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本
論
文
の
概
要

　
本
論
文
は
、
地
域
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向
上
に
向
け

た
取
り
組
み
に
お
け
る
、
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
の
可
能
性
を
検
証
し
た
も

の
で
あ
る
。
予
期
せ
ぬ
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
対
処

を
行
う
た
め
に
は
、
自
然
と
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
と
い
う
二
分
法
を
越
え
た
想
像
力
を
育
む
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
満
た

す
観
点
と
し
て
、
今
日
、
和
辻
風
土
論
や
今
西
自
然
学
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向
上
に
資
す
る
と
さ
れ
る
根
拠
の
明
示

と
検
証
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
理
論
的
検
証
に
あ
た
り
、
本
論
文
は
風
土
の
類
型
化
に
お
け
る
隠

喩
の
機
能
に
注
目
し
た
。
今
日
、
隠
喩
は
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま

ら
ず
、
複
雑
な
状
況
を
把
握
し
、
共
有
す
る
手
法
と
し
て
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
す
る
プ
ロ
セ

ス
（
複
数
の
関
係
者
に
よ
る
共
同
作
業
）
そ
の
も
の
が
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

を
向
上
さ
せ
る
手
法
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の
位
置
づ
け

を
実
践
の
場
に
資
す
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
次
の
二
つ
の
問
い
を
検
証

し
た
：
Ａ
和
辻
風
土
論
に
お
け
る
、
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
を
、
よ
り

広
い
思
想
史
の
な
か
で
他
の
思
想
家
と
の
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
こ
と
は

可
能
か
。
Ｂ
和
辻
風
土
論
を
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
自

然
と
社
会
の
あ
い
だ
の
相
互
構
築
作
用
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
研
究
に
ど
の

よ
う
な
新
し
い
提
案
が
可
能
と
な
る
の
か
。

　
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
、
和
辻
風
土
論
と
、
生
の
哲
学
と
の
比
較
思

想
学
的
分
析
を
行
い
、
以
下
の
見
解
を
導
い
た
：
Ａ
和
辻
は
『
風
土
』
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
で
、
デ
ィ
ル

タ
イ
か
ら
の
学
問
的
影
響
を
述
べ
て
い
る
。
和
辻
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
共
通

点
と
し
て
、
合
理
的
思
考
で
は
捉
え
き
れ
な
い
事
柄
を
理
解
す
る
方
法
と

し
て
解
釈
学
を
と
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
者
に
お
い
て
、
解
釈
の
対
象

〈
研
究
論
文
８
〉

太
　
田
　
和
　
彦
　

　

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
研
究
に
お
け
る
和
辻
風
土
論
の
寄
与

│
生
の
哲
学
と
の
比
較
と「
旅
行
者
の
体
験
に
お
け
る
弁
証
法
」

│
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や
火
山
の
大
噴
火
に
匹
敵
す
る
地
質
学
的
な
規
模
の
環
境
変
化
を
人
類 

の
活
動
が
も
た
ら
し
た
こ
と
を
表
わ
す
新
造
語
と
し
て
「
人
新
世
」 

(Anthropocene)

を
提
唱
し
た）

1
（

。
人
新
世
と
い
う
枠
組
み
は
、
こ
れ
ま
で

私
た
ち
が
前
提
と
し
て
き
た
、
暴
れ
な
い
気
候
の
な
か
で
創
造
的
な
未
来

を
打
ち
立
て
る
と
い
う
完
新
世
的
な
思
考
を
問
い
直
し
）
2
（

、
諸
学
の
洗
練
さ

れ
た
連
携
と
新
し
い
倫
理
を
強
く
要
請
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る）

3
（

。

　
こ
の
安
定
し
た
自
然
条
件
を
望
め
な
い
状
況
に
お
い
て
、
地
域
社
会
に

求
め
ら
れ
て
い
る
事
柄
の
一
つ
が
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」(resilience)

で
あ

る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
困
難
な
状
況
下
で
、
一
時
的
に
不
適
応
的
な

状
態
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
う
ま
く
回
復
す
る
過
程
や
能
力
、

