
む

す

び

　
「
地
方
の
時
代
」
へ
の
模
索

一　
県
民
に
根
ざ
す
県
政
の
計
画
化

一
九
七
三
（
昭
和
四
十
八
）
年
に
神
奈
川
県
で
は
新
総
合
計
画
を
策
定
し
た
。
こ
の
計
画
の
基
調
は
、
津
田
文
吾
知
事
の
説
明
に
よ
る
と
、
福
祉

優
先
の
観
点
に
た
ち
、
一
九
八
五
年
を
目
標
に
「
人
口
抑
制
と
自
然
保
護
に
お
き
、
人
間
性
の
回
復
と
自
然
の
尊
重
」
に
お
い
て
い
た
。

県
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
健
康
で
、
心
豊
か
に
、
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
と
自

然
環
境
の
保
全
を
重
視
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
を
は
か
る
施
策
を
計
画
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
い
く
う
え
で
、
人
口
の
適
正
規
模
と
産
業
の
適
正
配

置
に
関
す
る
方
向
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
約
二
千
四
百
平
方
㌖
と
い
う
全
国
で
も
指
折
り
の

狭
い
県
域
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
実
に
六
百
十
万
人
の
県
民
が
居
住
し
、
横
浜
・
川
崎
両
市
を
中
心
と
し
て
、
工
業
生
産
額
は
、
全
国
の
そ
れ

の
一〇
㌫
を
し
め
、
名
実
と
も
に
工
業
県
と
し
て
神
奈
川
は
、
日
本
の
高
度
成
長
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
と
く
に
、
県
外
か
ら
の
流
入
人
口
の
増

加
は
い
ち
じ
る
し
く
、
こ
の
十
年
間
に
二
百
万
人
を
数
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
お
し
な
べ
て
県
域
全
体
に
都
市
化
の
激
し
い
波
が
お

し
よ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
県
統
計
書
』
に
よ
っ
て
県
人
口
の
推
移
を
た
ど
り
な
お
し
て
み
る
と
、
京
浜
工
業
地
帯
が
そ
の
全
貌
を
く
っ
き
り
と
形
づ
く
る
第
一

次
大
戦
後
の
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
総
数
は
約
百
三
十
二
万
余
人
で
、
日
中
戦
争
前
後
の
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
当
時
が
約
百
八
十
四
万
人
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
漸
増
し
た
が
、
空
襲
が
激
し
く
な
り
戦
災
が
広
が
り
、
敗
戦
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
さ
す
が
に
人
口
も
減
少
し
た
が
、
戦
後
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復
興
か
ら
再
建
に
か
け
て
の
時
期
か
ら
人
口
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
一
九
五
〇
（
昭
和
二
十
五
）
年
に
約
二
百
四
十
八
万
人
と
な
っ
て
い
た
県

人
口
は
、
六
〇
年
に
は
約
三
百
四
十
四
万
人
を
数
え
、
こ
の
間
百
万
人
ほ
ど
増
え
た
。
し
か
も
、
そ
の
激
増
ぶ
り
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り
、
高

度
成
長
期
を
経
て
一
九
七
〇
年
に
な
る
と
、
約
五
百
四
十
七
万
人
を
数
え
、
八
〇
年
に
は
な
ん
と
六
百
九
十
二
万
人
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
の
も
と
で
、
過
密
現
象
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
国
鉄
・
私
鉄
の
駅
や
市
街
地
か
ら
は
る
か
に
離

れ
た
美
し
い
山
林
や
田
畑
が
宅
地
造
成
の
た
め
に
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
々
の
開
発
行
為
に
よ
り
自
然
や
緑
は
失
わ
れ
、
交
通

量
の
増
大
に
よ
る
排
気
ガ
ス
・
騒
音
な
ど
の
公
害
現
象
も
、
従
来
の
産
業
公
害
に
重
な
り
あ
う
か
っ
こ
う
で
、
県
民
の
生
活
を
脅
か
し
は
じ
め
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
情
を
み
さ
だ
め
、
県
は
自
然
環
境
の
保
全
、
都
市
環
境
の
整
備
、
農
林
業
の
育
成
な
ど
、
全
般
的
に
公
共
施
設
の
充
実
に
力
を
い

