
地
誌
学
の
伝
統
を
遠
ざ
け
て
き
た
現
代
地
理
学

　

都
市
地
理
学
が
研
究
の
対
象
と
す
る
都
市
は
日
本

中
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
海
外
も
含
め
れ
ば
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
都
市
に
つ
い
て
何

か
を
語
ろ
う
と
す
る
場
合
、
最
適
と
ま
で
は
い
わ
な

い
が
、
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
を
選
び
だ
し
、
資

料
や
デ
ー
タ
を
用
い
て
書
い
て
い
く
の
は
、
も
と
よ

り
望
ま
し
い
。
特
定
の
国
や
地
方
な
ど
に
は
関
係
な

く
、
選
ん
だ
都
市
を
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
や
事
例
と
し

て
都
市
の
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
語
る
。
地
域
を
絞
っ
て
い
な
い
の
で
、
あ
ち
ら

こ
ち
ら
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
全
体
と
し
て

は
や
や
散
漫
に
な
る
印
象
は
免
れ
な
い
が
、
テ
ー
マ

に
即
し
た
都
市
が
選
ば
れ
て
い
れ
ば
違
和
感
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
国
際
金
融
都
市
の
代
表
と
し
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
を
選
ん
だ
り
、
国
内
の
歴
史
観

光
都
市
と
し
て
京
都
、
金
沢
な
ど
を
選
ん
だ
り
す
れ

名
古
屋
圏
の
都
市
地
理
学

風
媒
社　
　
二
〇
一
六
年

林
　
　
上
◎
中
部
大
学
人
文
学
部
歴
史
地
理
学
科
教
授

ば
、
読
者
の
方
も
抵
抗
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
す
る
と
、
語
る
対
象
が
名
古
屋
圏
の
都
市
に
限

ら
れ
て
い
る
本
書
は
、最
初
か
ら
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
る
。

名
古
屋
圏
に
関
心
が
あ
る
読
者
な
ら
と
も
か
く
、
と

く
に
こ
の
地
域
に
関
心
の
な
い
読
者
の
興
味
を
そ
そ

り
そ
う
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
し
て
有
名
で
も

な
い
地
方
都
市
の
こ
と
な
ど
、
ど
う
で
も
い
い
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
本
の
タ
イ
ト
ル
に

都
市
地
理
学
と
あ
る
。
何
や
ら
堅
苦
し
そ
う
な
地
理

学
の
専
門
書
か
と
敬
遠
さ
れ
る
恐
れ
さ
え
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
都
市
地
理
学
分
野
の
本
を
何
冊

か
世
に
出
し
て
き
た
た
が
、
特
定
の
地
域
に
限
定
し

た
も
の
は
遠
ざ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
地
理

学
に
は
地
誌
学
と
い
う
分
野
が
あ
り
、
特
定
の
地
域

に
つ
い
て
自
然
現
象
か
ら
人
文
現
象
に
至
る
ま
で
多

く
の
こ
と
が
ら
を
総
合
的
に
記
述
す
る
と
い
う
伝
統

が
維
持
さ
れ
て
き
た
。こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、

世
界
の
ど
の
地
域
で
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
、

総
合
的
に
記
述
す
る
ス
タ
イ
ル
は
時
代
遅
れ
の
産
物

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
背
景
に
は
東
西
冷

戦
下
の
国
際
宇
宙
競
争
が
あ
り
、
宇
宙
か
ら
地
球
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
地
表
上
の
こ
と
は

何
で
も
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
と
い
う
楽
観
的
な

科
学
思
想
が
優
勢
に
な
っ
た
。
地
球
表
面
上
を
這
い

ず
り
回
り
、
苦
労
し
て
情
報
を
集
め
て
総
合
的
に
書

く
よ
う
な
こ
と
を
す
る
よ
り
、
テ
ー
マ
別
に
収
集
し

た
デ
ー
タ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
統
計
処
置
し
て
結
果

を
だ
す
方
が
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
経
済
学
、
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
の
隣
接
科

学
が
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
も
大
き
い
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
地
理
学

も
理
論
構
築
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
声
が
、

若
い
研
究
者
の
間
で
湧
き
起
こ
っ
て
き
た
。

　

伝
統
的
な
地
誌
学
に
つ
な
が
る
地
域
の
個
性
よ
り

も
、
地
域
に
こ
だ
わ
ら
な
い
一
般
性
を
重
視
す
る
地

理
学
的
方
法
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
大
学
教

育
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
が

現
在
も
続
い
て
い
る
た
め
か
、
学
界
の
中
で
正
面
切

っ
て
自
ら
の
専
門
を
地
誌
学
と
名
乗
る
地
理
学
研
究

者
は
極
め
て
少
な
い
。
た
だ
し
、
地
理
教
育
科
目
と

し
て
の
地
誌
学
は
堅
持
さ
れ
て
お
り
、
学
校
教
育
と

地
理
学
界
と
の
間
に
は
依
然
と
し
て
ズ
レ
が
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
ズ
レ
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し