お
よ
び
適
応
の
結
果
を
指
す
用
語
で
あ
る
。
主
に
、
弾
性
、
回
復
力
、
柔

軟
性
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
概
念
は
心
理
学
に

お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
、
一
人
の
人
間
の
精
神
的
・

肉
体
的
健
康
に
と
ど
ま
ら
ず
、
企
業
や
行
政
な
ど
の
組
織
、
世
界
経
済
に

至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
シ
ス
テ
ム
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
二
十

世
紀
後
半
か
ら
現
代
に
至
る
過
程
で
見
ら
れ
る
、
社
会
的
・
技
術
的
・
生

態
的
条
件
の
、
適
応
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
の
非
常
に
速
い
変
化
の
な

か
で
、
持
続
可
能
な
、
よ
り
良
き
生
を
作
り
上
げ
て
い
く
基
礎
と
し
て
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
の
概
念
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向
上
を

目
指
す
取
り
く
み
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
が
、
社
会
と
技
術
と
生
態
系

の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
で
あ
る）

4
（

。
人
間
の
影
響
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し

て
の
自
然
と
人
間
社
会
と
い
う
二
分
法
的
観
点
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向

は
、
単
に
言
語
的
な
テ
キ
ス
ト
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
生
」

―
個
々
の
人
間
と
世
界
と
を
包
摂
す
る
連
関
の
総
体
、
和
辻
に
お
い
て

は
「
間
柄
」
―
の
表
出
と
し
て
の
世
界
の
各
部
分
に
及
ぶ
。
た
だ
し
、

デ
ィ
ル
タ
イ
が
文
化
的
形
成
物
を
解
釈
の
対
象
と
し
た
の
に
対
し
て
、
和

辻
は
、
自
然
と
社
会
の
あ
い
だ
の
相
互
構
築
作
用
の
結
果
と
し
て
の
、
家

や
衣
服
、
交
通
、
山
林
な
ど
を
解
釈
の
対
象
と
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

と
の
共
通
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
を
よ
り
広
い
思

想
史
の
な
か
で
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
Ｂ
和
辻
風
土
論
を
理
論

的
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
相
互
構
築
作
用
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の

研
究
に
、
異
な
る
風
土
の
地
域
を
訪
問
す
る
こ
と
の
効
果
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
風
土
を
自
覚
す
る
た
め
に
は
異
な
る
風
土
を
訪
れ
る
必
要

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
旅
行
者
の
体
験
に
お
け
る
弁
証
法
」
と
し
て

理
念
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訪
問
の
効
果
の
理
論
的
示
唆
は
風
土
論
に
特

徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
研
究
成
果
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
自
然
と
社
会
の
相
互
構
築
作

用
の
研
究
を
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
や
、
カ
ン
ト
の
「
訪
問
権
」
の
議
論
、

そ
し
て
和
辻
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
と
結
び
つ
け
る
補

助
線
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

一
　
時
事
的
背
景
、
先
行
研
究
、
具
体
的
課
題

　
今
日
、
人
間
の
諸
活
動
に
よ
っ
て
排
出
さ
れ
る
炭
素
や
窒
素
、
生
物 

多
様
性
の
減
少
の
影
響
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
空
間
に
及
ん
で
い
る
。

ポ
ー
ル
・
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
は
、
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
小
惑
星
の
衝
突 
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ら
な
い
、
想
像
力
の
拡
張
で
あ
る
と
い
え
る
。
予
期
せ
ぬ
事
態
が
生
じ
た

と
き
に
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
対
処
を
行
う
た
め
に
は
、
自
然
と
社
会
が
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
二
分
法
を
越
え
た
想
像
力
、

意
図
と
実
現
、
予
測
と
対
処
、
過
去
―
現
在
―
未
来
が
数
直
線
状
に
連
な

る
時
間
認
識
か
ら
外
れ
た
出
来
事
を
了
解
す
る
想
像
力
を
育
む
必
要
が
あ

る
。

　
だ
が
、
プ
ロ
ミ
ン
ス
キ
を
は
じ
め
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向
上
に
お
け
る

