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○
「
郊
外
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
ま
ち
づ
く
り

１
郊
外
の
問
題

　
戦
後
日
本
の
生
活
の
歴
史
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の
大

衆
消
費
社
会
の
実
現
、
言
い
換
え
れ
ば
「
豊
か
な
」

中
流
社
会
の
形
成
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
重

要
な
役
割
を
演
じ
た
の
が
「
家
族
」
で
あ
り
、
特
に

横
浜
市
の
よ
う
な
郊
外
に
住
む
核
家
族
の
中
流
家
庭

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
十
年
あ
ま

り
、
離
婚
の
増
加
や
晩
婚
化
、
あ
る
い
は
少
年
犯
罪
、

い
じ
め
、
不
登
校
の
増
加
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
郊
外
中
流
家
庭
の
崩
壊
あ
る
い
は
変
質
が
大
き

な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
も
そ
も
郊
外
あ
る
い
は
郊
外
中

流
家
庭
に
は
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ

の
問
題
が
現
在
、
ど
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
の
か
、

整
理
し
て
み
よ
う
。

①
共
同
性
の
欠
如

　
郊
外
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分
だ
が
、
お
互
い

見
知
ら
ぬ
同
士
が
集
ま
っ
て
住
ん
だ
郊
外
に
は
、
共

通
の
伝
統
文
化
や
生
産
・
労
働
を
基
盤
と
し
た
共
同

性
が
な
い
。
隣
の
家
が
何
を
し
て
い
る
人
か
詳
し
く

は
知
ら
な
い
。
隣
近
所
で
一
緒
に
何
か
を
す
る
こ
と

も
少
な
い
。
家
族
で
一
緒
に
何
か
を
す
る
と
い
う
こ

と
も
娯
楽
や
レ
ジ
ャ
ー
以
外
に
は
あ
ま
り
な
い
。

②
均
質
性

　
急
激
に
人
口
が
増
え
た
大
都
市
で
住
宅
を
大
量
供

給
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
住
宅
が
均
質
化
す
る
の
は
や

む
を
え
な
い
が
、
同
時
に
住
宅
だ
け
で
な
く
家
族
の

形
態
も
均
質
化
す
る
。
同
じ
街
区
で
あ
れ
ば
、
年
齢

も
収
入
も
職
業
も
大
体
同
じ
で
あ
る
。
均
質
だ
か
ら

こ
そ
、
わ
ず
か
な
差
異
に
悩
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が

妬
み
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
最
近
、
郊
外

の
賃
貸
団
地
で
隣
の
家
が
マ
イ
ホ
ー
ム
を
買
っ
た
こ

と
を
妬
ん
で
、
そ
の
家
の
子
供
を
殺
す
と
い
う
事
件

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
に
均
質
性
ゆ
え
の

事
件
で
あ
る
。

③
平
等
主
義

　
最
近
の
若
者
は
規
範
意
識
が
な
い
と
言
わ
れ
る

が
、
郊
外
に
は
伝
統
的
な
「
世
間
」
が
な
い
の
で
他

人
の
目
を
意
識
し
な
い
で
育
つ
と
い
う
影
響
が
考
え

ら
え
る
。
年
齢
も
近
い
人
ば
か
り
な
の
で
、
目
上
の

人
だ
か
ら
、
年
長
の
人
だ
か
ら
と
い
う
尊
敬
意
識
も

生
ま
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

④
職
業
が
見
え
な
い
　
父
の
不
在
　
母
子
の
固
着

　
郊
外
で
は
、
父
親
は
遠
く
で
働
い
て
い
る
し
、
母

親
は
専
業
主
婦
な
の
で
、
職
業
、
働
く
姿
が
見
え
な

い
。
特
に
職
業
の
多
様
性
が
見
え
な
い
。
高
層
マ
ン

■
三
浦
展

①
郊
外
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
形
成
と
展
望



シ
ョ
ン
に
住
ん
で
し
ま
う
と
、
世
の
中
に
い
る
の
は

母
親
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
母
子
固
着
も
郊
外

で
は
助
長
さ
れ
よ
う
。

⑤
学
歴
の
意
味
の
強
調

　
郊
外
で
は
学
歴
が
非
常
に
重
み
を
持
っ
て
し
ま

う
。
大
体
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
で
、
特
に
横
浜

と
も
な
れ
ば
父
母
と
も
に
学
歴
が
非
常
に
高
い
。
当

然
子
供
は
最
低
で
も
親
と
同
じ
学
歴
を
ク
リ
ア
し
な

い
と
い
け
な
い
が
、
他
