
移
住
開
拓
島
の
民
俗
学
ノ
ー
ト
(
こ

*
移
住
開
拓
島
と
は
近
代
以
降
の
移
住
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
島

(
あ
る
い
は
集
落
)
の
こ
と
で
あ
る
。

*
そ
の
島
は
私
の
ふ
る
さ
と
に
似
て
い
た
。
ふ
る
さ
と
に
?
-

そ
こ
は
島
で
も
海
辺
で
も
な
く
、
海
も
見
え
な
い
新
興
住
宅
地
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
ふ
る
さ
と
は
そ
の
島
に
似
て
い
た
(
野

地

二
〇
〇
九
)
。

「
困
窮
島
」
異
考

「
困
窮
島
」
と
は
、
村
の
救
済
制
度
と
し
て
困
窮
し
た
人
が
生
活
再
建

を
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
島
の
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
学
者
の
桜
田
勝
徳

は
、
熊
本
県
天
草
市
御
所
浦
村
に
あ
る
困
窮
島
と
い
う
小
島
の
名
前
を
用

い
て
、
こ
の
救
済
制
度
を
「
困
窮
島
」
と
総
称
し
た
(
御
所
浦
村
の
困
窮

島
に
は
そ
の
よ
う
な
制
度
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
)
。
桜
田
は
昭
和
二
十

三
年
に
「
困
窮
島
」
(
雑
誌
「
水
産
」
三
巻
七
号
)
と
題
し
て
こ
の
制
度

野

地

恒

有

を
は
じ
め
て
取
り
上
げ
(
桜
田

一
九
八
〇
)
、
そ
の
後
、
昭
和
四
十
五

年
に
最
後
の
著
作
「
海
の
宗
教
」
の
中
で
再
び
取
り
上
げ
て
い
る
(
桜
田

一
九
七
〇
)
。

「
困
窮
島
」
の
典
型
的
な
事
例
は
昭
和
八
年
に
雑
誌
「
島
」
で
次
の
よ

う
に
報
告
さ
れ
た
。
長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
村
の
大
島
で
は
、
「
貧
困

に
陥
る
も
の
が
あ
る
と
、
部
落
有
と
な
っ
て
い
る
宇
々
島
に
移
住
せ
し
め
、

一
町
三
段
歩
の
耕
地
を
無
償
で
貸
与
し
、
生
活
の
建
直
し
を
行
わ
し
め
て

い
る
。
・
・
・
移
住
す
る
も
の
は
二
戸
で
、
大
体
三
四
年
も
い
れ
ば
、
無

償
耕
作
に
よ
っ
て
相
当
の
金
が
出
来
、
大
島
部
落
に
帰
っ
て
来
、
次
の
貧

困
者
を
送
る
と
い
う
。
」
(
無
署
名

一
丸
三
三
)

桜
田
自
身
が
調
査
し
た
事
例
は
昭
和
二
十
三
年
の
「
困
窮
島
」
で
次
の

よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
愛
媛
県
宇
和
島
市
日
振
島
村
の
御
五
神
島
で

は
、
「
全
く
貧
窮
し
た
村
人
が
村
に
希
望
し
て
此
の
島
に
渡
り
、
山
番
人

の
名
義
を
以
て
一
切
の
税
諸
掛
り
を
免
ぜ
ら
れ
、
家
の
再
起
を
図
っ
て
い

た
」
(
桜
田

一
九
八
〇
)
。

し
か
し
、
桜
田
自
身
が
昭
和
四
十
五
年
に
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
行
な
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わ
れ
て
き
た
島
は
、
一
口
に
困
窮
島
と
称
し
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
し

た
が
、
少
し
も
通
用
語
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に

(
桜
田

一
九
七
〇
)
、
「
困
窮
島
」
と
い
う
救
済
制
度
を
民
俗
事
例
と
し

て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
『
海
の
宗
教
』
で
は
、
「
ご
く
新
し
い
島
の
開
発
」
の
事
例
と
し

て
、
次
の
三
例
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
(
桜
田

一
九
七
〇
)
。
「
ご
く

新
し
い
」
と
い
う
の
は
近
代
以
降
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

香
川
県
観
音
寺
市
の
股
島
で
は
、
「
伊
吹
島
(
母
村
)
か
ら

の
出
作
り
の
地
と
し
て
、
あ
く
ま
で
一
定
の
母
村
の
人
た
ち
の

新
開
の
地
」
が
形
成
さ
れ
た
。

香
川
県
丸
亀
市
の
小
手
島
で
は
、
隣
島
の
「
手
島
の
牛
飼
場

と
し
て
始
ま
り
、
そ
の
番
人
三
軒
が
古
い
が
、
北
木
島
・
真
鍋

島
か
ら
の
移
住
者
が
多
く
、
・
・
・
一
定
の
母
村
の
新
開
と
い

う
形
で
は
な
い
、
(
各
地
か
ら
の
移
住
者
の
)
寄
り
集
ま
り
に

な
っ
た
。
・
・
・
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
新
し
い
故
郷
と
も
い
う

