よ
る
殖
産
政
策
を
担
っ
た
那
波
祐

生
に
着
目
し
、
関
連
し
た
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
、
秋
田
領
内
に
お
け
る
絹
織
及
び

織
師
の
状
況
や
、
先
進
地
か
ら
の
技
術
の
導
入
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、

他
者
に
対
し
て
「
的
確
な
情
報
を
入
手
し
、
自
己
の
活
動
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と

す
る
」
、「
当
該
段
階
の
知
識
人
の
特
質
」
を
、
那
波
に
見
出
し
て
い
る
。
進
取
の
気

性
に
富
み
、
自
ら
領
内
を
巡
っ
て
人
材
育
成
に
意
を
砕
く
な
ど
の
那
波
の
姿
か
ら
は
、

「
藩
経
済
の
建
直
し
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
質
の
異
な
る
」
、「
知
」
の
姿
が
鮮
明
に
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。

瀧
本
壽
史
氏
の
「
義
民
・
民
次
郎
一
揆
再
考
」
は
、
弘
前
藩
最
大
の
百
姓
一
揆
と

し
て
語
ら
れ
て
き
た
「
民
次
郎
一
揆
」
の
首
謀
者
と
さ
れ
る
「
民
次
郎
」
に
つ
い
て

資
史
料
の
整
理
を
行
う
。
そ
こ
か
ら
百
姓
側
の
「
一
統
」
の
論
理
と
、
藩
側
の
個
別

把
握
の
論
理
と
の
対
立
が
、
当
該
期
の
近
世
北
奥
の
時
代
的
・
地
域
的
な
特
質
を
示

す
も
の
で
、
一
揆
の
要
因
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
「
義
民
」
と
し
て
の
民
次
郎
の
顕

彰
活
動
が
近
現
代
に
至
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
時
代
の
要
望
に

こ
た
え
る
形
で
「
民
次
郎
一
揆
」
が
登
場
・
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
、
地
域
的
特

質
が
見
出
せ
る
と
し
て
い
る
。

坂
本
寿
夫
氏
の
「
近
世
後
期
津
軽
領
に
お
け
る
漁
業
史
の
一
考
察
」
は
、
弘
前
藩

に
お
け
る
、
鮭
や
鱈
等
の
献
上
魚
の
文
化
年
間
の
諸
相
や
、
漁
村
の
生
活
の
困
窮
、

漁
村
同
士
に
よ
る
漁
場
の
争
い
等
に
つ
い
て
分
析
し
、
近
世
後
期
の
漁
師
は
不
安
定

な
経
営
に
よ
る
生
活
困
窮
に
陥
っ
て
い
た
が
、
藩
に
よ
る
財
政
的
な
配
慮
も
、
漁
業

を
振
興
す
る
政
策
も
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
当
該
期
漁
業
の
特
徴
で
あ

る
、
干
鮑
・
煎
海
鼠
な
ど
の
俵
物
集
荷
に
つ
い
て
、
長
崎
惣
問
屋
支
配
竹
野
屋
の
経

営
等
を
検
討
し
、
国
産
品
献
上
や
長
崎
俵
物
集
荷
と
い
う
政
治
的
な
問
題
で
あ
り
な

が
ら
、
公
定
買
取
価
格
の
低
さ
等
が
要
因
と
な
っ
て
、
密
売
が
頻
発
す
る
状
況
や
、

俵
物
集
荷
そ
の
も
の
が
漁
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
し
な
か
っ
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に

す
る
。
一
方
で
、
明
治
二
年
三
月
の
青
森
商
社
設
立
の
よ
う
な
、
藩
主
導
に
よ
る
漁

業
育
成
に
つ
な
が
る
事
業
が
、
旧
藩
時
代
に
何
故
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
課
題
を
提