れ
て
生
活
環
境
の
整
備
施
策
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
県
と
し
て
は
、
限
ら
れ
た
開
発
可
能
な
県
土
の
適
正
な
利
用
と
、
内
山
岩
太
郎
知

事
時
代
に
着
手
し
た
相
模
川
水
系
と
、
こ
の
と
き
進
行
中
の
酒
匂
川
総
合
開
発
事
業
に
よ
る
同
川
の
水
資
源
の
有
限
性
を
強
く
認
識
し
、
こ
こ
か
ら

県
の
将
来
構
想
を
考
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

津
田
知
事
は
新
総
合
計
画
を
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
は
「
新
し
い
時
代
」
に
の
ぞ
む
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
新
し

い
時
代
」
に
こ
め
る
意
味
あ
い
に
は
、
お
そ
ら
く
、
国
家
的
規
模
で
の
高
度
成
長
が
も
た
ら
し
た
日
本
の
構
造
的
矛
盾
が
、
地
域
と
民
衆
の
生
活
環

境
に
投
げ
か
け
た
暗
い
影
を
直
視
し
つ
つ
、
低
成
長
下
に
お
け
る
政
策
転
換
の
必
要
性
を
予
想
し
て
、
地
域
・
地
方
か
ら
行
政
を
組
み
替
え
て
い
く

イ
メ
ー
ジ
を
た
く
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
計
画
の
基
調
に
、
高
度
成
長
と
い
う
急
激
な
経
済
社
会
の
発
展
の
も
と
で
「
人
間
性
が
軽
視
」
さ
れ

が
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め
に
自
然
の
尊
重
と
人
間
性
の
回
復
を
根
底
に
す
え
、「
福
祉
優
先
の
豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
」
を
目

標
と
し
て
い
た
。
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こ
の
県
政
の
計
画
化
の
視
点
と
目
標
は
、
た
と
え
方
向
づ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
国
家
の
行
政
か
ら
地
方
行
政
へ
と
い
う
統
治
の
流

れ
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
諸
施
策
の
転
換
の
思
想
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
情
は
、
山
田
宗
睦
編
『
地
方
文

化
の
日
本
史10

地
方
の
時
代
』
で
の
表
現
を
も
じ
れ
ば
、
戦
後
を
経
て
、
高
度
成
長
期
に
完
成
し
た
あ
の
す
べ
て
の
地
方
を
包
摂
し
た
「
民
主
政
的

な
管
理
中
央
集
権
」
が
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
終
え
、
実
際
に
「
底
層
部
分
の
地
方
」
が
浮
上
し
て
き
た
関
係
を
も
の
が
た
っ
て
い
よ
う
。
い
ま
や
、

地
方
の
福
祉
を
増
進
し
て
い
く
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
行
政
機
能
の
効
果
を
あ
げ
、
新
し
い
社
会
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
も
困
難
に
な
っ
て
き
て

い
る
現
実
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
第
二
期
目
の
津
田
県
政
は
、
他
府
県
に
さ
き
が
け
て
市
街
化
調
整
区
域
の
大
規
模
開
発
を
認
可
せ
ず
、
ゴ
ル
フ
場
の
新
規
造
成
も
い

っ
さ
い
許
可
し
な
い
な
ど
の
原
則
を
確
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
土
採
取
取
締
規
制
条
例
や
、
約
一
万
余
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
郷
土
の
森
、
社
寺
林
、
湖
沼

な
ど
を
自
然
環
境
保
全
条
例
に
基
づ
い
て
保
全
地
域
に
指
定
し
、
都
市
部
に
つ
い
て
も
近
郊
緑
地
保
全
区
域
約
四
千
六
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
あ
わ
せ

て
、
都
市
緑
地
保
全
法
に
よ
る
緑
地
保
全
地
区
の
指
定
に
の
り
だ
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
県
民
の
生
活
環
境
の
望
ま
し
い
質
的
水
準
を
達
成
し
維
持