べ
き
風
格
を
そ
な
え
た
村
が
、
昭
和
十
二
年
頃
に
は
殆
ど
出
来

て
い
た
」
。

鹿
児
島
県
ト
カ
ラ
列
島
の
諏
訪
之
瀬
島
で
は
、
明
治
十
六
年

に
、
藤
井
富
伝
が
同
志
と
と
も
に
上
陸
し
て
開
墾
を
始
め
た
。

桜
田
は
、
こ
れ
ら
の
「
小
さ
い
島
が
、
人
の
住
む
島
に
な
っ
て
行
く
」

道
筋
に
、
救
済
制
度
と
し
て
の
「
困
窮
島
」
の
一
端
を
何
と
か
見
出
そ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
村
の
共
有
地
の
無
人
島
へ
移
住
し
て
出
作
り

を
お
こ
な
う
開
拓
・
開
発
の
姿
を
「
困
窮
島
」
と
い
う
制
度
と
し
て
と
ら

え
る
の
で
は
な
く
、
「
小
さ
い
島
が
、
人
の
住
む
島
に
な
っ
て
行
く
」
道

筋
に
注
目
し
て
と
ら
え
た
い
。
「
小
さ
い
島
が
、
人
の
住
む
島
に
な
っ
て

行
く
」
移
住
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
問
題
の
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
の
課
題

を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
、
私
は
「
困
窮
島
」
で
は
な
く
、
「
移
住
開
拓

島
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

〔
*
宮
本
常
一
は
、
瀬
戸
内
海
の
海
域
に
は
「
困
窮
島
的
な
存
在
が
い

く
つ
か
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
移
住
開

拓
に
よ
る
小
島
の
開
発
で
あ
る
と
い
え
る
(
宮
本

一
九
六
五
)
。
宮
本

の
「
島
嶼
の
開
発
と
そ
の
社
会
形
成
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
私
の
移
住
開
拓

島
論
と
共
通
し
て
い
る
が
、
宮
本
が
中
世
か
ら
近
代
と
い
う
長
大
な
ス
パ

ン
で
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
私
は
近
代
以
降
の
「
ご
く
雜
し
い
島

の
開
発
」
を
対
象
と
し
て
い
る
。
本
木
修
次
は
、
こ
の
「
困
窮
島
」
と
い

う
用
語
に
対
し
て
「
救
済
島
」
、
「
自
力
更
生
島
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え

て
、
そ
の
島
の
例
と
し
て
山
口
県
東
和
町
の
大
水
無
瀬
島
と
愛
媛
県
中
島

町
の
由
利
島
を
あ
げ
て
い
る
(
本
木

一
九
九
九
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
島
で
民
俗
と
し
て
と
ら
え
う
る
か
ど
う
か
は
、
依
然
さ
だ
か
で
は
な

い
。
〕

転
校
生
の
文
化
・
移
住
者
の
文
化

移
住
者
の
文
化
は
生
ま
れ
故
郷
の
ク
ロ
ー
ン
文
化
で
は
な
い
。
ま
た
、

移
住
先
へ
吸
収
さ
れ
同
化
さ
れ
た
、
カ
メ
レ
オ
ン
文
化
で
も
な
い
。
移
住

者
に
は
移
住
者
の
、
移
住
開
拓
島
に
は
移
住
開
拓
島
の
文
化
が
あ
る
。
そ
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し
て
、
転
校
生
に
は
転
校
生
の
・
・
・
。

演
出
家
・
作
家
の
久
世
光
彦
が
脚
本
家
の
向
田
邦
子
と
の
思
い
出
を
述

べ
た
中
で
、
転
校
生
に
つ
い
て
書
か
れ
た
一
文
は
興
味
深
い
。
久
世
と
向

田
は
二
人
と
も
、
小
学
校
時
代
に
は
地
方
都
市
を
点
々
と
し
て
い
て
「
ど

こ
が
故
郷
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
、
「
漂
泊
(
さ
す
ら
い
)
の
〈
転
校
生
〉
」

だ
っ
た
。
転
校
生
の
思
い
出
で
「
二
人
で
お
互
い
に
思
い
当
た
っ
て
笑
っ

た
」
と
い
う
こ
と
に
、
標
準
語
の
挨
拶
が
だ
ん
だ
ん
上
手
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
。
お
も
ね
り
や
通
り
い
っ
べ
ん
の
挨
拶
で
は
翌
日
か
ら

疎
外
さ
れ
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
る
の
で
、
コ
日
も
早
く
友
だ
ち
を

作
り
、
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
保
し
、
平
和
的
な
交
流
」
を
作
り
出
す

た
め
に
転
校
生
と
し
て
の
技
術
が
あ
り
、
そ
の
技
術
に
思
わ
ぬ
共
通
点
が

あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

そ
の
技
術
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
転
校
生
の
標
準
語

は
目
立
ち
、
と
き
に
反
感
を
生
ん
だ
。
そ
こ
で
、
「
彼
ら
の
鄭
楡
(
か
ら

か
い
)
を
笑
い
な
が
ら
受
け
入
れ
る
ふ
り
を
し
て
、
彼
ら
郷
も
遊
び
の
よ

う
に
標
準
語
を
使
わ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
、
同
時
に
こ
っ
ち
も
彼
ら
か
ら

方
言
を
教
え
て
も
ら
っ
て
不
器
用
に
使
っ
て
み
せ
る
」
と
い
う
「
作
戦
」

が
「
ど
こ
へ
行
っ
て
も
・
・
・
い
ち
ば
ん
実
効
的
だ
っ
た
」
と
い
う
。
そ

の
「
作
戦
」
は
、
期
せ
ず
し
て
、
境
遇
の
似
た
二
人
に
と
も
に
思
い
当
た

る
こ
と
で
あ
っ
た
(
久
世

二
〇
〇
九
)
。

転
校
生
に
は
転
校
生
に
共
通
す
る
独
白
の
文
化
が
あ
る
。
転
校
生
は
、

行
っ
た
先
々
で
お
も
ね
っ
て
相
手
の
方
言
を
受
け
入
れ
れ
ば
い
い
と
い
う

の
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
守
っ
た
と
こ
ろ
で

疎
外
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
郷
に
従
っ
て
相
手
の
文
化
を
た
だ
受
容
す
れ