の
子
供
も
み
な
そ
う
思
っ
て

勉
強
す
る
か
ら
ま
す
ま
す
競
争
が
激
化
す
る
。

⑥
主
婦
の
不
満

　
専
業
主
婦
は
、
毎
日
皿
を
洗
っ
て
洗
濯
を
し
て
退

屈
だ
と
思
っ
て
も
、
昔
は
夫
が
頑
張
っ
て
働
い
て
、

給
料
が
上
が
れ
ば
生
活
水
準
が
向
上
す
る
の
で
我
慢

で
き
た
。
し
か
し
現
在
は
、
さ
ら
な
る
生
活
水
準
の

向
上
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
弱
ま
っ
て
い
る
か

ら
、
単
調
な
生
活
に
対
す
る
不
満
が
昔
よ
り
も
強
く

意
識
さ
れ
る
。

　
神
奈
川
県
の
調
査
を
見
る
と
、
結
婚
に
喜
び
や
良

さ
を
感
じ
る
と
い
う
人
が
、
男
性
は
四
五
％
、
女
性

が
三
五
％
。
一
〇
ポ
イ
ン
ト
も
差
が
あ
る
。
総
理
府

の
全
国
調
査
で
は
、
同
様
の
質
問
に
対
し
て
男
性
は

四
一
％
、
女
性
が
三
八
％
で
あ
ま
り
差
が
な
い
。
特

に
神
奈
川
県
の
四
十
代
に
限
る
と
、
男
性
は
四
八
％

で
、
女
性
は
三
二
％
し
か
な
い
。
つ
ま
り
結
婚
に
つ

い
て
、
神
奈
川
の
男
性
は
全
国
よ
り
ち
ょ
っ
と
幸
せ
。

女
性
は
ち
ょ
っ
と
不
幸
。
特
に
四
十
代
は
不
幸
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（
図
ｌ
１
）
。

⑦
少
年
犯
罪

　
最
近
少
年
犯
罪
の
起
き
て
い
る
町
は
多
く
が
新
興

-

住
宅
地
で
あ
る
。
全
国
的
に
見
て
も
そ
う
だ
。
神
奈

川
県
は
文
部
省
の
統
計
に
よ
る
と
児
童
生
徒
千
人
あ

た
り
の
暴
力
行
為
発
生
件
数
が
六
・
三
件
で
、
全
国

で
三
位
で
あ
る
。

２

郊
外
の
家
族
は
一
九
五
五
年
体
制
か
ら

生
ま
れ
た

　
こ
の
よ
う
に
郊
外
の
家
族
に
は
、
様
々
な
問
題
が

発
生
し
て
い
る
。
で
は
郊
外
の
家
族
は
い
つ
ど
の
よ

う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
戦
後
の
郊
外
家

族
の
本
質
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
高
度
経
済
成
長

期
、
一
九
五
五
年
体
制
が
生
み
出
し
か
家
族
形
態
で

あ
り
、
特
に
七
〇
年
代
に
大
量
の
団
塊
世
代
が
家
族

形
成
期
に
突
人
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
、
極

め
て
特
殊
歴
史
的
な
家
族
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
五
五
年
体
制
と
い
う
の
は
、
自
由
党
と
民
主
党
と

い
う
二
つ
の
保
守
政
党
が
合
併
し
て
自
由
民
主
党
と

な
り
、
細
川
政
権
ま
で
の
約
四
十
年
間
、
自
民
党
の

一
党
支
配
体
制
が
続
い
た
。
そ
の
最
初
の
年
が
五
五

年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
五
五
年
体
制
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
五
五
年
体
制
が
、
高
度
経
済
成
長

を
推
進
し
、
ア
メ
リ
カ
型
の
大
衆
消
費
社
会
を
目
指

す
と
い
う
政
策
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
五
年
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
大
衆
消
費
社
会

は
、
絶
頂
期
に
あ
っ
た
。
工
場
労
働
者
で
も
郊
外
に

庭
付
一
戸
建
の
家
が
簡
単
に
買
え
、
自
動
車
を
二
台

保
有
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
家
の
中
に
は
、

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
の
家
電
が
揃
い
、
様
々
な
食

品
が
溢
れ
ん
ば
か
り
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の

輝
く
ば
か
り
の
生
活
は
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て

新
し
い
目
標
と
な
り
、
日
本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
的
ラ

特
集
・
成
熟
す
る
横
浜
の
郊
外
①
「
郊
外
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
ま
ち
づ
く
り

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
郊
外
と
家
族
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
位
置
づ