て
絶
対
的
で
は
な
い
。
高
校
ま
で
の
地
理
で
は
、
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
を
専
門
的
に
追
究
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
を
総
合
的
に
理
解
す
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
と
思
わ

れ
る
が
、
と
も
す
る
と
、
地
名
や
産
物
を
や
た
ら

覚
え
込
ん
で
知
識
量
を
増
や
す
方
向
に
向
か
い
や
す

く
、
挙
げ
句
の
果
て
、
学
習
者
に
は
そ
っ
ぽ
を
向
か

れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
高
校
ま
で
の
地
誌
学
的

教
科
が
地
理
学
と
思
い
込
ん
で
大
学
に
入
っ
て
き
た

学
生
に
と
っ
て
、
一
般
性
を
重
視
す
る
地
理
学
は
や

は
り
新
鮮
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
地
名
や
産
物
の

羅
列
に
終
始
し
て
い
た
無
味
乾
燥
な
教
科
で
は
な

く
、
本
当
の
意
味
で
世
界
や
地
域
を
理
解
す
る
方
法

を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
高
校
ま
で
の

よ
う
に
、
自
然
か
ら
人
文
ま
で
す
べ
て
を
対
象
と
し

て
学
ぶ
必
要
は
な
い
。
興
味
あ
る
対
象
に
向
け
て
中

身
を
掘
り
下
げ
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
多
く
の
事
柄

が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に

知
識
の
幅
を
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
。
形
式
的
に
は

地
誌
学
と
似
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
教
科
書
の
内
容

を
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
か
、
こ
ち
ら
か
ら
求
め
て
い

く
か
、
そ
こ
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

名
古
屋
大
都
市
圏
と
名
古
屋
圏
の
違
い

　

さ
て
、
日
本
で
は
か
な
り
以
前
か
ら
国
内
に
は
三

つ
の
大
都
市
圏
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
東
京
、

大
阪
、
名
古
屋
の
三
大
都
市
圏
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
大
都
市
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
の

地
域
が
一
体
的
に
機
能
し
て
い
る
地
理
的
広
が
り
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
主
役
は
大
都
市
で
あ
り
、

こ
こ
に
集
ま
っ
て
き
て
溢
れ
出
た
産
業
や
人
口
を
周

辺
地
域
で
受
け
止
め
な
が
ら
全
体
で
こ
な
し
て
い
こ

う
と
い
う
圏
域
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
東
京
大
都
市

圏
と
東
京
圏
、
あ
る
い
は
名
古
屋
大
都
市
圏
と
名
古

屋
圏
は
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
答
え
る
に
は
や
や
専
門
的
な
説
明
が
必
要
で

あ
る
が
、
簡
単
に
い
え
ば
、
前
者
が
都
市
機
能
が
実

質
的
に
作
用
し
て
い
る
圏
域
で
あ
る
の
に
対
し
、
後

者
は
都
道
府
県
単
位
で
見
た
場
合
の
圏
域
の
こ
と
で

あ
る
。
大
都
市
圏
の
範
囲
は
固
定
的
で
は
な
く
、
研

究
者
が
採
用
す
る
都
市
活
動
の
指
標
に
よ
っ
て
異
な

る
。
例
え
ば
、
郊
外
か
ら
都
心
の
職
場
へ
通
勤
す
る

人
た
ち
に
注
目
す
れ
ば
通
勤
圏
に
な
る
し
、
都
心
の

デ
パ
ー
ト
へ
買
い
物
に
出
か
け
る
人
に
目
を
向
け
れ

ば
購
買
圏
に
な
る
。
逆
に
都
心
か
ら
見
て
、
新
聞
社

の
新
聞
が
ど
こ
ま
で
配
達
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
新

聞
配
布
圏
や
、
ラ
ジ
オ
の
電
波
が
ど
こ
ま
で
届
い
て

い
る
か
の
ラ
ジ
オ
電
波
圏
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
圏
域
を
集
め

て
平
均
し
た
結
果
が
大
都
市
圏
で
あ
る
。
大
都
市
圏

が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
固
定
的
範
囲
で
な
い
の

は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
東
京
圏
は
関
東
中
心
部
の
四
都
県
、

名
古
屋
圏
は
東
海
三
県
と
い
う
よ
う
に
、
後
者
の
圏

域
は
都
道
府
県
の
集
ま
り
と
し
て
範
囲
が
固
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
特
別
に
強
制
力
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
慣
習
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
を

黙
認
し
て
い
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ

国
の
統
計
や
白
書
な
ど
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
半
ば
正
統
的
な
範
囲
と
し
て
世
間
一
般
で
は
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
名
古
屋
圏
の
場
合
、
東
海
三