ば
い
い
と
い
う
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
郷
に
従
わ
ず
自
分
の
や
り
方
を

か
た
く
な
に
守
り
押
し
通
す
の
で
も
な
い
。
転
校
生
の
生
き
方
と
は
そ
ん

な
に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ゆ
る
や
か
に
作
り

出
し
て
い
く
転
校
生
の
技
術
に
は
転
校
生
に
共
通
す
る
生
き
方
、
文
化
が

あ
る
の
だ
。

向
田
邦
子
の
場
合
、
小
学
生
の
こ
ろ
「
頭
の
中
に
い
つ
も
日
本
地
図
が

あ
っ
て
、
自
分
の
移
動
し
て
き
た
経
路
が
現
在
地
ま
で
線
で
つ
な
が
っ
て

見
え
た
」
と
い
う
(
久
世

二
〇
〇
九
)
。
さ
す
ら
い
の
転
校
生
に
は
、

過
去
も
現
在
も
、
生
ま
れ
故
郷
も
そ
れ
ま
で
の
生
活
も
、
行
っ
た
先
々
の

生
活
も
、
す
べ
て
通
過
点
で
あ
る
。
彼
女
の
中
に
生
ま
れ
故
郷
や
行
っ
た

先
々
の
断
片
を
見
出
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
彼
女
を
と
ら
え
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
行
っ
た
先
々
で
周
囲
と
の
関
係
性
の
取
り
結
び
方
に
彼

女
の
生
き
方
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
転
校
生
の
文
化
と
い
う

も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

異
な
る
社
会
に
入
っ
て
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ゆ
る
や
か
に
作
り
出
し

て
い
く
、
そ
の
関
係
性
の
取
り
結
び
方
に
転
校
生
の
文
化
は
形
成
さ
れ
る
。

転
校
生
の
文
化
は
周
囲
と
の
関
係
性
に
形
成
さ
れ
る
。
転
校
生
は
移
住
者

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

先
に
「
困
窮
島
」
で
ふ
れ
た
桜
田
勝
徳
も
い
わ
ば
「
さ
す
ら
い
の
転
校

生
」
だ
っ
た
。
桜
田
は
幼
少
年
期
に
、
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
父
親
の
関

-
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係
か
ら
た
び
た
び
転
居
し
て
い
た
。
仙
台
、
秋
田
、
大
阪
、
広
島
、
松
江
、

東
京
、
新
潟
、
福
岡
と
い
っ
た
、
日
本
中
の
都
市
を
移
動
し
て
い
た
。
桜

田
自
身
、
自
分
に
は
故
郷
が
な
く
、
村
生
活
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て

い
る
。
こ
の
経
歴
は
当
時
の
民
俗
学
者
の
中
で
は
珍
し
か
っ
た
。
(
そ
う

し
た
経
歴
の
桜
田
が
、
漁
村
の
民
俗
学
研
究
の
礎
を
築
い
た
の
だ
っ
た
。
)

桜
田
は
、
柳
田
国
男
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
(
木
曜
会
)
と
も
渋
沢

敬
三
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
ブ
(
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
)
と
も
交
流

す
る
こ
と
が
で
き
、
必
ず
し
も
主
流
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら

に
も
重
要
な
一
員
と
し
て
等
し
く
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
柳
田
の
も

と
で
学
ん
で
い
た
者
が
、
渋
沢
に
近
づ
く
と
柳
田
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
り

遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
桜
田
は
両

巨
頭
あ
る
い
は
両
グ
ル
ー
プ
と
等
し
く
つ
き
あ
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

は
彼
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る

ま
た
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
中
に
も
漁
業
史
を
研
究
す
る
グ
ル

ー
プ
と
民
具
収
集
に
あ
た
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
桜
田
は
、
ど
ち
ら
の
グ
ル

ー
プ
に
も
フ
リ
ー
の
よ
う
な
立
場
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
異

な
る
グ
ル
ー
プ
の
間
を
自
由
に
行
き
渡
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た

(
野
地

二
〇
〇
八
)
。

桜
田
は
、
異
な
る
存
在
と
出
会
っ
た
と
き
、
同
化
さ
れ
る
の
で
も
な
く

対
立
す
る
の
で
も
な
い
。
自
分
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
と
も
異
な
る
グ
ル
ー

プ
と
も
一
定
の
間
隔
を
取
り
な
が
ら
柔
軟
に
つ
き
あ
い
、
相
手
か
ら
何
か

を
取
り
入
れ
つ
つ
自
己
の
位
置
づ
け
が
自
然
に
で
き
た
。
権
威
に
お
も
ね

る
の
で
も
な
く
、
自
己
中
心
的
で
も
な
く
、
相
手
と
等
間
隔
に
距
離
を
保

ち
な
が
ら
、
ゆ
る
や
か
な
関
係
を
と
お
し
て
自
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
作
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
(
野
地