け
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
第

一
に
核
家
族
化
（
標
準
世
帯
化
）
。
第
二
に
職
住
分

離
。
第
三
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
。
第
四
に
高
学
歴

化
。
第
五
に
消
費
共
同
体
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。

①
核
家
族
化
（
標
準
世
帯
化
）

　
核
家
族
と
は
、
通
例
、
両
親
と
子
供
が
二
人
と
い

っ
た
家
族
を
指
す
。
こ
う
い
う
家
族
を
標
準
世
帯
と

も
言
う
が
、
こ
の
標
準
世
帯
が
五
五
年
の
七
百
五
十

万
世
帯
か
ら
七
五
年
は
千
四
百
三
十
万
世
帯
に
ほ
ぼ

倍
増
し
た
（
図
ｌ
２
）
。

　
た
だ
し
、
両
親
と
子
供
か
ら
な
る
世
帯
と
い
う
も

の
は
戦
前
に
も
相
当
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
本
家

は
三
世
代
同
居
で
も
、
分
家
は
核
家
族
だ
。
し
か
し

戦
後
の
核
家
族
は
、
ま
ず
世
帯
人
員
数
が
少
な
く
、

か
つ
そ
の
家
族
が
地
域
共
同
体
か
ら
分
離
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
合
計
特
殊
出
生
率
が
二
・
〇
か
ら
二
・
二
の

間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
が
ち
ょ
う
ど
五
五
年

か
ら
七
五
年
の
二
十
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
四
～

五
、
現
在
は
一
・
三
四
だ
か
ら
、
五
五
年
体
制
の
中

で
の
み
、
子
供
数
が
二
人
で
安
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
（
図
ｌ
３
）
。
な
ぜ
二
人
で
安
定
し
た
か
は
不
明

だ
が
、
住
宅
の
形
態
と
面
積
が
四
人
家
族
を
前
提
に

し
て
い
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
標

準
世
帯
＝
四
人
家
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

②
職
住
分
離

　
こ
の
よ
う
に
核
家
族
は
地
域
共
同
体
か
ら
分
離
し

た
家
族
だ
と
言
え
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
分
離
が
起
き

図一1　結婚に喜びや良さを感じるか〔性別〕図一2　世帯数の推移
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た
。
職
住
分
離
で
あ
る
。
高
度
成
長
期
ま
で
は
、
山

の
手
の
中
産
階
級
を
除
け
ば
、
下
町
の
商
工
業
者
も

農
村
の
人
々
も
職
住
一
致
で
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
れ

が
次
第
に
職
住
分
離
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
は
当
然
だ
が
、
商
工
業
の
人
々
も
、
店
や

工
場
の
横
で
寝
食
す
る
の
で
は
う
る
さ
く
て
落
ち
着

か
な
い
、
環
境
も
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と

お
金
が
で
き
れ
ば
、
世
田
谷
あ
る
い
は
横
浜
の
ほ
う

に
家
を
買
う
。
商
店
や
工
場
に
住
み
込
み
で
働
い
て

い
た
人
た
ち
も
、
結
婚
す
れ
ば
家
を
郊
外
に
買
う
。

こ
う
し
て
職
住
分
離
が
進
ん
で
い
っ
た
。

③
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　
も
う
ひ
と
つ
分
離
が
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。

男
女
の
役
割
分
担
は
そ
れ
以
前
の
社
会
に
も
あ
っ
た

が
、
五
五
年
体
制
の
役
割
分
離
は
、
父
親
は
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
、
雇
用
者
、
母
親
は
専
業
主
婦
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
（
図
ｌ
４
）
。
女
性
は
働
か
ず
に
家
事
と
育

児
に
専
念
し
、
男
性
の
会
社
人
間
化
を
助
け
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
夫
婦
と
も
ど
も
会
社
と
い
う
新
し
い

共
同
体
に
所
属
し
、
そ
の
共
同
体
の
た
め
に
働
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
都
心
か
ら
遠

く
離
れ
た
郊
外
は
、
女
性
の
就
業
と
男
性
の
家
事
・

育
児
・
地
域
へ
の
参
加
を
困
難
に
し
た
た
め
、
い
っ

そ
う
そ
の
分
離
は
明
確
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
男

性
―
仕
争
-
都
心
」
対
「
女
性
―
家
庭
ｌ
郊
外
」
と

い
う
対
立
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

④
高
学
歴
化

　
子
供
は
昔
は
家
の
手
伝
い
を
す
る
の
が
当
た
り
前

だ
っ
た
が
、
戦
後
は
そ
ん
な
暇
が
あ
っ
た
ら
勉
強
を

し
て
い
い
大
学
に
行
っ
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
（
図
ｌ
５
）
。
男
子
に
関
し
て
は
、
五
五
年
か

ら
七
五
年
に
高
校
進
学
率
、
大
学
進
学
率
と
も
に
ほ

ぼ
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
や
は

り
五
五
年
か
ら
七
五
年
ま
で
高
校
進
学
率
が
上
昇
、

大
学
進
学
率
は
七
五
年
以
降
も
増
え
続
け
て
い
る
。
）

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
五
五
年
体
制
の
家
族
は
、
父
、

母
、
子
供
が
分
業
体
制
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
分
業

と
い
う
と
、
工
場
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
前
で
の
作

業
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
家
族

の
一
人
一
人
の
役
割
も
分
業
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
家
族
を
工
場
に
し
た
と
も
言
え