予
期
せ
ぬ
出
来
事
を
理
解
す
る
想
像
力
と
、
和
辻
や
今
西
の
議
論
を
結
び

付
け
て
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
紙
幅
の

都
合
上
、
和
辻
の
風
土
論
に
限
定
し
、
主
体
と
の
関
係
を
予
め
合
理
的
に

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
外
部
の
受
け
入
れ
の
あ
り
様
が
和
辻
の
風
土

論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。

　
こ
の
理
論
的
検
証
に
あ
た
り
、
本
論
文
は
、
風
土
の
類
型
化
に
お
け
る

隠
喩
の
機
能
に
注
目
す
る
。
今
日
、
隠
喩
は
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど

ま
ら
ず
、
複
雑
な
状
況
を
把
握
し
、
共
有
す
る
手
法
と
し
て
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
複
雑
な
関
係
性
の
可
視
化
（
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
複
数

の
関
係
性
の
各
々
の
記
述
の
総
合
と
し
て
の
可
視
化
）
を
成
立
さ
せ
る
う

え
で
隠
喩
は
不
可
欠
で
あ
り）
12
（

、
理
解
に
一
定
の
傾
向
性
を
も
た
ら
す
フ
レ

ー
ミ
ン
グ）
13
（

、
そ
し
て
自
省
と
変
容
）
14
（

に
も
、
隠
喩
の
与
え
る
影
響
の
大
き
さ

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
硬
直
化
し
た
組
織
内
の
規
則
、
宗
教
儀
礼
、

法
制
度
、
道
徳
観
な
ど
を
修
正
・
破
壊
す
る
う
え
で
も
、
隠
喩
は
多
面
的

な
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
15
（

。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
研
究
に
お

い
て
は
、
予
期
せ
ぬ
事
態
が
生
じ
た
と
き
の
各
段
階
（
攪
乱
、
吸
収
、
回

上
の
障
壁
と
し
て
働
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

　
こ
の
自
然
と
社
会
の
あ
い
だ
の
伝
統
的
な
二
分
法
の
問
い
直
し
、
両
者

の
相
互
作
用
を
表
す
新
し
い
観
点
を
探
求
す
る
分
野
と
し
て
環
境
学
的
人

文
学
）
6
（

が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
要
請
に
応
え
う
る
も
の
と
し
て
、
オ

ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク）

7
（

や
マ
ー
テ
ィ
ン
・
プ
ロ
ミ
ン
ス
キ）

8
（

は
、
和
辻
哲
郎

の
「
風
土
」
概
念
と
今
西
錦
司
の
「
自
然
学
」
に
着
目
し
て
い
る
。
ベ
ル

ク
や
プ
ロ
ミ
ン
ス
キ
が
注
目
す
る
の
は
、
和
辻
と
今
西
に
お
い
て
共
通
す

る
、
人
間
を
含
め
た
生
物
の
主
体
性
を
起
点
と
し
て
環
境
あ
る
い
は
自
然

の
特
有
化
が
な
さ
れ
る
が
、
一
方
で
当
の
主
体
性
も
ま
た
環
境
あ
る
い
は

自
然
が
構
築
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
プ
ロ
ミ
ン
ス

キ
は
、
和
辻
の
風
土
論
、
今
西
の
自
然
学
が
、
人
新
世
に
お
け
る
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
の
向
上
に
向
け
た
施
策
の
理
論
的
枠
組
み
の
一
つ
に
な
り
う
る
と

い
う
見
解
を
示
し
て
も
い
る）

9
（

。

　
し
か
し
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
重
要
な
の
は
、
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
は
外
形
的
・
制
度
的
な
評
価
が
し
に
く
く
、
例
え
ばSD

G
s

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
よ
う
な
、
管
理
の
た
め
の
単
一
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
や
目
標
を
作
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る）
10
（

。
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
は
定
義
上
、
予
期
せ
ぬ
事
態
や
攪
乱
が
生
じ
た
後
で
な
け
れ
ば

そ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
論
じ
ら

れ
る
際
に
は
、
対
応
す
る
べ
き
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
回
復
」

や
「
良
い
適
応
」
と
さ
れ
る
状
態
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が）
11
（