二
〇
〇
八
)
。
そ
れ
は
久
せ
光
彦
や
向

田
邦
子
の
転
校
生
と
し
て
の
生
き
方
と
共
通
し
て
い
る
。

内
堀
基
光
は
、
七
世
紀
ご
ろ
現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
呼
ば
れ
て
い
る
地

域
か
ら
、
あ
る
種
の
人
々
が
現
在
の
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
に
移
住
し
た
と
い
う

事
実
に
基
づ
い
て
、
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
類
縁
性
を
考

察
し
て
、
移
住
地
域
の
文
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
れ
、
人
び
と
が
移
住
す
る
と

き
に
は
、
彼
ら
が
も
と
の
場
所
で
培
っ
て
き
た
文
化
は
い
や
お

う
な
く
改
変
を
受
け
る
。
観
念
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

も
の
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
そ
し
て
文
化
の
改
変
の
核
心
に
あ
る
も
の
は
、
か
つ
て
も

っ
て
い
た
も
の
を
使
わ
な
く
な
る
こ
と
、
か
つ
て
使
っ
て
い
た

こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
忘
却
は
あ
ら
た
に
そ

れ
に
代
わ
る
な
に
も
の
か
が
な
く
て
も
起
き
る
。
そ
の
場
合
、

文
化
全
体
の
な
か
に
あ
る
特
定
の
セ
ク
タ
ー
の
貧
困
化
、
と
き

に
は
文
化
全
体
に
お
よ
ぶ
貧
困
化
か
結
果
す
る
。
後
者
を
文
化

の
空
洞
化
と
呼
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
の
生
活
様

式
と
し
て
の
文
化
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
の

豊
か
な
過
剰
部
分
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
の

稲
作
を
め
ぐ
る
状
況
、
す
で
に
何
人
も
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
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る
よ
う
な
、
儀
礼
の
弱
体
化
や
随
伴
す
る
食
文
化
の
欠
如
を
あ

ら
た
め
て
言
い
直
せ
ば
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
」
(
内
堀

二
〇

〇
〇
)

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
稲
作
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
そ
れ
に
随
伴
す
る
食
文
化
を

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
中
に
求
め
て
も
、
そ
れ
ら
は
弱
体
化
し
欠
如
し
て
い
る

と
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
移
住
者
が
出
身
地
で
培
っ
て
き
た

文
化
の
セ
ク
タ
ー
は
移
住
地
域
で
は
貧
困
化
す
る
と
い
え
る
。
貧
困
化
と

は
、
「
か
つ
て
も
っ
て
い
た
も
の
を
使
わ
な
く
な
る
こ
と
、
か
つ
て
使
っ

て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
部
分
は
別
の
文
化
セ
ク
タ

ー
で
は
代
替
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
文
化
の
全
体
的
な
特
徴
が
「
空
洞

化
」
な
の
で
あ
る
。

出
身
地
と
の
類
縁
性
か
ら
見
れ
ば
、
移
住
開
拓
島
の
文
化
は
空
洞
化
し

て
い
る
。
移
住
開
拓
島
の
文
化
に
出
身
地
の
残
存
を
求
め
て
も
空
洞
化
し

て
い
る
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
だ
。
移
住
開
拓
島
の
文
化
と
は

生
ま
れ
故
郷
の
文
化
移
転
で
も
な
く
、
移
住
先
の
文
化
受
容
で
も
な
い
。

彼
ら
は
移
住
先
の
地
に
、
自
分
た
ち
の
出
身
地
と
同
じ
も
の
を
作
ろ
う
と

す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
行
っ
た
先
に
と
け
込
も
う
と
は
す
る
が
、
そ

れ
は
同
化
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。

移
住
開
拓
島
は
ゆ
る
や
か
な
定
住
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
に
移
住
開
拓
島

と
い
う
独
自
の
文
化
が
形
成
さ
れ
る
。
出
身
地
と
移
住
先
と
の
間
で
、
等

間
隔
に
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
柔
軟
な
交
流
を
と
お
し
て
、
そ
こ
に
ゆ
る

や
か
な
定
住
社
会
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
移
住
社
会
は
移
住
先
の
周
辺
地

域
と
の
関
係
性
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
住
社
会
と
し
て
形
成
さ
れ

る
。
周
辺
地
域
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
移
住
開
拓

島
の
文
化
で
あ
る
。

世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ

美
し
い
村
の
姿
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
の
目
印
と
な
る
大

木
(
楊
)
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
(
柳
田
国
男
「
美
し
き
村
」
)
。

「
あ
そ
こ
に
は
揚
が
あ
る
泉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
村
の
存
在
の
承
認
で
も
あ
っ
た
。
冬
の
し
ん
し
ん
と
雪
降

る
黄
昏
な
ど
は
、
火
を
焚
い
て
家
に
い
る
者
で
も
や
っ
ぱ
り
寂

し
い
。
だ
か
ら
越
後
の
広
い
田
の
中
の
村
な
ど
で
は
、
わ
ざ
わ

ざ
軒
下
に
し
る
し
の
竿
を
立
て
て
い
た
と
い
う
話
さ
え
あ
る
。

こ
れ
を
遠
く
か
ら
の
目
標
に
し
て
、
人
が
と
お
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
少
し
は
埋
没
の
感
じ
を
追
い
払

う
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
旅
す
る
者
の
た

め
と
言
わ
ず
、
こ
う
し
て
世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
の
よ
う
な
役

目
を
、
永
い
歳
月
に
わ
た
っ
て
動
め
て
来
た
楊
の
樹
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
今
で
は
我
も
人
も
こ
の
樹
を
引
き
離
し
て
は
、
村
の