る
。
中
流
家
族
を
再
生
産
す
る
工
場
で
あ
る
。

⑤
「
消
費
共
同
体
」
と
し
て
の
家
族

　
こ
う
し
た
五
五
年
体
制
の
家
族
と
い
う
も
の
は
、

c
o
n
s
u
m
e
r
　
u
n
i
t
（
消
費
の
単
位
）
で
あ
っ
た
と
言
え

る
（
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
サ
ス
マ
ン
の
言
葉

で
、
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
家
族
に
つ
い
て
言
っ

た
言
葉
で
あ
る
）
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
私
の
造
語

だ
が
「
消
費
共
同
体
」
と
し
て
の
家
族
で
あ
っ
た
と

も
言
え
る
。
つ
ま
り
消
費
し
、
私
有
財
産
を
増
や
す

こ
と
で
共
同
性
を
味
わ
う
家
族
で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
は
、
農
村
と
か
下
町
の
商
工
業
者
の
よ

う
に
、
生
産
や
労
働
を
基
盤
と
す
る
共
同
体
が
あ
っ

た
。
国
民
の
九
割
は
、
農
業
な
り
、
商
業
な
り
、
工

業
な
り
、
な
り
わ
い
を
持
っ
て
、
地
域
と
し
て
生
産

共
同
体
を
つ
く
っ
て
生
き
て
い
た
。
た
だ
彼
ら
に
は

私
有
財
産
が
な
か
っ
た
。
家
も
家
電
も
ク
ル
マ
も
な

い
し
、
風
呂
も
銭
湯
だ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後
、
地
域

に
根
づ
い
た
生
産
共
同
体
か
ら
離
れ
て
、
核
家
族
に

な
っ
て
、
家
電
を
買
う
、
テ
レ
ビ
を
買
う
、
そ
し
て

最
後
に
は
郊
外
に
家
を
買
っ
て
、
車
を
買
う
。
買
い

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
、

と
い
う
よ
う
に
、
私
有
を
原
理
と
す
る
消
費
共
同
体

が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。

　
父
親
に
も
母
親
に
も
子
供
に
も
い
ろ
い
ろ
不
満
が

あ
る
。
仕
事
は
つ
ら
い
、
家
事
も
面
倒
く
さ
い
、
勉

強
も
大
変
だ
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
頑
張
れ
ば
テ
レ

ビ
が
買
え
る
、
テ
ス
ト
で
百
点
を
取
れ
ば
、
よ
し
ラ

ジ
カ
セ
を
買
っ
て
や
ろ
う
、
と
い
っ
て
暮
ら
し
て
き

た
。
ま
さ
に
消
費
を
通
じ
て
家
族
が
達
成
感
、
よ
ろ

こ
び
を
味
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
物
を
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
は
存
在
感

を
示
し
た
。
平
社
員
の
と
き
は
パ
プ
リ
カ
、
課
長
に

な
っ
た
ら
カ
ロ
ー
ラ
、
部
長
に
な
っ
た
か
ら
コ
ロ
ナ
、

い
つ
か
取
締
役
に
な
っ
た
ら
ク
ラ
ウ
ン
、
と
い
う

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
も
、
ま
さ
に
消
費
の
達
成
感

が
労
働
の
対
価
で
あ
り
、
家
族
を
ま
と
め
あ
げ
る
接

着
剤
、
あ
る
い
は
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
し
か
も
、
父
親
は
会
社
共
同
体
と
い
う
戦
中
の
軍

隊
に
も
匹
敵
す
る
強
力
な
共
同
体
集
団
に
も
属
し
て

い
た
わ
け
で
、
こ
の
会
社
共
同
体
と
家
族
と
い
う
消

費
共
同
体
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
高
度
経
済
成
長
を
推

し
進
め
た
の
だ
と
言
え
る
。

３
一
一
九
七
五
年
以
後
の
社
会
変
動
と
無
策

①
ト
七
五
年
で
終
わ
っ
た
五
五
年
体
制

　
こ
の
よ
う
に
、
五
五
年
体
制
の
中
で
、
そ
れ
ま
で

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
家
族
像
が
生
ま
れ
た

わ
け
だ
が
、
私
の
考
え
で
は
、
も
う
す
で
に
高
度
成

長
の
終
わ
っ
た
一
九
七
五
年
の
時
点
で
、
そ
う
い
う

家
族
が
う
ま
く
機
能
す
る
時
代
も
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
の
二
十
五
年
間
と