し
て
い
く
た
め
に
、
自
然
環
境
の
浄
化
能
力
内
に
汚
染
物
質
の
排
出
量
を
抑
制
す
る
方
策
を
あ
み
だ
そ
う
と
積
極
的
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
高
度
成
長
の
時
代
も
去
っ
て
さ
す
が
に
産
業
の
進
出
は
停
滞
ぎ
み
で
あ
っ
た
が
、
人
口
の
流
入
と
過
度
集
中
が
つ
づ
き
、
宅
地
造
成

も
無
秩
序
な
広
が
り
を
み
せ
て
、
一
九
六
〇
年
以
降
の
十
年
間
、
県
下
の
林
野
は
約
一
万
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
減
っ
て
い
た
。
こ
の
緑
地
の
破
壊
は
生

活
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、
水
資
源
の
涵
養
に
も
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
つ
つ
あ
っ
た
。
津
田
県
政
は
、
県
内
の
こ
の
現
実
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
と

ら
え
、
高
校
百
校
建
設
な
ど
の
重
要
施
策
、
自
主
事
業
を
遂
行
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
に
お
か
れ
て
い

た
。
と
い
う
の
は
、
一
九
七
三
（
昭
和
四
十
八
）
年
末
の
石
油
危
機
と
敗
戦
後
の
一
時
期
を
の
ぞ
き
、
こ
れ
ま
で
例
の
な
い
破
壊
的
な
物
価
騰
貴
、
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イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
、
県
の
自
主
財
源
は
伸
び
悩
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
七
五
（
昭
和
五
十
）
年
四
月
二
十
二
日
、
津
田
知
事
は
、「
一
党
一
派
に
偏
せ
ず
保
守
も
革
新
も
な
い
県
政
に
取
り
組
ん
で
き

た
。
あ
る
程
度
の
実
績
は
残
し
得
た
と
思
う
」
と
語
っ
て
知
事
の
椅
子
を
去
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
か
わ
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
革
新
側
の
推
し
た

長
洲
一
二
知
事
で
あ
る
。
長
洲
知
事
は
、
保
守
係
無
所
属
の
と
ざ
わ
（
戸
沢
）
政
方
候
補
に
約
四
十
八
万
票
の
差
を
つ
け
て
当
選
し
た
。

長
洲
知
事
は
、『
神
奈
川
年
鑑
』
一
九
七
六
年
版
な
ど
に
よ
る
と
、
選
挙
中
に
は
中
央
対
決
・
保
守
対
決
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
知
事
と
し
て

登
庁
し
た
四
月
二
十
三
日
、「
人
間
と
福
祉
を
中
心
に
据
え
た
行
政
に
取
り
組
む
」
と
述
べ
て
、
県
政
に
た
い
す
る
基
本
姿
勢
を
示
し
た
。
そ
し
て
、

知
事
は
、
高
校
建
設
、
自
然
保
護
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
津
田
県
政
を
踏
襲
し
、
人
事
面
に
つ
い
て
も
津
田
体
制
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
を
あ

き
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
長
洲
県
政
は
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一）
年
に
お
い
て
は
前
年
度
の「
耐
乏
緊
急
対
策
型
」
予
算
か
ら
脱

し
て「
危
機
克
服
型
」
の
予
算
編
成
に
着
手
し
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
施
策
を
掲
げ
た
。
そ
れ
は
、
不
況
克
服
と
雇
用
の
安
定
、
教
育
の
先
進
県
化
、

県
民
の
福
祉
と
健
康
づ
く
り
、
災
害
と
公
害
か
ら
県
民
を
守
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
施
策
は
、
新
し
い
神
奈
川
創
造
の
指
標

と
し
て
長
洲
知
事
の
え
が
い
た
プ
ラ
ン
づ
く
り
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