姿
を
思
う
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
柳
田

一
九
八
九
e
、
傍
点
引
用
者
)

世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
で
あ
る
大
木
(
楊
)
が
村
の
美
し
さ
を
作
り
出

し
て
い
る
。
村
存
続
の
た
め
に
世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
が
作
り
出
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
移
住
開
拓
島
に
と
っ
て
世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
と
は
何
で
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あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

移
住
開
拓
島
の
ア
ン
テ
ナ
と
は
周
辺
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り

出
す
く
も
の
》
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
柳
田
国
男
の
有
名
な
原
日
本
人
渡

来
の
神
話
的
思
考
(
柳
田

一
九
八
九
d
)
に
た
と
え
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
《
宝
貝
》
で
あ
る
。
《
宝
貝
》
と
は
周
辺
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
り
出
す
「
世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
」
を
象
徴
す
る
言
葉
と
定
義
し
よ
う
。

《
宝
貝
》
が
周
辺
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
し
、
移
住
開
拓
島

を
定
住
社
会
と
し
て
確
立
さ
せ
る
。
近
現
代
の
移
住
開
拓
島
に
と
っ
て

《
宝
貝
》
と
は
何
か
。

高
取
正
男
は
現
代
生
活
を
と
ら
え
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
雜
観
光
地

の
名
所
づ
く
り
を
あ
げ
て
い
る
。
高
度
経
済
成
長
期
に
レ
ジ
ャ
ー
の
大
型

化
に
伴
っ
て
、
各
地
に
新
規
の
行
楽
地
や
観
光
地
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
う

し
た
場
所
に
は
共
通
し
て
新
し
い
「
い
わ
れ
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

「
い
わ
れ
」
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
は
名
所
と
な
る
。
「
い
わ
れ
」
が
名
所
を

つ
く
り
人
を
集
め
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
な
霊
場
の
構
造
と
同
じ
こ
と
で
あ

る
。
新
た
な
行
楽
地
や
観
光
地
の
「
い
わ
れ
」
に
は
そ
の
場
所
が
小
説
や

映
画
の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
さ
え
も
取
り
上
げ
ら
れ
(
た
と
え
ば
瀬
戸
内

海
小
豆
島
の
「
二
十
四
の
瞳
」
や
石
川
県
能
登
半
島
の
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」

な
ど
)
、
そ
の
新
名
所
に
は
「
い
わ
れ
」
を
示
す
銅
像
や
石
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
「
い
わ
れ
は
、
古
く
宗
教
的
な
も
の
か
ら
、
神
話
や
伝
説
い

歴
史
、
文
学
を
は
じ
め
芸
術
一
般
に
お
よ
び
、
無
限
に
展
開
し
て
今
日
に

い
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
・
・
・
そ
の
地
が
他
と
異
な
る
特
別
な
場
所

で
あ
る
こ
と
を
示
す
大
切
な
標
識
の
役
を
し
て
い
る
。
」
(
高
取

一
九
八

三
「
い
わ
れ
」
は
観
光
地
だ
け
に
つ
く
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
い
わ
れ
」

は
世
の
中
へ
の
ア
ン
テ
ナ
で
あ
る
。
移
住
開
拓
島
で
「
い
わ
れ
」
を
つ
く

る
こ
と
は
周
辺
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
「
い
わ
れ
」
は
島
の
歴
史
と
な
る
。

犬
と
移
住

犬
を
連
れ
て
行
く
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
島
が
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、
そ

の
本
源
的
な
理
由
と
し
て
、
猫
の
敵
だ
か
ら
と
す
る
以
前
に
、
そ
の
島
が

葬
地
だ
っ
た
か
ら
と
推
測
し
た
(
「
猫
の
島
」
)
。
し
か
し
、
私
は
、
犬
を

連
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
移
住
と
土
地
占
有
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
た

め
、
特
別
な
と
き
以
外
に
は
島
に
犬
を
連
れ
て
行
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
犬
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
定
住
と
土
地
占

有
の
表
明
だ
っ
た
。

柳
田
国
男
の
「
猫
の
島
」
と
い
う
一
編
を
み
て
み
よ
う
。
大
を
連
れ
て

渡
る
と
崇
り
が
あ
る
と
い
う
島
が
み
ら
れ
る
。
猫
の
持
つ
神
秘
性
ゆ
え
に
、

猫
の
敵
と
な
る
犬
を
忌
む
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
猫
の
神
秘
性
を
持
ち

出
す
以
前
に
犬
を
忌
む
戒
め
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
島
を
葬
地
と
し
た
慣
習

が
あ
り
、
大
が
葬
地
と
人
里
を
行
き
来
す
る
た
め
、
死
の
機
れ
に
触
れ
る

大
を
島
に
入
れ
る
の
を
忌
み
嫌
っ
た
の
だ
ろ
う
と
柳
田
は
解
釈
し
て
い
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る
。た

と
え
ば
宮
城
県
石
巻
市
の
田
代
島
で
は
、
「
犬
を
牽
い
て
渡
っ
て
は

な
ら
ぬ
と
い
う
戒
め
が
前
に
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
が
や
や
不
明
に
な
っ
て