い
う
の
は
、
次
な
る
時
代
に
向
け
て
、
新
し
い
価
値

と
古
い
価
値
の
転
換
期
に
あ
っ
た
と
思
う
。
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一
部
の
人
は
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
が
今
ま
で
ど

お
り
に
う
ま
く
い
か
な
い
な
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い

て
い
た
。
し
か
し
、
次
の
新
し
い
価
値
と
い
う
も
の

を
な
か
な
か
示
せ
な
か
っ
た
。
未
だ
に
で
き
な
い
。

こ
れ
が
新
し
い
家
族
だ
よ
と
か
、
こ
れ
が
新
し
い
住

み
方
だ
よ
と
か
、
新
し
い
価
値
だ
よ
と
か
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
誰
に
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、
示
さ
れ
な
い

ま
ま
で
き
た
。
明
快
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
さ
れ
な
い
ま

ま
二
十
五
年
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

②
失
わ
れ
た
二
十
五
年

　
村
上
龍
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
失
わ
れ
た
十
年
」
と
い
う

番
組
を
放
送
し
て
い
た
が
、
実
際
は
失
わ
れ
た
の
は

十
年
、
つ
ま
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
十
年
間
の
話
で

は
な
く
て
、
一
九
七
五
年
か
ら
の
二
十
五
年
間
な
の

だ
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
十
年

で
す
べ
て
が
狂
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
二
十
五
年
間

ず
っ
と
、
五
五
年
体
制
と
は
違
う
社
会
の
シ
ス
テ
ム

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
を
放
っ
て
お
い

た
。
そ
の
つ
け
が
今
回
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
結
論

に
村
上
龍
は
達
し
か
わ
け
だ
が
、
私
も
全
く
そ
れ
に

同
感
で
あ
る
。

　
そ
の
二
十
五
年
間
放
っ
て
お
か
れ
た
社
会
シ
ス
テ

ム
の
中
の
あ
る
局
面
が
郊
外
で
あ
り
、
家
族
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
離
婚
、
い
じ
め
、
不
登
校
、
す
べ
て

七
五
年
以
降
急
激
に
増
え
た
。
そ
し
て
、
晩
婚
化
、

少
子
化
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
結
婚

し
、
子
供
を
産
み
、
家
族
を
つ
く
り
、
暮
ら
す
と
い

う
ス
タ
イ
ル
が
、
こ
の
二
十
五
年
間
、
ど
ん
ど
ん
通

用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。

③
消
費
共
同
体
の
意
味
喪
失

　
郊
外
家
族
の
消
費
共
同
体
と
し
て
の
意
味
も
、
こ

の
七
五
年
を
境
目
と
し
て
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
七
〇
年
代
後
半
は
、
総
理
府
の
調
査
で
中
流
意
識

が
九
割
と
言
わ
れ
た
時
代
だ
。
中
流
意
識
は
、
常
に

一
九
六
〇
年
頃
か
ら
ず
っ
と
大
体
九
割
だ
が
、
問
題

な
の
は
「
中
の
中
」
で
、
一
九
五
八
年
は
三
七
％
だ

っ
た
の
が
七
三
年
に
は
六
一
％
に
な
り
、
そ
の
後
大

体
六
〇
％
前
後
に
な
る
。
当
時
は
ま
さ
に
団
塊
世
代

に
子
供
が
で
き
て
、
郊
外
へ
の
移
住
が
始
ま
り
、
ニ

ュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
つ
く
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
で
七
〇
年
代
後
半
は
五
五
年
体
制
の
完
成
の

時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
「
中
流
家
族
」
と
い
う
目

標
に
代
わ
る
次
の
目
標
が
要
る
。
物
を
買
っ
て
私
有

財
産
を
増
や
し
、
そ
れ
で
家
族
を
ま
と
め
て
行
こ
う

と
い
う
旗
頭
で
は
、
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
く
時
代

に
な
っ
た
。
消
費
共
同
体
と
し
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
中
で
、
こ
れ
ま
で
は
夢
で
あ
り
、
目
標

で
あ
っ
た
郊
外
中
流
家
族
と
い
う
も
の
の
「
あ
ら
」

が
、
逆
に
ど
ん
ど
ん
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
ま
で
は
よ
り
良
い
生
活
の
実
現
の
た
め
に
我
慢
し

て
い
た
も
の
が
我
慢
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
ま
で
は

家
族
が
相
互
に
我
慢
し
合
い
、
助
け
合
っ
て
い
る
と

思
え
た
の
が
、
し
だ
い
に
家
族
が
相
互
に
犠
牲
に
な

っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
夫

が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
は
家
事
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
子
供
は
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
始
め
た
。
そ
れ
が

現
在
の
家
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

一
　
特
集
・
成
熟
す
る
横
浜
の
郊
外
①
「
郊
外
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
ま
ち
づ
く
り