二
　「
地
方
の
時
代
」
の
発
想
と
パ
ラ
ダ
イ
ム

長
洲
県
政
の
登
場
は
、
一般
に
「
革
新
県
政
」
の
誕
生
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
革
新
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
か
、
こ
こ
に
一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
長
洲
知
事
就
任
の
二
日
目
の
一
九
七
五
年
の
四
月
二
十
四
日
、
白
根
雄
偉
副
知
事
は
長
洲
知
事
を
知
事
室
に
お
と
ず
れ
て
、

「
革
新
県
政
を
一言
で
言
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
問
い
か
け
た
。
す
る
と
知
事
は
、「
問
題
の
提
起
で
す
」
と
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
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聞
い
て
白
根
副
知
事
は
、
腹
の
な
か
で「
提
起
さ
れ
た
問
題
の
解
決
へ
の
方
向
づ
け
」
と
下
の
句
を
つ
け
な
が
ら
、「
結
構
で
す
。
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
と
挨
拶
し
、
こ
れ
な
ら
知
事
に
つ
い
て
ゆ
け
る
な
、
と
思
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
白
根
副
知
事
は
、
こ
の
こ
と
を
後
年「
神
奈
川
県
政
の
改

革
に
携
わ
っ
て
」（『
神
奈
川
県
史
研
究
』
四
七
号
）
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
が
、
や
が
て
長
洲
県
政
の
も
と
で
構
想
さ
れ
て
い
く
新
神
奈
川
計
画
の
実

施
計
画
策
定
を
推
進
し
て
い
く
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
計
画
は
、
一九
七
五
年
度
か
ら
策
定
準
備
作
業
に
は
い
っ
た
が
、
そ
の
策
定
目
標
は
、「
新
し
い
時
代
」
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
神
奈
川
の

創
造
と
県
民
生
活
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
起
し
将
来
像
を
え
が
き
だ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

新
神
奈
川
計
画
の
策
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
新
し
い
教
育
・文
化
・福
祉
の
創
造
、
お
よ
び
県
民
の
自
治
と
連
帯
意
識
を
う
な
が
す
た
め
に
、
一

九
七
六
年
度
か
ら
実
行
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
・祭
り
・民
俗
芸
能
大
会
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ「
か
な
が
わ
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」
や
、
県
内
の
芸
術
振
興

の
波
を
盛
り
上
げ
新
し
い
文
化
県
の
創
造
を
め
ざ
し
た
神
奈
川
芸
術
祭
、
あ
る
い
は
「
民
際
外
交
」
に
積
極
的
に
と
り
く
も
う
と
し
て
、
は
や
く
も

渉
外
部
内
に
国
際
交
流
課
を
新
設
し
た
こ
と
は
、
長
洲
県
政
の
神
奈
川
の
創
造
を
求
め
て
の
一
つ
の
道
標
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
地
方
の
創

造
の
一
つ
の
道
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

地
方
の
創
造
と
は
、
市
町
村
の
お
か
れ
た
特
性
に
応
じ
た
主
体
的
な
地
域
づ
く
り
を
根
底
に
す
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
た
構
想

に
す
ぎ
な
く
な
る
。

か
つ
て
、
大
平
内
閣
の
も
と
で
「
都
市
の
持
つ
高
い
生
産
性
」
と
「
豊
か
な
田
園
の
自
然
」
を
高
次
に
結
合
さ
せ
る
と
い
う
都
市
と
農
村
の
一
体

化
を
め
ざ
す
田
園
都
市
構
想
が
う
ち
だ
さ
れ
た
が
、
こ
の
発
想
は
地
方
分
権
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
政
策
化
へ
の
距
離
は
遠
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
現
に
、
そ
の
構
想
が
「
定
住
圏
形
成
推
進
事
業
」
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
と
き
、
中
央
諸
官

庁
が
バ
ラ
バ
ラ
に
市
町
村
に
示
し
て
く
る
そ
の
施
策
要
求
は
、
一定
の
成
果
品
を
求
め
る「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
、
地
域
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か
ら
批
判
の
声
が
あ
が
っ
た
の
も
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
構
想
そ
の
も
の
が
浮
き
沈
み
し
て
い
く
不
安
定
な
性
格
を
お
び
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
新
全
総
時
代
に
自
治
省
は
「
広
域
市
町
村
圏
」
を
と
な
え
、
建
設
省
は
「
地
方
生
活
圏
」
を
う
ち
だ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
後
、
三
全
総
を
背
景
と
し
て
、
国
土
庁
は
「
人
間
居
住
の
総
合
的
環
境
整
備
」
を
め
ざ
す
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
、
定
住
圏
を
主
張
し