後
に
、
犬
を
敵
と
す
る
も
の
が
島
に
は
い
る
、
そ
れ
は
猫
だ
と
い
う
説
が

起
り
、
そ
の
猫
に
は
違
反
を
罰
す
る
だ
け
の
、
畏
る
べ
き
威
力
が
あ
る
よ

う
に
考
え
た
」
。
し
か
し
、
田
代
島
を
猫
の
島
と
す
る
以
前
に
は
、
島
を

葬
地
と
す
る
歴
史
が
あ
っ
た
。
「
島
を
開
き
に
後
か
ら
入
っ
た
人
び
と
」

は
島
を
葬
地
と
し
た
慣
習
を
知
ら
ず
、
た
だ
大
を
連
れ
て
行
っ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
戒
め
だ
け
が
伝
え
ら
れ
て
、
そ
の
理
由
が
猫
に
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
柳
田

一
九
九
〇
)
。

田
代
島
の
開
拓
前
史
に
、
島
を
葬
地
と
す
る
民
俗
事
例
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
は
民
俗
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。
た
だ
、
柳
田
の
「
猫
の
島
」
の
中
で
、
田
代
島
以
外
で
犬
を

連
れ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
島
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
他
の
二
例
が
二

例
と
も
、
近
代
以
降
に
移
住
開
拓
さ
れ
る
無
人
島
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。

そ
れ
は
式
根
島
(
東
京
都
伊
豆
七
島
)
と
大
黒
神
島
・
小
黒
神
島
(
広
島

県
江
田
島
市
)
で
あ
る
。

柳
田
が
あ
げ
て
い
る
式
根
島
の
例
を
み
て
み
よ
う
。
式
根
島
は
「
今

(
昭
和
十
四
年
ご
ろ
)
か
ら
四
五
十
年
前
ま
で
は
、
全
く
の
無
人
島
で
あ

っ
た
」
。
(
式
根
島
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
の
移
住
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
移

住
開
拓
島
で
あ
る
。
)
無
人
島
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
は
、
「
わ
ず
か
な
畠
地
が

あ
っ
て
隣
の
島
か
ら
、
時
々
耕
作
や
木
草
を
苅
り
に
渡
る
だ
け
だ
っ
た
」
。

式
根
島
で
も
「
猫
が
住
ん
で
い
る
た
め
に
大
の
行
く
こ
と
を
忌
む
」
と
説

明
さ
れ
て
い
た
。
柳
田
は
、
「
人
家
が
な
い
の
に
猫
の
い
る
の
も
怪
し
く
、

そ
れ
に
遠
慮
し
て
犬
を
連
れ
込
ま
ぬ
と
い
う
の
は
な
お
さ
ら
合
点
が
行
か

な
い
」
と
し
て
、
「
大
を
き
ら
う
と
い
う
方
が
元
で
、
そ
の
理
由
を
知
る

者
が
少
な
く
な
っ
た
結
果
、
新
た
に
こ
ん
な
単
純
な
想
像
が
生
ま
れ
た
の

か
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
(
柳
田

一
九
九
〇
)
。

式
根
島
は
無
人
島
で
、
隣
の
新
島
か
ら
「
耕
作
や
木
草
を
苅
り
に
渡
」

つ
て
き
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
に
、
島
で
大
を
連
れ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
の
は
、
か
つ
て
そ
の
島
が
葬
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
、
犬
が
猫
の

敵
だ
か
ら
で
も
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
犬
を
連
れ
て
行
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
特
別
な
意
思
表
明
の
行
為
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
新
島
の
共
有
地
で
あ
る
無
人
島
で
犬
を
飼
う
と
い
う
こ
と
は
島
の

土
地
の
占
有
、
あ
る
い
は
移
住
定
着
の
意
思
の
表
明
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
土
地
や
島
を
共
同
管
理
す
る
村
で
移
住
が
認
め
ら
れ
た
と
き

に
大
を
連
れ
て
行
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
む
や
み
に

犬
を
共
有
地
で
あ
る
無
人
島
へ
連
れ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。塚

本
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
、
犬
を
飼
う
こ
と
を
禁
止
す
る

村
の
申
し
合
わ
せ
が
あ
り
、
そ
の
理
由
に
は
、
狂
犬
病
の
流
行
に
対
す
る

措
置
、
犬
が
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
対
す
る
防
御
、
倹
約
の
三
つ
が
あ
げ
ら

れ
る
。
第
三
の
理
由
を
み
る
と
、
大
を
飼
う
と
い
う
の
は
経
済
的
に
余
裕

の
あ
る
人
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
行
為
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
は
単
純
に

い
え
ば
倹
約
の
た
め
で
あ
る
が
、
倹
約
を
禁
止
す
る
根
底
に
は
「
あ
る
社
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会
の
な
か
で
一
般
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
優
越
者
の
地
位
を
顕
示
す
る
動

き
を
お
さ
え
る
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、
塚
本
は
と
ら
え
て
い

る
。
ま
た
、
大
を
飼
う
と
い
う
の
は
一
種
の
武
力
の
行
使
で
も
あ
る
。

「
犬
を
飼
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
村
民
と
は
ち
が
っ
た
、
一
般
村
民
に

対
し
て
な
ん
ら
か
の
力
を
ふ
る
お
う
と
す
る
者
が
出
現
す
る
こ
と
へ
の
警

戒
が
、
こ
の
規
定
を
生
ん
だ
」
の
で
あ
り
、
「
村
中
の
申
し
合
せ
と
し
て

大
飼
育
を
お
さ
え
る
の
は
、
村
内
特
定
家
の
武
力
独
占
を
排
除
す
る
と
い

う
意
味
で
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
小
農
自
立
傾
向
と
相
応
ず
る
面
を
も
っ