４

私
有
意
識
か
ら
の
解
放
と
新
た
な

公
共
性
の
構
築

①
私
有
と
い
う
問
題

　
さ
て
、
で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？
と
多
く

の
方
が
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
効
薬
と
か
処
方
箋

と
い
っ
た
マ
ス
コ
ミ
的
な
発
想
を
私
は
好
ま
な
い

が
、
一
応
、
長
期
的
な
課
題
解
決
の
た
め
の
参
考
と

し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

　
私
は
一
九
九
九
年
末
に
上
梓
し
た
『
「
家
族
」
と

「
幸
福
」
の
戦
後
史
ｌ
郊
外
の
夢
と
現
実
』
の
巻

末
で
、
郊
外
を
私
有
空
間
と
捉
え
、
郊
外
は
私
有
空

間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
幸
福
を
感
じ
さ
せ
た
の
だ
が
、

し
か
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
息
苦
し
い
閉
鎖

的
な
空
間
に
も
な
っ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
し
て
、
そ

の
価
値
観
か
ら
脱
却
す
べ
く
「
脱
私
有
」
と
い
う
概

念
を
提
示
し
た
。
自
分
で
も
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い

ま
ま
出
し
た
概
念
な
の
だ
が
、
最
近
『
所
有
の
エ
チ

カ
』
（
注
）
と
い
う
本
を
読
ん
で
、
私
の
言
い
た
い

こ
と
が
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。

　
そ
の
本
で
、
大
庭
健
は
、
現
代
人
の
中
に
「
所
有

領
域
の
中
で
は
ミ
ニ
専
制
、
無
所
有
領
域
で
は
放
縦
」

と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ

イ
ホ
ー
ム
の
マ
イ
ル
ー
ム
の
中
で
「
こ
こ
は
私
の
部

屋
だ
か
ら
何
を
し
て
も
い
い
」
と
い
う
意
識
が
強
ま

り
、
ま
た
誰
か
他
の
「
私
」
の
所
有
物
に
は
触
れ
な

い
よ
う
に
す
る
が
、
他
方
、
誰
も
私
有
し
な
い
「
公
」

に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
、
そ
こ
で
は
何
を
し
て
も

い
い
と
考
え
る
（
た
と
え
ば
街
中
で
座
り
込
む
若
者
、

電
車
内
で
飲
食
す
る
若
者
な
ど
）
。
そ
う
い
う
社
会

は
「
没
公
共
的
な
私
有
社
会
」
で
あ
る
と
大
庭
は
い

う
。
そ
し
て
家
庭
内
で
す
ら
、
家
族
の
成
員
が
「
私

的
城
塞
」
と
し
て
の
個
室
の
中
で
ミ
ニ
専
制
君
主
化

資料：文部省「学校基本調査」
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し
、
居
間
や
食
卓
の
よ
う
な
公
共
空
間
が
縮
小
す
る
。

さ
ら
に
、
子
ど
も
ま
で
も
が
親
の
私
有
の
対
象
に
な

り
、
他
の
子
ど
も
と
の
差
異
化
か
強
要
さ
れ
る
。

　
私
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
特
に
「
郊
外
－
持

ち
家
－
個
室
」
と
い
う
私
的
所
有
の
領
域
が
連
鎖
し

た
空
間
で
は
ま
す
ま
す
そ
う
い
う
意
識
が
強
ま
り
や

す
い
の
で
は
な
い
か
。
「
マ
イ
ホ
ー
ム
」
「
マ
イ
カ
ー
」

「
マ
イ
ル
ー
ム
」
「
マ
イ
タ
ウ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
の
大
衆
消
費
社
会
で
は

国
民
が
「
私
」
の
領
域
を
増
や
す
こ
と
が
大
き
な
喜

び
で
あ
っ
た
。
「
私
」
が
所
有
す
る
空
間
で
は
、
誰

に
気
兼
ね
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
自
由
に
振
る

舞
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

②
失
わ
れ
た
公
共
性
と
個
人
の
自
由

　
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
が
「
私
」
を
拡
大
し
た
こ

と
で
、
失
わ
れ
た
も
の
は
な
い
か
。
そ
れ
が
ま
さ
に

市
民
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
家
族
と
し
て
の
「
公
共

性
」
で
あ
り
、
ま
た
人
間
や
家
族
の
つ
な
が
り
で
あ

り
、
さ
ら
に
本
当
の
意
味
で
の
個
人
の
自
由
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
大
庭
の
言
う
よ
う
に
、
私
有
の
差
異
化
を
求
め
る

人
は
、
人
間
に
も
、
身
近
な
家
族
に
も
私
有
財
産
と

し
て
の
差
異
化
を
求
め
る
。
ブ
ラ
ン
ド
好
き
な
妻
は

夫
に
よ
り
高
い
学
歴
、
勤
め
先
、
収
入
、
地
位
を
求

め
る
。
夫
を
ブ
ラ
ン
ド
商
品
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
夫
も
妻
を
私
有
物
の
よ
う
に
考