示
し
て
い
る
。

白
石
睦
弥
氏
の
「
近
世
後
期
津
軽
領
の
災
害
像
―
明
和
津
軽
地
震
の
被
害
と
救
済

を
中
心
に
―
」
は
、
近
世
後
期
に
津
軽
領
を
襲
っ
た
災
害
を
分
析
し
、
な
か
で
も
明

和
・
寛
政
の
、
津
軽
領
を
襲
っ
た
二
つ
の
大
規
模
な
地
震
か
ら
、
災
害
と
藩
財
政
と

の
関
わ
り
や
、
災
害
時
に
お
い
て
も
「
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
階
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層
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
明
和
期
の
弘
前
藩
が
財
政
的
な
要
因
か
ら
「
御

救
」
を
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
民
衆
の
領
主
権
力
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、

幕
末
に
至
る
領
主
権
力
と
対
峙
す
る
民
衆
の
論
理
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
の
あ

る
こ
と
を
示
す
。

土
谷
紘
子
氏
の
「
天
保
飢
饉
時
の
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
利
用
―
天
保
五
年
四
月

「
兼
平
村
栗
木
盗
伐
詫
証
文
」
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
は
、
天
保
飢
饉
時
に
お
け

る
弘
前
藩
領
内
の
兼
平
村
で
起
き
た
栗
木
の
盗
伐
に
お
け
る
詫
証
文
を
も
と
に
、
凶

作
時
の
藩
の
対
策
及
び
林
業
政
策
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
天
保
四
年
八
月
に
、
藩
は

救
民
対
策
と
し
て
「
御
救
山
」
を
解
放
す
る
が
、
指
定
場
所
以
外
で
の
伐
採
や
、
給

人
や
小
者
と
い
っ
た
在
方
以
外
の
者
た
ち
に
よ
る
伐
採
、
そ
し
て
藩
が
制
定
し
て
い

た
「
停
止
木
」
の
盗
伐
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
凶
作
の
困
窮
を
理
由
と
し
た
盗
伐
の
横

行
状
態
に
あ
り
、
兼
平
村
の
栗
木
盗
伐
は
こ
う
し
た
状
況
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

Ⅲ
「
変
容
の
な
か
に
形
成
さ
れ
る
近
代
の
地
域
像
」
は
、
五
本
の
論
文
・
研
究
ノ

ー
ト
か
ら
な
る
。
編
者
河
西
氏
の
「
位
置
づ
け
と
紹
介
」
に
よ
れ
ば
、
「
東
北
と
北

海
道
と
い
う
北
方
社
会
を
舞
台
に
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
社
会
的
変
容
過
程
の
な
か

で
、
い
か
に
地
域
と
個
人
が
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
苦
慮
・
抵
抗
し
た
か
、
あ
る
い

は
同
調
・
馴
化
し
た
か
を
考
察
」
し
た
各
論
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

河
西
英
通
氏
の
「
地
域
の
意
識
―
〈
津
軽
対
南
部
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
「
地

域
間
の
関
係
性
か
ら
同
時
代
の
歴
史
像
を
立
ち
上
げ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
津
軽

と
南
部
と
い
う
対
立
す
る
矛
盾
的
な
関
係
性
を
も
つ
青
森
県
の
明
治
初
期
の
姿
を
、

南
部
出
身
の
警
察
官
・
赤
塚
治
時
が
記
録
し
た
事
象
を
細
か
く
追
う
こ
と
で
分
析
す

る
。
赤
塚
は
、
津
軽
の
風
俗
に
対
す
る
違
和
感
や
、
津
軽
人
の
南
部
人
嫌
い
に
つ
い

て
生
々
し
く
描
写
す
る
。
一
方
で
そ
れ
を
、
「
臣
民
意
識
」
や
「
公
僕
意
識
」
に
よ

っ
て
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
の
、
対
立
意
識
の
解
消
・
超
越
自
体
が
、
近

代
化
に
伴
う
実
利
主
義
・
経
済
主
義
の
横
行
の
前
で
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
と
さ

れ
、
結
果
、
地
域
間
の
対
立
意
識
は
解
消
さ
れ
ぬ
ま
ま
存
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
と
論
述
す
る
。