か
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
村
の
特
定
の
家
が
大
を

飼
う
と
い
う
こ
と
に
、
野
獣
や
盗
賊
に
対
す
る
番
大
と
し
て
の
役
割
だ
け

で
な
く
、
そ
の
奥
に
、
経
済
力
や
武
力
の
顕
示
と
支
配
間
係
の
創
出
が
と

ら
え
ら
れ
る
。
犬
を
飼
う
と
い
う
こ
と
に
権
力
や
支
配
の
示
威
行
為
を
見

出
し
た
の
は
塚
本
の
卓
見
で
あ
る
(
塚
本

一
九
八
三
)
。

犬
を
飼
う
こ
と
は
他
者
に
対
す
る
何
ら
か
の
示
威
行
為
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
近
代
の
移
住
開
拓
島
で
は
ど
の
よ
う
な
示
威
行
為
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

移
住
開
拓
島
の
飼
い
犬
は
ワ
タ
ク
シ
(
私
有
)
の
象
徴
で
あ
る
。
移
住

開
拓
島
に
犬
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
移
住
定
着
と
土
地
占
有
の
意
思

を
表
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
む
や
み
に
犬
を
連
れ
込
む
こ
と
は
禁
止
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
村
の
共
有
地
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
島
へ
渡
る
と
き
に
は

土
地
占
有
の
示
威
行
為
と
な
る
た
め
、
大
の
持
ち
込
み
は
禁
止
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

写真1 新興住宅地の犬(1960年ごろ)
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写
真
1
(
新
興
住
宅
地
の
犬
)
は
一
丸
六
〇
年
ご
ろ
の
神
奈
川
県
藤
沢

市
の
住
宅
造
成
地
で
あ
る
(
野
地

二
〇
〇
九
)
。
そ
こ
に
家
を
建
て
た

人
が
隣
の
空
き
地
で
子
ど
も
と
飼
い
犬
を
撮
っ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
で
あ

る
。
写
真
向
か
っ
て
左
上
に
そ
の
人
の
自
宅
の
垣
根
が
見
え
る
。
右
上
の

柵
は
一
番
近
く
の
隣
家
で
あ
る
。
自
宅
の
周
囲
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
家
が

建
っ
て
お
ら
ず
、
空
き
地
の
ま
ま
の
造
成
地
が
広
か
っ
て
い
た
。
こ
ん
な

空
き
地
が
子
ど
も
の
遊
び
場
だ
っ
た
。
家
の
隣
の
空
き
地
で
そ
の
犬
は
飼

わ
れ
て
い
た
。
大
の
名
は
ビ
リ
ー
と
い
っ
た
。

写
真
の
赤
ん
坊
の
父
親
で
あ
り
ビ
リ
ー
の
飼
い
主
は
、
一
九
二
八
年
、

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
中
井
町
の
農
家
の
次
男
に
生
ま
れ
た
。
結
婚
し
て
三
、

四
年
の
借
家
生
活
を
経
て
、
一
九
五
八
年
に
こ
の
新
興
住
宅
地
に
家
を
建

て
た
の
だ
っ
た
。
当
時
、
彼
は
川
崎
市
で
公
園
管
理
の
仕
事
に
携
わ
っ
て

い
た
。
あ
る
時
、
公
園
に
た
く
さ
ん
の
野
良
大
を
連
れ
て
散
歩
に
来
る
人

が
い
て
、
そ
の
人
か
ら
も
ら
っ
た
子
犬
が
ビ
リ
ー
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
主
人
が
ビ
リ
ー
を
飼
っ
た
の
は
防
犯
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
に
と
っ
て
、
ビ
リ
ー
は
単
な
る
番
犬
で
は
な
く
、
移
住
独
立
と

新
居
獲
得
の
表
明
で
も
あ
っ
た
。
犬
を
飼
っ
た
こ
と
は
彼
の
移
住
開
拓
史

の
第
一
頁
で
あ
る
。

自
分
の
な
か
に
民
俗
を
よ
む

阿
部
謹
也
著
「
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
」
の
書
名
は
、
ま
さ
に
民

俗
学
の
課
題
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
阿
部
は
言
う
、
歴
史
研
究
の
重
要
な

手
続
き
の
一
つ
は
、
「
自
分
の
内
奥
(
に
流
れ
て
い
る
過
去
)
を
掘
り
起

こ
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
《
大
い
な
る
時
間
》
の
な
か
に
位
置
づ
け

て
い
く
こ
と
」
で
あ
る
と
(
阿
部

一
九
八
八
)
。
我
々
は
「
過
去
に
規

定
さ
れ
、
未
来
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
規
定
」
さ
れ
て
い
る
現
在
に
生
き
て

い
る
。
現
在
を
生
き
る
自
分
の
内
奥
に
流
れ
て
い
る
過
去
を
対
象
化
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
大
い
な
る
時
間
」
の
中
へ
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

柳
田
国
男
の
す
べ
て
の
研
究
は
、
ま
さ
に
、
自
分
の
内
奥
に
流
れ
て
い

る
過
去
を
対
象
化
し
て
「
大
い
な
る
時
間
」
に
位
置
づ
け
た
試
み
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ロ
モ
ジ
の
匂
い
の
記
憶
。

「
子
供
の
こ
ろ
、
私
は
毎
朝
、
厨
か
ら
伝
わ
っ
て
来
る
パ
チ

パ
チ
と
い
う
木
の
燃
え
る
音
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
漂
っ
て
来
る