て
も
い
た
。
そ
の
う
え
に
田
園
都
市
構
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
数
種
類
の
構
想
が
脈
絡
の
不
十
分
な
ま
ま
に
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
困

惑
の
原
因
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
構
想
は
一
九
六
〇
年
代
の
「
所
得
倍
増
」、
七
〇
年
代
は
じ
め
の
「
列
島
改
造
」
論
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か

考
え
て
み
る
と
、
混
乱
の
輪
は
広
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
政
権
が
替
わ
れ
ば
ま
た
別
の
「
構
想
」
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
皮
肉
る

声
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
中
央
政
府
、
あ
る
い
は
中
央
集
権
的
機
能
に
支
え
ら
れ
た
機
構
の
な
か
で
の
地
方
分
権
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
が
語
る

よ
う
に
、
社
会
の
現
実
か
ら
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
魂
の
な
い
」
言
葉
の
遊
戯
に
終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

地
域
か
ら
の
社
会
づ
く
り
・
地
方
の
創
造
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
在
の
一
つ
の
必
然
と
み
て
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
央
政

府
も
地
方
づ
く
り
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
地
元
で
下
か
ら
地
に
つ
い
た
地
域
づ
く
り
を
構
想
し

て
い
く
以
外
に
手
だ
て
は
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
一
九
七
八（
昭
和
五
十
三
）
年
の
夏
、
長
洲
知
事
が
「
地
方
の
時
代
」
を
提
唱
し
、
地
方
・
地
域
の
活
性
化
の
パ
ラ

ダ
イ
ム（
知
的
範
型
の
枠
組
み
）
を
提
示
し
た
。
こ
の
年
の
七
月
十
四
、
十
五
日
の
二
日
間
、
県
が
幹
事
役
と
な
り
横
浜
市
、
川
崎
市
、
東
京
都
、
埼

玉
県
と
と
も
に
「
地
方
の
時
代
」
と
名
づ
け
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
横
浜
国
際
会
議
場
で
開
き
、
多
数
の
学
識
経
験
者
も
参
加
し
て
地
方
自
治
の
展
望

を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
積
み
重
ね
た
の
で
あ
る
。

こ
の
会
議
に
お
い
て
、
長
洲
知
事
は
、
歴
史
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド（
鍵
に
な
る
用
語
）
と
し
て
「
地
方
の
時
代
」
を
と
な
え
た
。
長
洲
一
二
「『
地
方

の
時
代
』
を
求
め
て
」（『
世
界
』
一九
七
八
年
十
月
号
）
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
経
済
・
政
治
・
社
会
生
活
・
文
化
を
含
め
て
、
文
明
論
的
な
意
味
で
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「
地
方
」
を
と
ら
え
な
お
し
、
こ
れ
か
ら
の
文
明
社
会
シ
ス
テ
ム
で
重
要
な
価
値
を
も
つ
の
は
、「
人
類
」
や
「
世
界
」
の
視
点
と
と
も
に
、「
地
方
」

「
地
域
」
の
個
性
的
な
充
実
し
た
発
展
で
あ
る
と
述
べ
、「
地
方
の
時
代
」
は
今
日
に
お
け
る「
射
程
の
大
き
い
歴
史
的
屋
望
」
と
し
て
設
定
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
国
民
国
家
・
市
場
経
済
・
近
代
科
学
技
術
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
き
た
近
代
工
業
文
明
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
の
行
詰
り

に
よ
り
、
今
日
、
大
き
な
歴
史
的
転
換
の
時
期
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

そ
こ
で
新
し
い
文
明
の
モ
デ
ル
は
、
国
家
だ
け
を
唯
一絶
対
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
か
ら
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
、
そ
こ
か