県
の
知
事
と
名
古
屋
市
長
が
集
ま
っ
て
会
議
を
す
る

機
会
が
少
な
く
な
い
。
県
域
は
行
政
上
の
形
式
的
範

囲
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、国
政
選
挙
や
徴
税
、警
察
、

保
健
、
公
教
育
な
ど
、
実
質
的
に
意
味
の
あ
る
範
囲

と
し
て
機
能
す
る
分
野
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
県
域

を
単
位
と
し
て
県
民
意
識
が
醸
成
さ
れ
、
廃
藩
置
県

以
来
、
年
月
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後

の
高
度
経
済
成
長
期
を
通
し
て
企
業
や
家
計
、
個
人

の
行
動
が
広
域
化
し
、
県
域
を
越
え
て
行
わ
れ
る
日

常
的
活
動
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
き
た
。
も
は
や

県
の
中
だ
け
で
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、人
、モ
ノ
、
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情
報
が
多
く
集
ま
る
有
力
な
都
道
府
県
を
中
心
に
広

域
的
な
空
間
的
範
囲
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
都
道
府
県
と
は
別
に
東
京
圏
や
名
古
屋
圏
と

い
う
広
が
り
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
背
景
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
ま
れ
る
。
東
京
圏
は

東
京
都
が
中
心
の
圏
域
で
あ
る
か
ら
よ
い
と
し
て
、

愛
知
県
が
中
心
の
圏
域
を
な
ぜ
名
古
屋
圏
と
呼
ぶ
の

か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
東
京
圏
の
場
合
、
都
と
そ

の
中
に
あ
る
二
三
特
別
区
の
名
称
が
同
じ
で
あ
る
た

め
一
見
す
る
と
都
の
名
前
を
冠
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
実
際
は
、
圏
域
の
中
心
に
当
た
る
都

区
部
、
す
な
わ
ち
東
京
と
い
う
都
市
の
名
前
を
使
っ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
理
屈
で
、

名
古
屋
の
場
合
は
愛
知
圏
で
は
な
く
、
名
古
屋
圏
と

呼
ぶ
の
が
実
態
に
合
っ
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
大

阪
圏
は
、
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
の

四
府
県
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大

阪
市
を
中
心
と
す
る
圏
域
で
あ
る
。
大
阪
は
府
と
市

の
名
前
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
も
大
阪
府
を
中

心
と
す
る
四
つ
の
府
県
の
連
合
体
と
考
え
が
ち
で
あ

る
が
、
実
際
は
大
阪
市
が
中
心
で
あ
る
。
た
だ
し
大

阪
圏
の
場
合
、
京
都
や
神
戸
と
い
っ
た
大
都
市
が
あ

る
う
え
に
大
阪
市
の
面
積
が
狭
い
。
そ
れ
ゆ
え
大
阪

市
が
大
阪
圏
の
唯
一
の
中
心
都
市
か
と
い
う
点
で
疑

問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
圏
内
に
名
古
屋
市
に
対

抗
で
き
る
大
都
市
が
存
在
し
な
い
名
古
屋
圏
と
は
圏

域
の
構
造
が
違
っ
て
い
る
。

名
古
屋
圏
と
い
う
言
い
方
以
外
の
別
の
呼
び
方

　

愛
知
、
岐
阜
、
三
重
の
三
県
か
ら
な
る
名
古
屋
圏

は
、
東
海
三
県
あ
る
い
は
東
海
地
方
の
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
こ
の
言
い
方
の
方
が
地
元
の
人
々
に
は
馴
染

み
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
の
天
気
予
報
で
も
北
陸
地
方
と

並
ん
で
東
海
地
方
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
似
た
よ
う
な

名
称
と
し
て
中
部
地
方
、
中
部
圏
、
中
京
圏
な
ど
の

呼
び
方
も
あ
る
。
名
古
屋
に
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
テ
レ
ビ
局
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
を
局

名
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
に
あ
る
大
学

の
間
で
も
、
こ
う
し
た
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
日
本
列
島
の
地
理
的
中
央
部
分
に
相
当
す
る
こ

の
地
域
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
、
そ
の
答
え
は
ひ
と

つ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
地
名
を
付
け
る
と

き
、
命
名
者
は
そ
の
場
所
の
固
有
性
や
特
徴
、
あ
る

い
は
他
の
場
所
と
の
位
置
関
係
な
ど
を
考
え
て
付
け

る
。
命
名
者
が
誰
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
場
合

で
も
、
と
く
に
不
都
合
が
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
継
続

し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
地
名
と
は
そ
う
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
地
名
に
は
隠
れ
た
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
受
け
入

れ
を
拒
否
し
て
改
名
し
た
り
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
と
く
に
国
際
的
に
使
用
さ
れ