懐
し
い
匂
い
と
に
よ
っ
て
目
を
覚
ま
す
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
・
・
・
そ
し
て
、
良
い
匂
い
の
記
憶
が
ふ
と
蘇
っ
た
こ
と

か
ら
、
私
の
考
え
は
遠
く
日
本
民
族
の
問
題
に
ま
で
導
か
れ
て

い
っ
た
」
(
柳
田

一
丸
八
九
a
)

こ
の
「
懐
し
い
匂
い
」
か
ら
「
鳥
柴
」
へ
、
そ
し
て
「
日
本
民
族
の
問

題
」
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
が
、
民
俗
学

の
研
究
法
で
あ
る
。

「
日
本
民
族
の
問
題
」
と
は
「
大
い
な
る
時
間
」
の
こ
と
で
も
あ
る
。

自
分
の
中
の
「
懐
か
し
い
も
の
」
が
た
だ
個
人
的
な
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
ら
、
そ
れ
は
た
だ
の
思
い
出
話
に
す
ぎ
な
い
。
自
分
の
内
奥
に
あ
る

「
懐
か
し
い
も
の
」
を
対
象
化
し
て
「
日
本
民
族
の
問
題
」
=
「
大
い
な

る
時
間
」
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-53-



民
俗
学
は
、
過
去
に
規
定
さ
れ
未
来
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
現
在
の
行
為
や
行
動
群
を
対
象
と
す
る
。
過
去
に
規
定
さ
れ
未
来
へ

の
意
志
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
現
在
の
行
為
や
行
動
群
を
、
伝
承
性

を
帯
び
た
行
動
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
現
在
に
生
き

る
自
分
の
内
奥
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
た
過
去
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を

「
大
い
な
る
時
間
」
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
「
大
い
な
る
時
間
」
に
位
置
づ

け
る
と
は
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
の
内
奥
の
過
去
か
ら
(
理
法
》
を
抽
き

出
す
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
と
は
こ
の
理
法
の
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
学
は
内

奥
の
過
去
か
ら
抽
き
出
さ
れ
た
《
理
法
》
を
明
ら
か
に
す
る
学
で
あ
る
。

民
俗
学
の
研
究
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
自
分
の
内
奥
に
流
れ
て
い
る
過
去

を
発
見
し
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
大
い
な
る
時

間
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
、
つ
ま
り
、
対
象
化
さ
れ
た
内
奥
の
過
去
か

ら
《
理
法
》
を
抽
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

《
理
法
》
の
用
法
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
(
傍
点
引
用
者
)
。

「
南
日
本
の
大
小
遠
近
の
島
々
に
、
普
遍
し
て
い
る
生
活
の

理
法
を
尋
ね
て
み
よ
う
と
し
た
。
」
(
柳
田

一
九
八
九
b
)

「
な
お
そ
の
年
久
し
い
体
験
と
直
覚
と
の
中
に
は
、
い
ま
だ

世
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
生
活
の
理
法
の
、
あ
る
も
の
を
持
ち
伝

え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
(
柳
田

一
九
八
九
c
)

「
こ
れ
(
ほ
う
と
し
た
生
活
原
理
)
が
、
最
も
正
し
い
人
間

の
理
法
と
信
じ
て
い
た
時
代
が
、
か
つ
て
は
、
ほ
ん
と
う
に
あ

つ
た
の
だ
。
」
(
折
口

I
九
七
五
)

「
生
活
の
理
法
」
あ
る
い
は
「
人
間
の
理
法
」
、
す
な
わ
ち
民
俗
で
あ
る
。

《
理
法
》
と
は
現
在
を
規
定
す
る
内
な
る
過
去
か
ら
抽
出
さ
れ
る
論

理
、
法
則
、
体
系
、
原
理
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
《
理
法
》

と
は
、
た
と
え
ば
「
こ
の
言
い
伝
え
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い

っ
た
合
理
的
に
説
明
で
き
る
と
い
っ
た
意
味
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。
自
己
の
内
奥
の
過
去
、
い
い
か
え
れ
ば
伝
承
性
を
帯
び
た
行
動
に
埋

め
込
ま
れ
た
論
理
、
法
則
、
体
系
、
原
理
な
ど
が
理
法
で
あ
る
。

現
在
を
規
定
す
る
内
な
る
過
去
の
具
体
的
な
姿
は
、
正
月
、
お
盆
、
お

祭
、
葬
式
、
伝
説
、
民
具
な
ど
と
い
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
商
標

登
録
さ
れ
た
定
番
の
対
象
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
商
標
登

録
さ
れ
て
い
な
い
対
象
こ
そ
発
掘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

久
世
光
彦
も
向
田
邦
子
も
、
昭
和
に
生
き
る
人
び
と
の
内
奥
に
あ
る

「
懐
か
し
き
も
の
」
を
し
ば
し
ば
主
題
と
し
た
。
彼
ら
は
作
品
に
昇
華
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
懐
か
し
き
も
の
」
を
「
大
い
な
る
時
間
」

に
位
置
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
現
代
に
生
き
る
「
自
分
の
な
か
に
民
俗
を
よ

む
」
、
つ
ま
り
自
分
の
内
奥
に
あ
る
過
去
の
未
来
に
向
け
た
体
系
化
-
-

こ
れ
が
民
俗
学
の
課
題
で
あ
る
。
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