、
そ
れ

ら
を
特
定
の
評
価
軸
の
も
と
で
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
向
上
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
知
識
の
拡
張
に
と
ど
ま
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う
な
新
し
い
提
案
が
可
能
と
な
る
の
か
。

　
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
本
論
文
で
は
和
辻
風
土
論
と
、
デ
ィ
ル 

タ
イ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
生
の
哲
学(Lebensphilosophie, 

philosophie de la vie)

と
の
比
較
思
想
学
的
分
析
を
通
じ
て
検
討
を
行

う
。
Ａ
に
対
し
て
は
、
和
辻
風
土
論
と
生
の
哲
学
の
共
通
点
か
ら
、
Ｂ
に

対
し
て
は
、
和
辻
風
土
論
と
生
の
哲
学
の
相
違
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察

を
進
め
る
。

二
　
比
較
分
析

Ａ　

体
験
に
即
し
た
人
々
の
生
の
了
解
の
必
要
性

│
和
辻
風
土
論
と
生

の
哲
学
の
共
通
点
か
ら
の
検
討

　
和
辻
風
土
論
に
お
け
る
、
予
め
合
理
的
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

外
部
を
受
け
入
れ
る
態
度
・
生
の
あ
り
様
を
検
討
す
る
う
え
で
、
着
目
さ

れ
る
の
は
、
大
正
期
に
お
け
る
「
生
の
哲
学
」
の
流
行
か
ら
の
影
響
で
あ

る
。
和
辻
の
人
格
主
義

│
超
越
的
な
神
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
に
遍
満

す
る
生
命
が
価
値
の
源
泉
と
な
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る

│
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
や
ニ
ー
チ
ェ
の
読
書
体
験
を
出
発
点
と
し
て
お
り）
20
（

、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
道
具
的
連
関
の
よ
う
に
、
人
と
人
が
作
り
上
げ
る
実
践
の
世
界
を
、
存

在
を
理
解
す
る
た
め
の
単
な
る
通
過
点
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
生

命
に
満
ち
た
空
間
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い）
21
（

、
と
す
る
当
時

の
和
辻
の
姿
勢
は
、
日
常
的
活
動
に
現
れ
る
表
現
の
解
釈
を
通
じ
て
人
間

の
あ
り
よ
う
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
『
風
土
』
の
主
張
と
連
続
し

て
い
る
。

復
、
適
応
）
に
お
い
て
、
隠
喩
の
活
用
は
、
対
象
の
そ
れ
ま
で
気
づ
か
れ

な
か
っ
た
特
徴
を
際
立
た
せ
、
初
め
て
目
に
す
る
現
象
に
つ
い
て
の
表
現

を
支
え
、
状
況
に
対
し
て
働
き
か
け
る
局
面
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割
を

果
た
す
と
見
な
さ
れ
て
い
る）
16
（

。

　『
風
土
』
に
お
い
て
隠
喩
は
風
土
の
類
型
化
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い

る
。
和
辻
は
風
土
を
、
モ
ン
ス
ー
ン
的
、
沙
漠
的
、
牧
場
的
と
三
つ
の
類

型
に
分
け
た
う
え
で
、
自
然
と
人
間
、
文
化
の
あ
い
だ
の
密
接
な
関
連
性

を
述
べ
る
。
こ
の
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る

の
は
、
気
候
と
性
格
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
の
明
確
化
と
説
明
で
は
な

く
、
理
解
・
了
解
で
あ
る）
17
（

。
こ
の
こ
と
は
、「
人
間
が
己
れ
を
見
い
だ
す

と
き
、
す
で
に
風
土
的
規
定
の
下
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
風
土
の
型

は
や
が
て
自
己
了
解
の
型
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。﹇
中
略
﹈

風
土
の
型
が
人
間
の
自
己
了
解
の
型
で
あ
る）
18
（

」
と
い
う
風
土
論
の
趣
旨
と

重
な
る
だ
け
で
な
く
、
今
日
の
隠
喩
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
隠
喩
の