る
地
名
は
国
益
や
文
化
と
も
関
係
す
る
た
め
、
敏
感

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

東
海
地
方
の
「
東
海
」
の
起
源
が
、
歴
史
的
に
存

在
し
た
都
か
ら
見
て
東
側
に
あ
る
海
辺
の
地
方
で
あ

っ
た
か
ら
と
い
う
の
は
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
で
あ

る
。
同
じ
理
屈
で
九
州
を
西
海
地
方
と
呼
ん
だ
の
も

理
解
で
き
る
。
権
力
の
中
枢
か
ら
見
て
ど
ち
ら
に
位

置
す
る
か
と
い
う
方
角
に
依
拠
す
る
命
名
で
あ
る
。

韓
国
が
「
日
本
海
」
と
い
う
呼
称
を
認
め
ず
、「
東
海
」

と
主
張
し
て
い
る
の
は
、
自
国
の
東
側
に
広
が
る
海

だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
時
代
と
状
況
は
大
い

に
異
な
る
が
、
権
力
に
よ
る
命
名
の
論
理
は
驚
く
ほ

自著を語る
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九
四

七
年
、
岐
阜
県
生
ま
れ
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一
九

七
五
年
に
名
古
屋
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了

後
、
名
古
屋
学
院
大
学
経
済
学

部
助
教
授
、
名
古
屋
大
学
情
報

文
化
学
部
教
授
を
経
て
二
〇
〇

一
年
に
名
古
屋
大
学
大
学
院
環

境
学
研
究
科
教
授
に
就
任
。
二

〇
〇
八
年
三
月
に
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
と
な
り
、
翌
四
月
に
中
部

大
学
人
文
学
部
歴
史
地
理
学
科
教
授
に
就
任
。
専
門
は
経
済
地
理
学
、

都
市
地
理
学
。
一
九
八
六
年
に
「
中
心
地
理
論
研
究
」
で
文
学
博
士

の
学
位
を
取
得
。
一
九
八
八
年
に
は
日
本
都
市
学
会
か
ら
「
都
市
学

会
賞
」
を
受
賞
。
最
近
刊
の
『
現
代
社
会
の
経
済
地
理
学
』
を
は
じ

め
一
四
冊
の
単
著
の
ほ
か
に
、『
現
代
都
市
地
域
の
構
造
再
論
』
な

ど
三
冊
の
編
著
が
あ
る
。



ど
似
て
い
る
。
中
京
圏
と
い
う
言
い
方
も
、
こ
れ
と

似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
歴
史
的
に
存
在
し
た
西
の
都

と
現
に
存
在
す
る
東
の
都
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と

を
根
拠
に
、
命
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
心
と
中

間
は
言
葉
は
た
し
か
に
似
て
い
る
が
、
意
味
は
か
な

り
異
な
る
。
同
じ
中
京
と
い
う
字
を
書
い
て
、
都
の

中
心
を
指
す
場
合
も
あ
る
た
め
、
混
乱
し
や
す
い
。

中
部
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
課
題
が
あ
る
。
学
校
教

育
で
教
え
る
地
理
で
は
中
央
日
本
の
一
地
方
を
指
す

範
囲
と
し
て
「
中
部
」
と
い
う
名
前
が
使
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
。
空
間
的
に
あ
る

種
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
範
囲
を
圏
と
み
な
す
考
え

方
に
立
て
ば
、
相
互
関
係
が
弱
く
た
だ
隣
り
合
っ
て

並
ん
で
い
る
だ
け
で
は
統
一
感
に
欠
け
る
。

　