え
、
相
応
の
学
歴
、
美
貌
、
家
事
労
働
等
を
求
め
る
。

そ
し
て
親
は
子
ど
も
に
有
名
な
学
校
へ
の
進
学
と
、

良
い
成
績
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

人
間
が
私
有
財
産
化
し
、
差
異
化
の
た
め
の
手
段
と

化
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
だ
。
「
私
の
夫
」
「
私
の
妻
」

「
私
の
子
ど
も
」
と
い
う
言
葉
遣
い
が
、
い
つ
の
ま

に
か
、
マ
イ
ホ
ー
ム
や
マ
イ
カ
ー
と
同
様
の
響
き
を

持
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
現
在

の
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
家
族
の
成
員
が
相
互
に
私
有
し
あ
う

こ
と
で
、
相
互
に
犠
牲
に
な
り
、
自
由
を
奪
い
合
い
、

傷
つ
け
あ
い
、
そ
し
て
結
果
と
し
て
家
族
が
バ
ラ
バ

ラ
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
高
度
成
長
期
に
は
、
家
族
が
相
互
に
我
慢
し
あ
い
、

助
け
合
い
な
が
ら
豊
か
さ
を
実
現
す
る
と
い
う
目
標

に
邁
進
で
き
た
が
、
も
は
や
物
質
的
に
高
度
に
豊
か

な
現
代
で
は
、
「
豊
か
さ
」
は
家
族
を
ま
と
め
る
接

着
剤
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
豊
か
さ
」
に
代
わ

る
価
値
が
見
つ
が
ら
な
か
っ
た
の
で
、
「
豊
か
さ
」

の
「
質
」
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
っ

て
、
ブ
ラ
ン
ド
志
向
や
学
歴
志
向
、
偏
差
値
主
義
が

強
ま
っ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、

家
族
同
士
を
相
互
扶
助
で
は
な
く
、
相
互
犠
牲
の
空

間
と
し
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
う
の
で

あ
る
。

③
脱
私
有
的
価
値
観
の
芽
生
え

　
私
は
、
若
者
の
行
動
や
価
値
観
を
調
べ
る
の
が
仕

事
の
一
つ
だ
が
、
最
近
の
若
者
の
動
向
の
中
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
私
有
主
義
の
価
値
観
に
代
わ
っ
て
「
脱

私
有
」
的
な
価
値
観
の
芽
生
え
が
感
じ
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
フ
リ
ー
タ
ー
の
増
加
、
プ
リ
マ
（
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
）
や
古
着
の
人
気
、
地
域
で
言
え
ば
高
円

寺
、
下
北
沢
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
の
人
気
な
ど
が
そ

の
例
で
あ
る
。

　
日
本
労
働
研
究
機
構
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
八

二
年
に
五
十
万
人
だ
っ
た
フ
リ
ー
タ
ー
は
九
七
年
に

は
百
五
十
一
万
人
と
、
な
ん
と
三
倍
に
増
え
て
い
る
。

不
況
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
バ
ブ
ル
の

時
も
フ
リ
ー
タ
ー
は
増
加
し
た
の
だ
か
ら
、
不
況
の

せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
バ
ブ
ル
の
時
は
、
ア
ル
バ

イ
ト
が
い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
定
職
に
就
か
な
い
と

言
わ
れ
た
の
だ
。
バ
ブ
ル
で
も
不
況
で
も
フ
リ
ー

タ
ー
は
増
え
た
の
だ
か
ら
、
一
貫
し
て
い
る
の
は
「
自

分
ら
し
く
働
き
た
い
」
と
い
う
若
者
の
意
識
の
拡
大

で
あ
る
と
考
え
る
方
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
彼
ら
に
取
材
し
て
み
る
と
、
彼
ら
が
求
め
て
い
る

の
は
「
私
有
」
に
よ
っ
て
呪
縛
さ
れ
た
生
活
よ
り
も
、

「
自
分
ら
し
さ
」
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

若
者
は
ブ
ラ
ン
ド
志
向
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

か
な
り
マ
ス
コ
ミ
が
つ
く
っ
た
情
報
で
あ
る
。
た
し

か
に
ブ
ラ
ン
ド
漁
り
が
好
き
な
若
者
も
多
い
が
、
手

作
り
を
し
た
り
、
古
着
を
自
分
で
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た

り
、
中
古
バ
イ
ク
、
中
古
車
、
中
古
家
具
な
ど
を
改

造
し
た
り
す
る
こ
と
も
非
常
に
好
ま
れ
て
い
る
。
そ

し
て
最
後
は
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
も
の
を
置
い
た

お
店
を
開
き
た
い
と
い
う
人
が
非
常
に
多
い
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
専
業
主
婦
と
し
て
生
き
る
五
五
年
体
制

