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機
能
し
な
が
ら
も
、
隣
近
所
の
共
有
地
み

た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
家
の
中
で
も

あ
り
外
と
も
い
え
る
縁
側
に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
中
と
外
を
つ
な
ぐ
〝
際
〞
と
い

う
意
味
で
は
、
都
市
と
そ
の
周
縁
を
つ
な

ぐ
も
の
で
あ
り
、
現
在
と
過
去
を
つ
な
ぐ

も
の
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
性
格
を
持
つ
路
地
裏
か
ら
は
、

実
に
多
様
な
人
間
の
営
み
が
垣
間
見
え
ま

す
。
都
市
の
、
最
先
端
の
も
の
が
集
ま
る

キ
ラ
キ
ラ
し
た
場
所
だ
け
で
世
界
を
眺
め

て
い
て
は
、
流
行
は
見
え
て
も
、
見
え
て

い
る
の
は
実
は
そ
こ
だ
け
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

僕
は
大
学
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
教
え
て
い
る
の

で
す
が
、
通
常
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
の
教
授
に
は
、

企
業
経
営
の
経
験
が
あ
る
会
社
役
員
や
、

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
迎
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
々
は

往
々
に
し
て
、
あ
る
個
別
の
会
社
の
戦
略

や
方
法
論
し
か
知
ら
ず
、
四
半
期
で
決
算

か
ら
、
そ
れ
な
ら
ま
ぁ
、
や
れ
る
人
か
ら
、

何
か
し
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
い

け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
で
始
め

た
の
が
、
本
業
の
か
た
わ
ら
始
め
た
「
隣

町
珈
琲
」
と
い
う
喫
茶
店
で
し
た
。

い
ざ
自
分
で
や
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
が

な
か
な
か
苦
し
い
ん
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。

も
と
も
と
稼
ぐ
つ
も
り
は
な
く
、
僕
や
仲

間
が
集
ま
っ
て
寛
げ
る
場
所
で
あ
る
こ
と

自
体
が
大
切
だ
と
は
思
っ
て
い
た
ん
で
す

が
、
う
ち
で
は
一
杯
五
百
円
の
コ
ー
ヒ
ー

が
一
日
二
十
杯
出
る
程
度
。
こ
の
売
り
上

げ
で
は
、
普
通
は
店
主
が
暮
ら
し
て
い
く

の
さ
え
ギ
リ
ギ
リ
で
、
従
業
員
を
雇
う
の

は
相
当
厳
し
い
。
生
活
の
か
か
っ
た
場
合

に
、
喫
茶
店
経
営
が
ど
ん
な
に
大
変
か
が
、

身
に
し
み
て
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
本
当
に
学
問
な
の
か
？

路
地
裏
は
、
あ
る
種
の
境
界
線
と
し
て

体
が
壊
れ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
駄
菓
子

屋
や
、
似
た
よ
う
な
小
商
い
の
商
売
も
、

徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
以
上
、
共
同
体
が
破
壊
さ
れ
て
は
、

暮
ら
し
そ
の
も
の
が
危
ぶ
ま
れ
ま
す
か
ら
、

新
た
な
中
間
共
同
体
を
作
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
は
思
う
の
で
す
が
、
政
府
が
掲

げ
る
の
は
い
ま
だ
に
右
肩
上
が
り
の
経
済

に
固
執
し
た
成
長
戦
略
ば
か
り
で
す
。
現

状
を
考
え
れ
ば
、
成
長
し
な
く
て
も
や
っ

て
い
け
る
定
常
経
済
こ
そ
目
指
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
僕
自
身
、
政
治
家

に
そ
う
い
う
話
を
す
る
機
会
が
何
度
か
あ

っ
た
ん
で
す
け
ど
、
な
か
な
か
芳
し
い
答

え
は
返
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方

に
対
す
る
共
感
は
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な

施
策
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
な
ら
も
う
、
自
分
で
や
る
し
か
な

い
。か

と
い
っ
て
、
駄
菓
子
屋
が
そ
こ
い
ら

に
あ
っ
た
時
代
に
逆
戻
り
は
で
き
ま
せ
ん

な
に
な
か
っ
た
は
ず
だ
け
ど
、
そ
れ
で
も

地
域
共
同
体
、
あ
る
い
は
中
間
共
同
体
の

な
か
に
必
要
な
も
の
と
し
て
あ
り
続
け
た
。

そ
れ
が
、
一
昔
前
ま
で
は
よ
く
見
か
け
た

路
地
裏
の
駄
菓
子
屋
で
あ
り
、
小
さ
な
儲

け
で
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
点
で
は
、
定

常
経
済
の
象
徴
的
な
存
在
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
核
家
族
化
や
格
差
社
会
の
広

が
り
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
人
々
が
生
き
抜

く
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
か
つ
て

あ
っ
た
〝
路
地
裏
の
駄
菓
子
屋
〞
が
モ
デ

ル
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
発
想

か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、『
路
地
裏
の
資
本

主
義
』
や
『
路
地
裏
人
生
論
』
で
あ
り
、

日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
で
連
載
し
た
「
路
地
裏
の

読
書
術
」
と
い
う
書
評
で
す
。

家
の
一
角
を
店
先
に
し
た
よ
う
な
感
じ

で
、
お
客
も
子
供
だ
か
ら
、
儲
け
は
そ
ん

な
ぜ
い
ま
「
路
地
裏
」
な
の
か

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
む
日
本

で
は
、
経
済
を
担
う
働
き
手
が
ど
う
し
て

も
減
る
わ
け
で
、
今
後
は
過
去
に
あ
っ
た

よ
う
な
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
は
期
待

で
き
な
い
│
│
。
我
々
は
い
ま
ま
さ
に
、

そ
う
い
う
時
代
を
生
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
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「
い
ま
す
ぐ
結
果
が
出
る
こ
と
」ば
か
り
を
追
い
求
め
る
時
代
の
風
潮
に

「
路
地
裏
」や「
喫
茶
店
」と
い
う
視
点
を
対
置
す
る
と
、新
た
に
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

路
地
裏
や
喫
茶
店
か
ら
平
川
克
美
さ
ん
が
体
験
的
に
得
た
学
び
と
は
？

そ
し
て
、学
び
の
本
質
と
は
│
│
？

路
地
裏
学
、ま
た
は
喫
茶
店
学

あ
る
い
は
、学
ぶ
と
い
う
こ
と