地
名
に
は
使
わ
れ
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
り
、
そ

れ
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
新
し
く

名
前
を
付
け
る
場
合
は
、
そ
の
地
理
的
範
囲
に
ふ
さ

わ
し
い
名
前
を
選
ぶ
よ
う
に
心
が
け
る
の
が
賢
明
で

あ
る
。
名
古
屋
圏
と
い
う
名
称
は
、
比
較
的
、
最
近

に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

愛
知
県
の
県
庁
所
在
地
で
も
あ
る
名
古
屋
市
の
都
市

機
能
が
愛
知
県
内
は
も
と
よ
り
、
隣
の
岐
阜
県
、
三

重
県
に
も
広
く
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
に

よ
る
。
名
古
屋
市
へ
通
勤
、
通
学
、
買
い
物
な
ど
で

出
か
け
る
岐
阜
県
民
、
三
重
県
民
が
増
え
た
。
以
前

は
名
古
屋
市
や
愛
知
県
に
住
ん
で
い
た
人
が
住
宅
地

を
求
め
て
岐
阜
県
、
三
重
県
に
転
出
し
た
り
、
愛
知

県
の
企
業
が
土
地
や
労
働
力
を
求
め
て
こ
れ
ら
の
県

へ
移
転
し
た
り
し
た
。
国
鉄
民
営
化
を
き
っ
か
け
に

始
ま
っ
た
鉄
道
各
社
の
サ
ー
ビ
ス
競
争
や
、
名
古
屋

市
を
中
心
と
す
る
高
速
道
路
網
の
充
実
が
、
こ
う
し

た
動
き
を
促
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
住
ま
い
は
愛
知

県
内
に
は
な
い
が
、
名
古
屋
市
と
そ
の
近
隣
地
域
と

関
わ
り
を
も
つ
人
が
目
に
見
え
て
多
く
な
っ
た
。「
名

古
屋
圏
民
」
と
で
も
呼
べ
る
人
々
が
増
え
て
き
た
現

実
を
ふ
ま
え
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
経
済
、

社
会
、
文
化
の
問
題
を
名
古
屋
圏
の
問
題
と
し
て
と

ら
え
る
必
然
性
が
生
ま
れ
て
き
た
。

名
古
屋
が
リ
ー
ド
し
て
き
た
圏
域
の
歴
史

　

本
書
は
、
名
古
屋
と
い
う
都
市
が
愛
知
、
岐
阜
、

三
重
の
三
県
の
主
要
な
部
分
に
対
し
て
実
質
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
の
も
と
で

執
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
名
古
屋
あ
る
い
は
名

古
屋
市
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
述
が
本
書
の
中
で
占

め
る
割
合
は
大
き
い
。
近
代
以
降
の
都
市
化
の
歴
史

と
り
わ
け
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
工
業
化
の
過
程
を

振
り
返
る
と
き
、
名
古
屋
が
担
っ
た
役
割
が
い
か
に

大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。
産
業
の
創
出
と
そ
の
累

積
的
集
積
、
そ
れ
に
と
も
な
う
人
口
の
集
中
、
そ
れ

ら
を
支
え
る
た
め
の
市
街
地
の
拡
大
な
ど
、
実
に
多

く
の
側
面
で
絶
え
ず
先
へ
先
へ
と
進
む
姿
は
印
象
的

で
あ
っ
た
。
や
が
て
市
域
内
で
は
処
理
で
き
な
く
な

り
、
市
外
へ
と
勢
い
は
及
ん
で
い
っ
た
。
一
部
は
名

古
屋
市
が
周
辺
自
治
体
を
合
併
す
る
こ
と
で
解
決
さ

れ
た
が
、
そ
れ
で
は
き
か
な
く
な
り
名
古
屋
大
都
市

圏
が
実
質
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
名
古
屋
に
は

周
辺
の
都
市
に
は
な
い
格
別
の
役
割
が
あ
り
、
そ
れ

が
果
た
さ
れ
て
い
く
軌
跡
を
跡
付
け
る
こ
と
は
、
名

古
屋
圏
の
形
成
過
程
を
辿
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
名
古
屋
イ
コ
ー
ル

名
古
屋
圏
で
は
な
い
。
本
書
の
中
で
も
再
三
に
わ
た

っ
て
強
調
し
た
が
、
名
古
屋
と
い
う
大
都
市
と
り
わ

け
そ
の
都
心
部
が
現
在
の
よ
う
に
存
在
で
き
て
い
る

の
は
、
名
古
屋
市
以
外
の
愛
知
県
、
そ
れ
に
岐
阜
県
、

三
重
県
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
都
心
部
に
集
積
す
る

オ
フ
ィ
ス
、
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
多
く
は
、
名

古
屋
圏
内
に
あ
る
多
く
の
企
業
、
家
計
、
個
人
と
直

接
、
間
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
営
業
の
相
手
先
で
あ

っ
た
り
、
労
働
力
の
依
存
先
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
販
売
先
で
あ
っ
た
り
す

る
。
も
と
も
と
名
古
屋
の
周
辺
に
は
独
自
の
産
業
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
多
く
の
都
市
が
あ
り
、
一

部
は
名
古
屋
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
自
立
的
に
発
展

し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
歴
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史
や
文
化
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
で
こ
そ
名
古
屋
圏

に
含
ま
れ
る
と
い
う
意
識
は
あ
る
が
、
以
前
は
そ
の

よ
う
な
意
識
は
希
薄
で
独
自
性
が
強
か
っ
た
。
本
書

で
は
こ
う
し
た
都
市
を
す
べ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
個
性
を
尊
重

し
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
現
状
に
つ
い

て
触
れ
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

　

都
市
が
果
た
す
機
能
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
名
古
屋

圏
で
は
製
造
業
の
果
た
す
役
割
が
他
の
圏
域
に
比
べ

て
大
き
い
。
も
の
づ
く
り
圏
や
も
の
づ
く
り
王
国
と

も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
製
造
品
出
荷
額
全
国
一
の
愛

知
県
を
筆
頭
に
岐
阜
県
、三
重
県
の
生
産
額
も
多
い
。

愛
知
県
の
こ
の
地
位
は
過
去
三
〇
年
近
く
に
わ
た
っ

て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
続
く
も
の
と
思
わ
れ

る
。
名
古
屋
港
が
横
浜
港
や
神
戸
港
を
凌
い
で
、
国

内
で
最
大
の
貿
易
額
、
黒
字
額
を
叩
き
出
し
て
い
る

の
も
、
こ
う
し
た
生
産
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
本
書
の
中
で
は
こ
う
し
た
事
実
に
触
れ
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
地
位
に
就
く
こ
と