福
井
敏
隆
氏
の
「
幕
末
期
弘
前
藩
に
お
け
る
洋
式
兵
学
の
導
入
と
展
開
―
炮
術
師

範
篠
崎
進
を
中
心
に
―
」
は
、
幕
末
期
に
弘
前
藩
の
洋
式
兵
学
導
入
の
中
心
人
物
と

し
て
活
躍
し
た
篠
崎
進
の
遊
学
の
状
況
を
中
心
に
、
弘
前
藩
に
お
け
る
高
島
流
炮
術

の
普
及
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
篠
崎
は
、
自
己
負
担
に
よ
っ
て
江
戸
に
遊
学
し
、
や

が
て
藩
主
・
順
承
の
命
で
高
島
流
炮
術
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
免
許
皆
伝
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
炮
術
師
範
と
し
て
、
国
許
で
の
後
継
者
育
成
と
遊
学
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

平
舘
台
場
な
ど
の
台
場
を
、
高
島
流
に
よ
る
洋
式
台
場
と
す
る
な
ど
、
藩
内
に
お
け

る
高
島
流
炮
術
の
普
及
と
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
遊
学
は
、
順
承
時
代
に
顕
著
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
ま
で
も
続
く
遊

学
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
の
源
泉
が
こ
の
時
代
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

山
下
須
美
礼
氏
の
「
北
海
道
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
と
意
識
―
少
講
義
石
橋
寿

備
の
記
録
か
ら
―
」
は
、
明
治
五
年
に
開
始
さ
れ
た
教
導
職
制
に
つ
い
て
、
北
海
道

で
教
導
職
を
務
め
た
八
戸
の
商
人
出
身
の
石
橋
寿
備
の
記
録
か
ら
、
過
渡
期
に
始
ま

っ
た
全
国
制
度
が
、
地
方
の
状
況
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
考
察
す

る
。
当
時
の
北
海
道
の
教
導
職
は
、
開
拓
の
過
酷
な
状
況
や
、
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会

の
伸
展
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
開
拓
民
に
精
神
的
な
支
柱
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
生
業
に
密
着
し
た
精
神
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め

る
と
い
う
形
で
、
在
地
の
問
題
に
柔
軟
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
し
た
と
す
る
。
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岩
森
譲
氏
「
秋
田
県
に
お
け
る
国
民
教
化
政
策
の
展
開
」
は
、
山
下
論
文
同
様
に

国
民
教
化
政
策
に
つ
い
て
、
秋
田
県
を
対
象
に
考
察
す
る
。
明
治
初
期
の
秋
田
県
は
、

神
官
の
多
く
が
旧
修
験
で
あ
り
、
民
衆
と
の
関
わ
り
方
が
近
世
期
と
同
様
の
も
の
で

あ
っ
た
が
た
め
に
、
信
仰
形
態
が
旧
来
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

さ
ら
に
神
職
内
部
で
も
、
教
導
職
と
し
て
教
化
を
担
う
能
力
を
有
し
な
い
者
が
多
い

等
の
問
題
が
あ
り
、
国
民
教
化
政
策
は
効
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
教
部

省
か
ら
派
遣
さ
れ
て
東
北
・
北
海
道
を
巡
回
し
た
石
丸
八
郎
の
秋
田
巡
回
時
の
史
料

を
分
析
し
、
石
丸
の
巡
回
に
よ
っ
て
秋
田
県
の
教
導
職
検
査
、
教
院
体
制
が
確
立
し

た
も
の
の
、
真
宗
に
よ
る
教
院
か
ら
の
分
離
運
動
や
、
人
材
不
足
等
の
教
院
内
部
の

問
題
を
解
決
で
き
ず
、
全
国
的
な
動
向
と
同
様
に
、
最
後
ま
で
教
化
は
進
ま
な
か
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

川
内
淳
史
氏
の
「
戦
時
期
地
域
医
療
の

経
験

―
「
健
康
青
森
県
」
の
成
立
と

転
回
―
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
～
四
〇
年
代
の
青
森
県
に
お
け
る
医
療
・
保
健
衛
生