機
能
と
も
重
な
る
。

　
そ
こ
で
、
本
論
文
は
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
（
複
数

の
関
係
者
に
よ
る
共
同
作
業
）
そ
の
も
の
が
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
向
上
さ

せ
る
手
法
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る）
19
（

。
こ
の
位
置
づ
け
を
実
践
の
場
に
資
す

る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
い
を
検
証
す
る
必
要
が
あ

る
：
Ａ
和
辻
風
土
論
に
お
け
る
、
風
土
の
隠
喩
化
・
類
型
化
を
、
よ
り
広

い
思
想
史
の
な
か
で
他
の
思
想
家
と
の
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
こ
と
は
可

能
か
。
Ｂ
和
辻
風
土
論
を
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
自
然

と
社
会
の
あ
い
だ
の
相
互
構
築
作
用
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
研
究
に
ど
の
よ
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あ
り
、
そ
し
て
そ
の
拡
張
で
も
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ

ィ
ル
タ
イ
が
様
々
な
テ
キ
ス
ト
や
芸
術
作
品
の
な
か
の
生
の
表
現
を
解
釈

学
的
対
象
と
し
た
一
方
で
、
和
辻
が
自
然
と
社
会
の
相
互
構
築
作
用
の
産

物
と
し
て
の
家
や
衣
服
を
対
象
と
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
別
途
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

Ｂ　
「
旅
行
者
の
体
験
に
お
け
る
弁
証
法
」│
和
辻
風
土
論
と
生
の
哲
学

の
相
違
点
か
ら
の
検
討

　
一
方
で
、
和
辻
は
、
隠
喩
を
介
し
た
人
間
の
生
の
表
現
の
理
解
が
な
さ

れ
る
場
所
の
局
在
性
に
意
識
的
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
も

ち
ろ
ん
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
和
辻
が
味
読
し
た
生
の
哲
学

に
分
類
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
思
想
家
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
和
辻
風
土
論
の
特
徴
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。『
風
土
』
に
お
い
て
そ

の
局
在
性
は
、
風
土
の
自
覚
に
は
異
な
る
風
土
を
訪
れ
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
「
旅
行
者
の
体
験
に
お
け
る
弁
証
法
）
26
（

」
と
し
て
表
明
さ
れ
る
。
こ
の

異
な
る
風
土
の
地
域
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果
に
関
す
る

言
及
と
考
察
は
和
辻
風
土
論
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
風
土
論
を
理
論

的
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
相
互
構
築
作
用
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の

研
究
に
新
し
い
提
起
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
和
辻
に
お
い
て
、
人
は
自
身
の
異
な
る
文
化
を
体
験
す
る
「
旅
行
者
」

と
し
て
、
予
期
せ
ぬ
事
態
、
異
な
る
風
土
と
出
会
い
、
そ
れ
を
比
喩
や
類

比
を
用
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
和
辻
は
「
人
間
は
必
ず
し
も
自
己
を

自
己
に
お
い
て
最
も
よ
く
理
解
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
自
覚
は

通
例
他
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続

　
た
だ
し
、
和
辻
に
影
響
を
与
え
た
の
は
大
正
期
に
広
く
受
容
が
な
さ
れ

た
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る）
22
（

。
和
辻
は
『
風
土
』
第

四
章
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
芸
術
論
に
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
言
語
を
生
の
表
現
と
見
な
す
解
釈
学
的
方
法
が
和
辻
の
風
土
論
に
与
え

た
影
響
は
よ
り
広
範
な
も
の
と
見
な
せ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
風
土
の

類
型
が
、
人
間
の
自
己
了
解
の
型
で
あ
る
こ
と
（
分
析
、
説
明
の
た
め
の

手
法
で
は
な
い
こ
と
）
の
強
調
か
ら
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
へ
の

依
拠
が
う
か
が
え
る）
23
（

。
ま
た
、『
風
土
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
人

間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
第
一
五
節
で
は
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
く
生
・

表
現
・
了
解
の
連
関
は
、
そ
の
「
生
」
が
人
間
存
在
と
し
て
把
捉
せ
ら
れ

る
と
き
に
、
そ
の
優
秀
な
る
方
法
的
意
義
を
発
揮
し
来
た
る
と
思
う
。
表

現
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
共
同
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生