が
で
き
た
か
、
そ
の
歴
史
的
過
程
に
ま
で
踏
み
込
ん

で
記
述
し
た
。
現
状
を
よ
り
深
く
知
ろ
う
と
思
う
な

ら
、
過
去
に
ま
で
遡
っ
て
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
名
古

屋
に
集
ま
っ
て
き
た
企
業
家
に
よ
る
創
業
や
行
政
が

財
界
と
と
も
に
進
め
た
各
種
イ
ン
フ
ラ
の
建
設
で
あ

る
。
鉄
道
、
道
路
、
港
湾
、
空
港
、
用
水
、
工
業
用

地
な
ど
が
、
企
業
活
動
を
陰
に
日
向
に
支
え
た
。

　

土
地
区
画
整
理
事
業
が
名
古
屋
圏
内
の
各
地
で
歴

史
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ

の
事
業
は
鉄
道
や
道
路
な
ど
の
単
な
る
建
設
で
は
な

く
、
人
の
住
む
地
域
を
面
的
に
す
べ
て
つ
く
り
変
え

る
と
い
う
一
大
事
業
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
よ
り

も
む
し
ろ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
地

域
に
暮
ら
す
人
々
が
一
致
協
力
し
、
長
い
時
間
を
か

け
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
。
国
が
決

め
た
形
式
的
な
制
度
が
い
く
ら
優
れ
て
い
て
も
、
そ

れ
を
理
解
し
て
受
け
入
れ
る
土
壌
が
な
け
れ
ば
不
可

能
で
あ
る
。
土
壌
は
風
土
で
あ
り
社
会
的
、
文
化
的

な
特
性
で
あ
る
。
そ
の
土
壌
に
深
く
染
み
込
ん
だ
気

質
や
考
え
方
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
が

あ
っ
て
初
め
て
実
現
す
る
。
名
古
屋
圏
の
中
心
都
市

で
あ
る
名
古
屋
が
、
近
世
初
期
に
計
画
的
に
建
設
さ

れ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
こ
う
し
た
伝
統
の
ル
ー
ツ

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
の
ご
と
を
合
理
的
に

考
え
、
効
率
的
に
進
め
よ
う
と
い
う
気
質
が
尾
張
藩

の
城
下
町
に
当
初
か
ら
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

都
市
地
理
学
の
一
般
性
と
総
合
性
を
考
え
て
執
筆

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
地
理
学
で
は

特
定
の
地
域
に
関
し
て
事
細
か
に
記
述
す
る
地
誌
学

は
あ
ま
り
人
気
が
な
い
。
地
方
の
市
町
村
史
に
よ
く

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
市
や
町
に
つ
い
て
や
た
ら
詳
し

く
歴
史
的
事
実
を
並
べ
挙
げ
ら
れ
て
も
、
関
係
者
以

外
は
興
味
を
抱
か
な
い
。
地
誌
学
も
こ
れ
と
似
た
と

こ
ろ
が
あ
り
、
閉
じ
た
世
界
だ
け
で
す
べ
て
が
成
り

立
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
名
古
屋
圏
の

都
市
の
歴
史
的
過
程
と
現
状
を
書
く
に
あ
た
っ
て
最

も
気
を
配
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
点
で
あ
っ
た
。
対

象
は
名
古
屋
圏
の
中
の
都
市
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の

で
き
ご
と
と
類
似
の
こ
と
が
ら
は
、
大
な
り
小
な
り

他
の
都
市
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ど
こ
の
都
市

に
も
あ
り
そ
う
な
共
通
性
や
一
般
性
を
意
識
し
、
そ

う
し
た
文
脈
に
立
ち
な
が
ら
書
く
よ
う
に
心
が
け

た
。
実
際
、
製
造
業
や
小
売
業
な
ど
の
分
野
に
お
い

て
、
名
古
屋
圏
の
都
市
で
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

他
都
市
で
も
あ
っ
た
。
明
治
以
降
の
近
代
化
や
軍
事

体
制
化
、
戦
後
も
高
度
成
長
や
石
油
シ
ョ
ッ
ク
、
バ

ブ
ル
経
済
の
形
成
と
崩
壊
な
ど
、
都
市
が
経
験
し
た

状
況
は
国
家
的
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
、
名
古
屋
圏
だ
か
ら
、
名
古
屋