問
題
へ
の
取
り
組
み
を
分
析
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
青
森
県
で
は
、
結
核
、
乳
幼

児
死
亡
率
の
高
さ
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
蔓
延
が
、
保
健
衛
生
問
題
と
し
て
関
心
を
高
め
、

と
く
に
ト
ラ
ホ
ー
ム
は
、
全
県
的
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四

〇
年
代
に
な
る
と
、
「
健
康
青
森
県
の
建
設
」
が
大
政
翼
賛
会
青
森
県
支
部
に
お
い

て
目
標
と
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
活
動
は
、
青
森
県
衛
生
振
興
委
員
会
設
立
に
際

し
て
の
、
弘
前
市
の
医
師
・
鳴
海
康
仲
の
素
案
に
よ
る
事
業
活
動
を
基
盤
と
し
て
進

め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
青
森
県
衛
生
報
国
会
設
立
に
よ
る
医
療
・
保
健
衛
生
行
政
の
再

編
、
戦
争
の
進
展
に
伴
う
医
師
不
足
へ
の
対
応
か
ら
行
わ
れ
た
衛
生
指
導
者
の
養
成
、

「
青
森
県
文
化
運
動
」
等
の
活
動
に
よ
る
県
民
の
衛
生
思
想
向
上
へ
の
取
り
組
み
と

い
う
よ
う
に
推
進
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
戦
争
が
伸
展
し
て
い
く
と
、
「
健
康
青
森

県
の
建
設
」
は
、
「
保
健
衛
生
問
題
へ
の
認
識
の
深
化
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
戦
上
に

存
在
す
る
厚
生
文
化
問
題
と
し
て
の
認
識
、
そ
れ
と
結
合
す
る
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
か
ら
切
断
さ
れ
、
戦
争
遂
行
の
一
手
段
と
い
う
次
元
に
押
し
止
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
」
と
す
る
が
、
一
方
で
戦
時
期
の
経
験
が
戦
後
地
域
医
療
の
基
盤
と
な
っ

た
と
論
じ
る
。

以
上
、
簡
略
な
が
ら
各
論
考
の
紹
介
を
し
た
が
、
次
に
、
本
書
の
目
的
と
す
る

「
新
た
な
地
域
史
像
の
構
築
」
に
つ
い
て
、
筆
者
の
個
人
的
関
心
に
ひ
き
つ
け
て
、

若
干
の
私
見
を
述
べ
た
い
。

近
年
、
「
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
」
の
制

定
や
「
文
化
財
総
合
的
把
握
モ
デ
ル
事
業
」
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
や
、
そ
れ

に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
文
化
財
を
核
に
し
て
、
「
ま
ち
づ
く
り
」
や
「
地
域
づ
く

り
」
を
図
ろ
う
と
す
る
施
策
が
国
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
「
地
域
史

像
」
を
巡
っ
て
の
議
論
は
、
よ
り
深
く
推
し
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
と
は
い
え
、
地
域
独
自
の
歴
史
的
な
風
致
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
定
義
が
非

常
に
難
し
く
、
と
も
す
れ
ば
事
務
的
な
経
験
値
の
み
で
計
画
を
進
め
、
表
面
的
で
安

易
な
自
己
認
識
に
終
始
し
、
結
果
的
に
他
地
域
と
差
異
の
な
い
、
あ
り
が
ち
な
歴
史

的
風
景
を
そ
れ
ら
し
く
設
置
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
安
易
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
地
域
史
像
」
を
形
成
す
る
上
で
の
細
部
に
対

す
る
視
点
を
ど
う
保
ち
得
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
歴
史
的
な
事
象
を
今
日
的
な
問
題

に
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
る
。
「
地
域
」
と
い
う
概
念
ひ
と
つ
と
っ
て

も
、
そ
の
「
地
域
」
を
形
作
る
人
々
の
営
み
す
ら
、
ど
こ
に
視
点
を
置
く
か
に
よ
っ

て
多
様
な
姿
が
現
れ
て
一
定
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
今
日
的
な
問
題
感
覚
の
み
で