の
表
現
で
あ
る
。
意
識
的
努
力
に
お
い
て
把
捉
し
得
ら
れ
な
い
主
体
的
な

人
間
存
在
は
、
た
だ
表
現
に
お
い
て
の
み
己
れ
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
す
な

わ
ち
意
識
せ
ら
れ
る
よ
り
も
先
に
表
現
せ
ら
れ
、
表
現
を
通
じ
て
初
め
て

意
識
に
も
た
ら
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
主
体
的
実
践
的
な
人
間
存

在
を
主
体
的
に
把
捉
す
る
道
が
与
え
ら
れ
て
い
る）
24
（

」
と
述
べ
、
家
や
衣
服
、

交
通
、
山
林
な
ど
に
、
人
間
の
生
の
表
現
を
、
間
柄
と
し
て
読
み
取
り
、

了
解
す
る
、
解
釈
学
的
方
法
を
論
じ
て
い
る
。
和
辻
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
「
間
柄
の
表
現
形
態
を
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、

我
々
の
倫
理
学
を
社
会
学
に
近
接
せ
し
め
る）
25
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
社
会

学
へ
の
近
接
以
上
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
（
共
同
的
な
歴
史
的
・
文

化
的
世
界
の
内
部
に
成
立
す
る
「
生
」
に
つ
い
て
の
哲
学
）
へ
の
近
接
で
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さ
れ
て
い
る
。

　﹇
ⅰ
﹈「
支
那
、
印
度
の
国
土
は
自
分
と
し
て
予
期
し
な
い
光
景
を
示
し

は
し
な
か
っ
た
。
自
分
に
対
し
て
在
来
全
然
予
期
し
な
か
っ
た
印
象
を
与

え
た
の
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
南
端
ア
デ
ン
の
町
で
あ
っ
た
。
自
分
を
ま
ず
驚

か
せ
た
の
は
、
町
の
背
後
に
立
っ
て
い
る
山
で
あ
る
。
そ
の
山
が
自
分
の

曾
て
経
験
し
な
か
っ
た
様
な
異
様
な
、
物
凄
い
、
暗
い
感
じ
を
与
え
た
。

自
分
は
こ
の
不
思
議
な
感
じ
を
分
析
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
山
に
一
本
の
草

木
も
な
い
と
い
ふ
事
に
起
因
し
て
み
る
の
を
見
出
し
た
。﹇
中
略
﹈
全
然

生
の
力
を
感
じ
さ
せ
ぬ
、
云
は
ば
骨
を
見
る
感
じ
で
あ
っ
て
、
強
く
〈
死
〉

の
気
分
を
印
象
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
一
々
の
山
の
輪
郭
の
線
に
も
光
の

光
り
方
に
も
、
そ
の
ど
す
黒
い
色
に
も
、
悉
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
物
凄
い
陰
惨
な
感
じ
が
発
生
し
て
く
る
に
外
な
ら
ぬ）
29
（

」。

　﹇
ⅱ
﹈「
ア
デ
ン
の
陰
惨
な
山
は
旅
行
者
に
対
し
て
沙
漠
の
本
質
を
「
乾

燥
」
と
し
て
開
示
す
る
。
こ
の
こ
と
は
沙
漠
に
つ
い
て
語
る
限
り
多
く
の

人
左
の
言
い
古
し
た
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
旅
行
者
を
し
て
事

新
し
く
驚
異
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
彼
が
初
め
て

「
乾
燥
」
を
生
活
し
た
か
ら
で
あ
る
。
乾
燥
は
湿
度
計
・
寒
暖
計
に
よ
っ

て
示
さ
る
る
空
気
の
一
定
の
湿
度
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
存
在
の
仕
方