圏
な
ら
で
は
と
い
っ
た
地
域
性
も
ま
た
み
と
め
ら
れ

る
。
社
会
や
文
化
の
面
で
は
と
く
に
目
立
つ
。
し
か

も
こ
う
し
た
社
会
文
化
的
要
素
は
経
済
活
動
の
中
に

自著を語る
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も
入
り
込
ん
で
お
り
、
名
古
屋
圏
の
メ
ー
カ
ー
ら
し

い
行
動
パ
タ
ー
ン
や
特
徴
あ
る
衣
食
住
の
文
化
的
ス

タ
イ
ル
と
し
て
表
出
す
る
。
地
理
学
に
限
ら
ず
、
社

会
科
学
や
人
文
科
学
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
制
度
論
を
拠
り
所
と
す
る
研
究

ス
タ
イ
ル
が
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
差
異

化
や
個
性
化
を
重
視
す
る
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

り
、
本
書
も
こ
の
あ
た
り
を
意
識
し
て
い
る
。
事
実

と
違
う
こ
と
は
書
け
な
い
が
、
そ
の
事
実
を
ど
の
よ

う
な
視
点
か
ら
評
価
す
る
か
は
、
書
き
手
の
価
値
観

次
第
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
芸
術
や
文
化

だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
す
ぐ
れ
て
資
本
主
義
経
済

に
お
け
る
商
品
の
開
発
や
流
通
の
問
題
で
も
あ
る
。

世
の
中
の
雰
囲
気
や
価
値
観
が
変
わ
れ
ば
、
求
め
ら

れ
る
商
品
の
種
類
や
性
質
も
変
わ
る
。
そ
れ
に
応
え

ら
れ
な
け
れ
ば
市
場
か
ら
の
撤
退
を
迫
ら
れ
る
。
学

問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
そ
れ
を
見
過
ご
さ
ず
、
追
走
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

都
市
を
め
ぐ
る
現
象
に
み
と
め
ら
れ
る
共
通
性
や

一
般
性
を
意
識
し
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た
そ
の
都
市

の
個
性
に
も
気
を
配
る
。
要
す
る
に
バ
ラ
ン
ス
の
問

題
で
あ
り
、
一
方
に
だ
け
に
偏
っ
て
い
た
ら
面
白
く

な
い
。
こ
の
こ
と
は
都
市
地
理
学
の
学
問
的
性
格
に

も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
都
市
地
理
学
は
都
市
の

経
済
、
社
会
、
文
化
、
人
口
な
ど
の
テ
ー
マ
ご
と
に

詳
し
い
分
析
や
考
察
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
都
市
の

経
済
地
理
学
や
社
会
地
理
学
な
ど
が
成
り
立
つ
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
が
都
市
地
理
学
で
は
な
い
。
同
じ
都

市
の
中
で
テ
ー
マ
相
互
間
の
関
係
性
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
都
市
の
個
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
個

性
は
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
そ
の
都
市
に
そ
な
わ

る
属
性
を
互
い
に
絡
ま
せ
る
こ
と
で
自
ず
と
現
れ
て

く
る
。
属
性
に
は
他
の
多
く
の
都
市
と
共
通
す
る

部
分
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
一
般
性
が
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
う
し
た
共
通
的
傾
向
を
ふ
ま
え
た
う
え
で

都
市
の
個
性
が
現
れ
る
よ
う
に
記
述
す
る
。
本
書
で

は
、
名
古
屋
圏
の
都
市
に
関
す
る
こ
と
は
本
文
の
中

で
記
述
し
、
そ
こ
で
は
十
分
記
述
で
き
な
い
都
市
地

理
学
の
一
般
性
に
つ
い
て
は
、
章
末
に
設
け
た
コ
ラ

ム
の
中
で
書
く
よ
う
に
し
た
。
本
書
が
名
古
屋
圏
の

都
市
に
関
す
る
地
誌
学
的
著
作
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ

と
を
、
あ
え
て
意
識
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。

地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
名
古
屋
論

　

首
都
を
抱
え
る
東
京
圏
は
例
外
と
し
て
、
全
国
的

ス
ケ
ー
ル
で
注
目
を
集
め
て
い
る
地
域
の
中
に
名
古

屋
圏
も
入
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
子

高
齢
化
が
進
み
、
総
人
口
の
減
少
が
止
ま
ら
な
い
現

状
に
あ
っ
て
、
都
道
府
県
別
に
見
て
人
口
が
増
加
し

て
い
る
数
少
な
い
県
の
中
に
愛
知
県
は
入
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
愛
知
県
が
他
地
域
か
ら
人

口
を
集
め
る
よ
う
な
産
業
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
楽
観
的
な
見
方
は
慎
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
後
し
ば
ら
く
の
間
、
愛
知
県