ら
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
方
向
へ
と
、
下
か
ら
重
畳
的
に
積
み
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
新
し
い「
地
方
の
時
代
」
を
担
っ
て
い
く
主
体
は
、
こ
の
時
代
認
識
を
も
ち
、
自
治
と
連
帯
を
は
か
っ
て
い
く
市
民
に
か
か
っ
て
く
る
。

こ
う
し
て
長
洲
知
事
は
、
今
後
の
自
治
体
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
性
を
そ
な
え
た
市
民
の
成
熟
の
た
め
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
条
件
を
整
備

し
、
自
由
な
市
民
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
市
民
の
事
業
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

「
地
方
の
時
代
」
は
、
今
日
、
多
く
の
人
び
と
の
口
に
の
ぼ
り
、
行
政
の
諸
機
関
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
集
団
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
に
寄
せ
る
イ
メ
ー
ジ
は
実
に
多
様
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
が
ら

は
、
今
日
の
時
代
の
相
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
人
類
に
と
っ
て
、
ま
た
一
個
人
に
と
っ
て
も
危
機
含
み
の
、
し
か
も
底
深
い
転
換
期

－
転
形
期
に
さ
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
事
態
を
ふ
ま
え
て
、「
地
方
の
時
代
」
が
人
類
の
平
和
と
繁
栄
・
人
間
の
尊
厳
を
保
持
し
な
が
ら
、
未
来
を

切
り
開
い
て
い
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
地
方
の
時
代
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
長
洲
知
事
の
い
う
「
県
民
初
発
の
県
政
」「
県
民
に
発
し
、
県
民
に
帰
る
県
政
」
に
具
体
化
し
て
い
く
発

想
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
が
鍵
に
な
っ
て
い
た
。
神
奈
川
に
「
自
治
と
連
帯
の
社
会
」
を
つ
く
り
、「
生
活
者
の
心
が
し
み
透
り
、
脈
う
つ
県
政
」

を
確
立
し
、「
子
や
孫
に
誇
れ
る
神
奈
川
」
を
き
づ
く
と
い
う
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
き
た
長
洲
知
事
は
、
一九
七
九
年
、
各
政
党
の
推
薦
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の
も
と
で
約
二
百
二
万
五
千
票
と
い
う
圧
倒
的
な
票
を
獲
得
し
て
当
選
し
、
二
期
目
を
迎
え
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
七
年
に
わ
た
り
、

「
社
会
計
画
」
と
し
て
の
新
神
奈
川
計
画
を
は
じ
め
、
福
祉
・産
業
・文
化
や
環
境
問
題
に
つ
い
て
の「
ク
リ
ー
ン
・
ア
ン
ド
・グ
リ
ー
ン
作
戦
」

と
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
条
例
の
施
行
、
国
際
交
流
の
面
で
の「
民
際
外
交
」、
教
育
の「
騒
然
論
議
」、
高
年
齢
化
社
会
に
み
あ
う
中
高
年
齢
層
の
雇

用
開
発
の
促
進
な
ど
の
労
働
問
題
、
情
報
公
開
制
度
、
女
性
の
地
位
向
上
を
め
ざ
す「
か
な
が
わ
女
性
プ
ラ
ン
」
の
作
成
と
、
ま
さ
に「
県
民
初

発
の
県
政
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
の
枠
組
み
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。
し
か
も
、
長
洲
知
事
が
、
一九
八
一年
十
二
月
の
仕
事
納
め
の
挨
拶

（『
教
養
月
報
』
三
九
四
号
）
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
福
祉
社
会
」
神
奈
川
を
め
ざ
し
て
市
町
村
の
活
躍
も
め
だ
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
文
化
行

政
の
分
野
で
も
市
町
村
の
創
意
が
み
ら
れ
た
こ
と
が「
地
方
の
時
代
」
四
年
目
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
地
方
の
時
代
」
に「
ボ
デ
ィ
」