だ
か
ら
で
あ
る）
30
（

」。

　『
風
土
』
の
記
述
だ
け
を
読
む
と
わ
か
り
に
く
い
が
、
和
辻
自
身
が
異

な
る
風
土
性
の
地
域
で
遭
遇
し
た
驚
き
と
共
感
、
直
観
と
体
験
は
、
風
土

の
類
型
と
い
う
隠
喩
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
異
な
る
風

土
性
の
地
域
を
訪
れ
る
な
か
で
、
予
期
せ
ぬ
事
態
に
よ
っ
て
生
じ
る
攪
乱

け
る
。「
し
か
ら
ば
沙
漠
的
人
間
の
自
己
理
解
は
霧
雨
の
中
に
身
を
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
最
も
鋭
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
沙
漠
的
な
ら

ざ
る
人
間
が
旅
行
者
と
し
て
具
体
的
沙
漠
に
接
近
し
得
る
こ
と
を
立
証
す

る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
沙
漠
に
お
い
て
己
が
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
の
い

か
に
沙
漠
的
な
ら
ざ
る
か
を
自
覚
す
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の
自
覚
は
沙

漠
の
理
解
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
い
こ
の
理
解
が
旅
行

者
と
し
て
の
一
時
的
な
沙
漠
生
活
に
も
と
づ
く
と
し
て
も
、
そ
れ
が
沙
漠

の
本
質
的
理
解
で
あ
る
限
り
彼
は
そ
こ
か
ら
歴
史
的
。
社
会
的
な
る
沙
漠

に
「
入
り
込
ん
で
生
き
る
」
こ
と
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
旅
行
者
は
そ

の
生
活
の
あ
る
短
い
時
期
を
沙
漠
的
に
生
き
る
。
彼
は
決
し
て
沙
漠
的
人

間
と
な
る
の
で
は
な
い
。
沙
漠
に
お
け
る
彼
の
歴
史
は
沙
漠
的
な
ら
ざ
る

人
間
の
歴
史
で
あ
る
。
が
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
彼
は
沙
漠
の
何
で
あ
る

か
を
、
す
な
わ
ち
沙
漠
の
本
質
を
理
解
す
る
の
で
あ
る）
27
（

」。

　
人
間
と
自
然
の
相
互
構
築
作
用
を
記
述
す
る
和
辻
の
風
土
論
に
お
い

て
、
生
の
哲
学
を
思
想
的
背
景
と
し
て
風
土
論
に
導
入
さ
れ
た
、
意
図
と

実
現
、
予
測
と
対
処
か
ら
外
れ
た
予
期
せ
ぬ
事
態
の
考
察
は
、
砂
漠
や
霧

雨
の
な
か
と
い
っ
た
〈
こ
の
場
所
〉
で
局
在
化
し
て
形
を
な
す
も
の
と
さ

れ
る
。
予
期
せ
ぬ
事
態
は
、〈
こ
の
場
所
〉
で
の
体
験
や
直
感
と
し
て
生

じ
る
と
い
う
和
辻
風
土
論
の
主
張
は
、『
風
土
』
の
草
稿
に
あ
た
る
「
国

民
性
の
考
察
」
ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
風
土
の
類
型
の
箇
所
が
、
当
初
は
よ

り
和
辻
が
外
遊
先
で
遭
遇
し
た
よ
り
生
々
し
い
驚
き
と
共
感
の
列
挙
で
あ

る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
よ
り
わ
か
り
や
す
い）
28
（

。
例
え
ば
、
草
稿
に
お
け
る

﹇
ⅰ
﹈
の
よ
う
な
記
述
は
、『
風
土
』
に
お
い
て
﹇
ⅱ
﹈
の
よ
う
に
書
き
直
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外
部
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
和
辻
よ
り
も
西
田
や
三
木
に
即
し
て
考

察
し
て
い
る）
35
（

。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
風
土
の
類
型
化
が
、
和
辻
の
多
様
な
仕

事
の
な
か
で
例
外
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
推
測
さ
せ
る

が
、
和
辻
の
著
作
全
体
、
特
に
倫
理
学
や
仏
教
研
究
、
演
劇
論
に
お
け
る

隠
喩
あ
る
い
は
類
比
の
用
い
ら
れ
方
と
傾
向
性
に
つ
い
て
は
、
和
辻
の
個

人
史
と
重
ね
る
形
で
、
別
途
検
討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
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