を
中
心
と
す
る
名
古
屋
圏
の
経
済
的
勢
い
は
維
持
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
全
国
一
の
製
造
品
出
荷
額
、
貿
易

額
最
大
の
名
古
屋
港
、
そ
れ
に
二
〇
二
七
年
開
業
予

定
の
中
央
リ
ニ
ア
新
幹
線
な
ど
、
い
く
つ
か
の
実
績

や
計
画
が
こ
う
し
た
勢
い
の
背
景
に
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
動
き
を
後
押
し
す
る
か
の
よ
う
に
、「
名
古
屋

も
の
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
書
籍
や
テ
レ
ビ
番
組
・

イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
出
版
界
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
発

信
さ
れ
て
い
る
。

　

名
古
屋
も
の
の
中
に
は
キ
ワ
モ
ノ
も
含
ま
れ
て
お

り
、
ま
さ
に
玉
石
混
交
と
い
え
る
が
、
名
古
屋
的
な

も
の
が
社
会
の
中
で
一
定
限
度
、
評
価
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
愛
知
県
で
人
口
が

増
え
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の

国
が
生
き
延
び
て
い
く
に
は
、
足
腰
の
揃
っ
た
大
都

市
圏
や
圏
域
に
人
や
モ
ノ
を
集
め
、
生
産
や
生
活
の

基
盤
を
固
め
る
必
要
が
あ
る
。
尾
張
徳
川
家
の
城
下

町
か
ら
始
ま
り
、
近
世
、
近
代
を
経
て
現
代
に
至
る

歴
史
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
世
界
が
築
か
れ
、
今
日
の

名
古
屋
圏
が
生
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
築
か
れ
て
き
た

名
古
屋
圏
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
を
支
え
て
い
く
の
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に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
役
割
を
果
た
す
圏
域
で
あ

る
。
名
古
屋
的
な
も
の
の
ル
ー
ツ
を
辿
り
、
そ
の

強
さ
と
弱
さ
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
期
待
さ
れ
る
名

古
屋
圏
の
こ
れ
か
ら
を
見
通
す
た
め
に
も
欠
か
せ
な

い
。過

去
の
歴
史
的
出
来
事
を
興
味
本
位
に
取
り
上

げ
、
前
後
の
脈
絡
も
な
く
た
だ
事
細
か
に
書
き
記
す

気
に
は
な
れ
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
楽
観
的
な
未
来

論
を
繰
り
広
げ
、
分
不
相
応
な
実
力
以
上
の
自
画
像

を
描
い
て
悦
に
入
る
気
に
も
な
れ
な
い
。
ま
さ
に
中

庸
、
適
度
な
距
離
を
保
ち
な
が
ら
名
古
屋
圏
の
実
像

に
迫
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
く
感
ず
る
。
歴
史
的
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
探
し
出
し
、
そ
の
こ
と
自
体
を
論
ず
る

楽
し
み
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
た
郷
土
愛

に
燃
え
て
自
ら
の
歴
史
を
実
際
以
上
に
見
せ
た
い
と

す
る
気
持
ち
も
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
社
会
性
や
客
観
性
を
欠
い
た
独
り
よ

が
り
の
議
論
で
は
支
持
や
共
感
は
得
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
普
遍
性
と
い
う
視
野
に
立
ち
つ
つ
、
都
市
や

地
域
の
個
性
に
も
配
慮
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
、

こ
こ
で
も
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、地
理
学
者
は
自
制
的
と
い
う
か
、

真
正
面
か
ら
都
市
や
大
都
市
圏
な
ど
に
つ
い
て
論
ず

る
こ
と
を
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
。
用
い
る
資
料

や
デ
ー
タ
は
豊
富
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
説
得
力
は
大

き
い
が
、そ
こ
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
は
科
学
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
と
し
て
の
地
理

学
す
な
わ
ち
自
然
地
理
学
が
身
近
に
あ
る
せ
い
か
、

地
理
学
全
体
が
学
問
的
中
立
性
を
崩
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、

そ
の
一
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
文
で
は
そ

う
し
た
傾
向
が
と
く
に
強
く
、
客
観
的
事
実
や
実
証

性
が
重
ん
じ
ら
れ
る
。
厳
し
い
論
文
査
読
者
の
お
世

話
に
な
ら
な
い
書
物
に
す
れ
ば
、
行
間
に
自
分
の
思

い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
そ
の
場
合
は
、

一
般
読
者
と
い
う
ま
た
別
の
厳
し
い
社
会
の
目
に
晒

さ
れ
る
。
地
理
学
者
は
実
証
主
義
に
凝
り
固
ま
ら
ず

も
っ
と
柔
軟
に
地
域
に
つ
い
て
論
じ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
本
書
の
裏
に
は

隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ど
れ
く
ら
い

伝
え
ら
れ
た
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
が
、
本
書

か
ら
そ
の
意
欲
だ
け
で
も
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

自著を語る
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