（
肉
体
）
を
あ
た
え
、
福
祉
の
土
台
づ
く
り
の
た
め
に
総
合
産
業
の
政
策
を
最
重
要
課
題
に
掲
げ
て
も
い
る
。

「
地
方
の
時
代
」
の
県
政
は
、
長
洲
知
事
も
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自
治
と
連
帯
」
の
精
神
に
基
づ
く
県
民
の「
共
同
作
品
」
に
結
実

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で「
と
も
し
び
運
動
を
進
め
る
県
民
会
議
」「
神
奈
川
の
教
育
を
推
進
す
る
県
民
会
議
」「
か
な
が
わ
女

性
会
議
」、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
諸
団
体
、
住
民
団
体
が
行
政
に
た
い
し
発
言
し
参
加
す
る
以
上
に
、
長
洲
知
事
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
県

民
の
自
治
と
連
帯
の
活
動
に
行
政
か
ら
積
極
的
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

ま
た
、「
地
方
の
時
代
」
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
そ
の
施
策
を
一本
の
太
い
綱
に
し
め
あ
げ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
多
角
的

に
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
と
英
知
を
集
約
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
一九
八
〇
年
十
一月
二
十
七
日
、
川
崎
市
民
プ
ラ
ザ
会
場
に
お
け
る
「
地
方
の
時

代
」
映
像
祭
、
お
よ
び
十
一月
十
、
十
一日
の
県
庁
、
横
浜
国
際
会
議
場
で
の「
地
方
の
時
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム〈
地
域
経
済
〉」
は
、
文
化
を
支
え
る

エ
ー
ト
ス
、
地
域
経
済
確
立
の
た
め
の
問
題
点
と
目
標
、
手
だ
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
現
実
に
問

題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
地
方
自
治
体
が
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
地
域
経
済
の
革
新
の
方
向
に
沿
う
政
策
遂
行
能
力
を
ど
う
育
て
実
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行
に
移
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
く
る
。
ま
た
、
技
術
の
生
産
工
程
へ
の
か
ぎ
り
な
き
適
用
が
雇
用
不
安
を
か
き
た
て
、
現
に
企
業
の

合
理
化
や
生
産
ラ
イ
ン
の
自
動
化
に
と
も
な
う
労
働
者
数
の
激
減
、「
マ
イ
コ
ン
シ
テ
ィ
構
想
」　（
川
崎
市
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
半
導
体
を
中
心

と
す
る
電
子
機
器
関
連
企
業
を
機
軸
に
産
業
地
図
が
大
き
く
ぬ
り
か
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、「
経
済
の
分
権
化
」
を
ど
う
制
度
的
に
か
つ

具
体
的
に
地
域
の
発
展
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
切
実
な
課
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

と
同
時
に
、「
自
由
民
権
百
年
全
国
集
会
」
が
一
九
八
一年
十
一
月
二
十
一、
二
十
二
日
の
両
日
県
民
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、
盛
会
を
き
わ
め
た
こ

と
は
、
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
点
を
さ
ぐ
り
現
状
を
考
え
る
う
え
で
、「
地
方
の
時
代
」
の
神
奈
川
を
舞
台
と
し
て
い
た
だ
け
に
意
義
深
い

も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
か
ら
過
去
の
諸
成
果
を
汲
み
あ
げ
て
い
く
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
、
今
日
の
よ
う
な
困
難
な
時
代
状
況
に
あ
る

と
き
、
未
来
の
神
奈
川
の
社
会
と
県
土
を
ど
う
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
今
後
い
っ
そ
う
重
要
さ
を
増
し
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
こ
う
い
う
と
き
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
十
二
）
年
四
月
に
発
足
し
た
神
奈
川
県
史
編
集
事
業
が
、
そ
の
基
本
要
綱
に
う
た
っ
て
い
る
、「
こ
の

県
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
顧
み
て
、
将
来
本
県
の
進
む
べ
き
方
向
を
展
望
」
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く

な
い
。
そ
の
成
果
も
ま
た
、「
地
方
の
時
代
」
に
ふ
さ
わ
し
い
所
産
で
あ
る
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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