「
地
域
史
像
」
を
求
め
て
い
け
ば
、
現
在
生
活
す
る
人
々
の
営
み
を
第
一
義
に
せ
ざ
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る
を
得
ず
、
そ
の
地
域
の
持
つ
本
来
的
な
歴
史
像
か
ら
大
き
く
乖
離
す
る
可
能
性
が

あ
る
。

そ
こ
で
、
回
り
道
に
見
え
て
も
拙
速
に
陥
る
こ
と
な
く
、
地
域
を
構
成
す
る
複
合

的
な
要
素
を
多
角
的
に
掘
り
下
げ
て
い
く
基
礎
的
な
作
業
を
不
断
に
続
け
て
い
く
こ

と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
多
様
な
「
地
域
史
像
」
の
積
み

重
ね
が
、
そ
の
地
域
の
特
性
を
代
替
性
の
な
い
も
の
と
し
、
最
終
的
に
豊
か
な
実
り

を
も
た
ら
す
の
だ
と
考
え
る
。

一
行
政
職
員
た
る
筆
者
に
と
っ
て
、
多
様
で
魅
力
的
な
「
地
域
史
像
」
を
提
示
し

て
く
れ
た
本
書
に
は
、
右
の
理
由
か
ら
大
い
に
励
ま
さ
れ
た
と
同
時
に
、
今
後
、
本

書
の
成
果
が
、
地
域
自
ら
に
よ
る
「
地
域
史
像
の
構
築
」
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

周
知
の
と
お
り
、
監
修
者
・
編
者
は
じ
め
、
寄
稿
者
の
多
く
が
、
『
津
軽
藩
の
基

礎
的
研
究
』
以
来
、
現
在
も
進
め
ら
れ
て
い
る
『
青
森
県
史
』
の
刊
行
事
業
に
至
る

ま
で
、
「
新
た
な
地
域
史
像
の
構
築
」
に
大
き
く
寄
与
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た

研
究
者
た
ち
に
、
「
限
り
な
い
可
能
性
を
有
し
た
若
手
の
研
究
者
た
ち
」
が
加
わ
っ

て
編
ま
れ
た
本
書
は
、
「
地
域
史
像
」
に
新
た
な
視
点
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し

た
、
ま
さ
に
「
新
鮮
な
イ
ン
パ
ク
ト
」
を
受
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
で
示

さ
れ
た
、
堅
実
な
分
析
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
多
く
の
視
点
は
、
『
津
軽
藩
の

基
礎
的
研
究
』
や
『
北
奥
地
域
史
の
研
究
』
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
史
像
と
共

に
、
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
研
究
に
取
り
組
む
後
進
に
、
多
く
の
学
問
的
な
示

唆
と
、
研
究
活
動
に
お
け
る
励
ま
し
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
本
書
は
、
長
谷
川
氏
の
還
暦
を
記
念
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
昭
和
五
十
三

年
の
弘
前
大
学
へ
の
赴
任
以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
長
谷
川
氏
が
身
を
以
て
示
さ
れ

て
き
た
史
料
に
対
す
る
真
摯
さ
と
情
熱
は
、
本
書
に
お
い
て
、
そ
の
学
風
に
触
れ
た

知
己
や
後
輩
、
教
え
子
に
よ
っ
て
、
見
事
に
結
実
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
筆
者
の
知
識
が
浅
薄
な
こ
と
も
あ
り
、
本
書
の
浩
瀚
な
内
容
を
、
ど
こ

ま
で
正
確
に
紹
介
で
き
た
か
不
安
で
あ
る
。
論
旨
を
読
み
誤
っ
た
部
分
も
多
々
あ
る

か
と
思
わ
れ
る
が
、
御
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
四
六
〇
頁
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
価
格
本
体
九
五
〇
〇
円
）

（
こ
い
し
か
わ
・
と
お
る

弘
前
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主
事
）