型
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
魅
力
を
持
だ
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
の
だ
。

④
　
求
め
ら
れ
る
新
た
な
行
動
原
理
と
横
浜
市
へ
の

　
　
期
待

　
か
つ
て
私
は
『
「
東
京
」
の
侵
略
』
と
い
う
本
を

発
行
し
た
（
一
九
八
七
年
）
。
そ
こ
で
は
、
東
京
の

拡
大
に
よ
っ
て
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
、
郊
外
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
横
浜
が
描
か
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

横
浜
は
、
高
度
経
済
成
長
期
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
、

「
東
京
都
心
ｌ
企
業
ｌ
生
産
ｌ
男
性
」
に
従
属
す
る

「
郊
外
ｌ
家
族
―
消
費
ｌ
女
性
」
の
街
の
代
表
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
「
金
曜
日
の
妻

た
ち
へ
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
私
有
財
産
＝
マ
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イ
ホ
ー
ム
の
中
で
、
実
は
「
自
分
ら
し
さ
」
の
抑
圧

と
閉
塞
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
人
々
の
街
で
あ
っ
た
と

も
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
あ
る
べ
き
家
族
と
は
、
私
有

財
産
を
増
や
す
こ
と
で
幸
福
を
得
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
、
お
互
い
を
所
有
し
あ
い
、
思
い
通

り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
が
お
互
い
の

犠
牲
に
な
り
、
「
自
分
ら
し
さ
」
を
疎
外
さ
れ
て
い

る
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
家
族
で
も
な
い
だ
ろ

　
む
し
ろ
、
家
族
の
成
員
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
の
成
員

や
社
会
、
会
社
な
ど
か
ら
の
押
し
つ
け
で
は
な
い
、

「
個
人
」
と
し
て
の
自
己
実
現
の
目
標
を
持
ち
、
そ

の
目
標
の
達
成
を
家
族
同
士
が
支
援
し
合
う
、
そ
う

い
う
行
動
原
理
が
家
族
の
中
心
に
あ
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　
郊
外
と
い
う
空
間
に
も
正
し
い
意
味
で
の
公
共
性

が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
公
園
を
つ
く

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
私
」
の
世
界
の
閉
じ

こ
も
り
、
「
私
」
の
財
産
を
増
や
す
こ
と
だ
け
に
一

喜
一
憂
す
る
時
代
は
終
わ
っ
た
の
だ
。
複
数
の
「
私
」

が
、
家
族
の
中
で
も
外
で
も
、
相
互
に
つ
な
が
り
あ

一
　
特
集
・
成
熟
す
る
横
浜
の
郊
外
①
「
郊
外
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
ま
ち
づ
く
り

い
な
が
ら
、
新
た
な
公
共
性
を
再
構
築
し
て
い
く
べ

き
時
代
が
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
新
た
な

公
共
性
を
軸
と
し
た
新
し
い
市
民
生
活
、
家
族
生
活
、

あ
る
い
は
教
育
の
モ
デ
ル
を
産
み
出
す
こ
と
が
、
ま

さ
に
い
ち
早
く
成
熟
し
た
郊
外
都
市
と
な
る
こ
れ
か

ら
の
横
浜
市
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

Λ
消
費
・
都
市
・
文
化
研
究
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
カ
ル

チ
ャ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
主
宰
／
都
留
文
科
大
学
非
常

勤
講
師
／
h
o
m
e
p
a
g
e
:w
w
w
.
c
u
l
t
u
r
e
s
t
u
d
i
e
s
.
c
o
ｍ
Ｖ

（
注
）
大
庭
健
・
鷲
田
清
】
編
『
所
有
の
エ
チ
カ
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
〇

（
参
考
文
献
）

三
浦
　
展
『
「
家
族
」
と
「
幸
福
」
の
戦
後
史
　
－

郊
外
の
夢
と
現
実
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九

三
浦
　
展
「
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
は
家
族
を
救

う
？
」
（
『
プ
シ
コ
』
二
〇
〇
〇
年
八
号
、
冬
樹
社
）

三
浦
　
展
「
郊
外
が
生
む
家
族
の
闇
」
（
『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
〇
年
五
月
二
十
七
日
）

三
浦
　
展
「
「
自
分
ら
し
さ
」
と
若
者
文
化
」
（
『
児

童
心
理
』
二
〇
〇
〇
年
七
月
号
、
金
子
書
房
）

ア
ク
ロ
ス
編
集
室
『
「
東
京
」
の
侵
略
』
パ
ル
コ
出

版
、
一
九
八
七
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