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二
〇
一
一
年
秋
、
埼
玉
県
朝
霞
市
に
お
け
る
国
家
公
務
員
宿
舎
新
規
建
設
の
是
非
が
、
世
間
の
注
目
を
集
め
た
。
野
田

首
相
は
自
ら
建
設
予
定
地
を
視
察
し
、
建
設
の
「
五
年
間
凍
結
」
を
指
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
富
岡
勝
則
朝
霞
市
長

は
「
こ
の
問
題
で
五
年
間
翻
弄
さ
れ
、
ま
た
五
年
も
翻
弄
さ
れ
る
の
は
不
本
意
」
と
述
べ
、「
事
業
を
中
止
に
し
て
白
紙

に
戻
し
、
本
当
に
必
要
な
公
務
員
宿
舎
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
議
論
し
て
欲
し
い
」
と
訴
え
た︶

�
︵

。
一
〇
月
一
四
日
の
朝
霞

市
議
会
全
員
協
議
会
で
、
富
岡
市
長
は
国
に
対
し
て
建
設
中
止
を
求
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た︶

�
︵

。

　

そ
も
そ
も
、
朝
霞
市
に
お
け
る
国
家
公
務
員
宿
舎
予
定
地
と
は
ど
ん
な
場
所
か
？
そ
の
概
略
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の

通
り
で
あ
る︶

�
︵

。
も
と
も
と
こ
の
場
所
は
、
陸
軍
被
服
廠
の
分
廠
を
設
置
す
る
た
め
の
用
地
と
し
て
一
九
三
九
年
に
軍
が
買

収
し
た
も
の
で
、
敗
戦
後
は
米
軍
第
四
三
師
団
第
一
騎
兵
師
団
本
部
（
約
四
〇
〇
〇
人
）
の
進
駐
先
の
一
つ
と
な
っ
た
。

米
軍
は
旧
陸
軍
被
服
廠
朝
霞
分
廠
跡
地
と
近
隣
の
旧
陸
軍
予
科
士
官
学
校
跡
地
や
旧
演
習
場
な
ど
に
進
駐
し
て
、
こ
れ
を

「
キ
ャ
ン
プ
・
ド
レ
イ
ク
」
と
称
し
た
。
旧
陸
軍
被
服
廠
朝
霞
分
廠
跡
地
は
、「
ノ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

そ
の
後
、
同
基
地
は
米
軍
に
利
用
さ
れ
続
け
、
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
に
は
野
戦
病
院
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
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が
、
一
九
六
五
年
こ
ろ
か
ら
基
地
返
還
要
求
運
動
が
始
ま
り
、
一
九
七
四
年
八
月
に
朝
霞
基
地
の
大
部
分
が
日
本
に
返
還

さ
れ
た
。
一
九
八
六
年
の
米
軍
通
信
施
設
の
返
還
に
よ
っ
て
、
米
軍
基
地
は
朝
霞
市
か
ら
完
全
に
撤
収
し
た
。
米
軍
基
地

跡
地
に
は
、
一
九
七
九
年
～
一
九
八
五
年
に
か
け
て
国
、
県
、
市
の
公
共
施
設
が
設
置
さ
れ
た
も
の
の︶

�
︵

、
な
お
一
九
・
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
が
保
留
地
と
し
て
残
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
に
国
が
国
有
地
の
有
効
活
用
を
促
進
す
る
方

針
を
打
ち
出
し
た
た
め
、
朝
霞
市
は
二
〇
〇
四
年
に
「
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
」
を
設
置
し
て
基
地
跡

地
の
利
用
・
整
備
に
関
す
る
計
画
を
検
討
し
、
二
〇
〇
八
年
五
月
に
、
国
に
対
し
『
基
地
跡
地
利
用
計
画
書
』
を
提
出
し

た
。
基
地
跡
地
は
、
東
京
都
心
か
ら
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
武
東
上
線
朝
霞
駅
か
ら
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
位

置
し
て
お
り
、
都
心
へ
の
交
通
の
便
は
き
わ
め
て
良
い
。
基
地
跡
地
は
利
用
区
分
ご
と
に
、「
施
設
ゾ
ー
ン
」
と
「
み
ど

り
の
拠
点
ゾ
ー
ン
」、「
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
」
に
分
か
れ
る
が
、
こ
の
な
か
の
「
施
設
ゾ
ー
ン
」
に
、「
財
務
省
の
計
画
を

受
け
て
︹
中
略
︺
国
家
公
務
員
宿
舎
の
建
設
用
地
面
積
を
３
ｈ
ａ
」
設
定
し
た
の
で
あ
る︶

�
︵

。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
上
記
計
画
書
で
は
、「
財
務
省
の
計
画
を
受
け
」
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

朝
霞
市
の
基
地
跡
地
利
用
計
画
の
策
定
過
程
に
お
い
て
は
、
当
初
は
国
家
公
務
員
宿
舎
を
自
ら
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
ス

タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
に
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
が
策
定
し
た
最
終
報
告
書
に

お
い
て
も
、「
国
家
公
務
員
住
宅
の
建
設
受
け
入
れ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、「
策
定
委
員
会

に
あ
っ
て
は
、︹
中
略
︺
朝
霞
市
に
国
家
公
務
員
宿
舎
を
建
設
す
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て

い
る︶

�
︵

。

　

市
が
、
国
家
公
務
員
宿
舎
の
建
設
の
検
討
を
開
始
し
た
の
は
、
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
か
ら
の
答
申

が
出
さ
れ
た
後
に
、「
国
・
県
と
連
携
し
、
よ
り
実
効
性
を
高
め
た
計
画
を
策
定
す
る
た
め
」
に
二
〇
〇
七
年
に
設
置
さ
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れ
た
朝
霞
市
基
地
跡
地
整
備
計
画
策
定
委
員
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
同
委
員
会
で
は
、
第
二
回
（
二
〇
〇
七
年
五
月

一
五
日
）
と
第
三
回
（
二
〇
〇
七
年
五
月
三
一
日
）
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、
国
家
公
務
員
宿
舎
建
設
方
針
と
し
て
財
務

省
案
が
提
出
さ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
七
月
に
同
委
員
会
は
中
間
案
を
公
表
し
、
国
家
公
務
員
宿
舎
（
二
棟
、
二
六
階
建
と

二
五
階
建
）
案
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
た︶

�
︵

。
委
員
会
を
組
織
替
え
し
た
二
〇
〇
七
年
の
段
階
で
、
最
終
的
に
市
が
受
け
入

れ
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
基
地
跡
地
で
鉛
が
検
出
さ
れ
る
な
ど
の
土
壌
汚
染
が
発
覚
し
、
市
だ
け
で
は
対
処
し
難
か
っ

た
こ
と
、
国
家
公
務
員
が
居
住
す
る
こ
と
で
、
市
税
収
入
の
増
加
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
も
、
受
け
入
れ
を
表
明
し
た
理
由

で
あ
っ
た︶

�
︵

。

　

こ
う
し
て
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
基
地
跡
地
が
朝
霞
市
都
市
計
画
地
区
計
画
に
指
定
さ
れ
た
後
、
同
年
三
月
に
は
、
国

が
国
家
公
務
員
宿
舎
を
建
設
す
る
た
め
の
事
業
を
開
始
し
た
も
の
の
、
同
年
一
一
月
に
お
け
る
国
の
事
業
仕
分
け
に
よ
っ

て
、
一
旦
宿
舎
建
設
は
中
断
・
凍
結
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
度
予
算
に
お
い
て
事
業
再
開
の
た
め
の
予
算
が
つ

い
た
た
め
、
同
年
に
公
務
員
宿
舎
事
業
予
定
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
・
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
の
工
事
が
完
了
し
、
九
月
か

ら
は
宿
舎
本
体
工
事
に
着
手
し
た
。
そ
の
後
、
冒
頭
に
述
べ
た
野
田
首
相
の
現
地
視
察
後
、「
宿
舎
建
設
の
五
年
間
凍
結
」

の
指
示
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

や
や
長
く
、
朝
霞
市
に
お
け
る
国
家
公
務
員
宿
舎
建
設
問
題
の
経
緯
を
述
べ
た
の
は
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
は
、
一
般
に
、

「
事
業
仕
分
け
」
や
「
宿
舎
建
設
の
五
年
間
凍
結
」
な
ど
、
国
の
経
費
節
減
に
関
わ
る
点
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
基

地
跡
地
で
あ
っ
た
点
や
複
雑
に
利
害
が
絡
み
合
う
計
画
策
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
は
十
分
に
報
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

点
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
霞
市
が
中
心
に
策
定
し
た
計
画
に
対
し
て
、
そ
れ
を
国
・
県
が
チ
ェ
ッ
ク
し
つ

つ
自
ら
の
管
轄
の
施
設
（
国
家
公
務
員
宿
舎
）
の
設
置
を
要
請
し
、市
の
諮
問
委
員
会
が
判
断
を
下
せ
な
い
状
況
の
中
で
、
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国
が
建
設
を
要
請
し
て
宿
舎
建
設
が
計
画
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
挙
句
の
果
て
に
「
事
業
仕
分
け
」
や
「
宿
舎

建
設
の
五
年
間
凍
結
」
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
は
、
朝
霞
市
の
住
民
が
地
域
で
生
活
し
て
い
く
視
点
に
た
っ
て
、

住
宅
政
策
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　　

今
回
の
問
題
に
接
し
て
、
私
が
思
い
出
し
た
の
が
、
元
大
阪
市
長
で
、
都
市
政
策
に
関
し
て
数
々
の
研
究
を
残
し
た
関

一
の
議
論
で
あ
る
。
関
は
、
東
京
高
商
教
授
の
職
を
中
途
で
辞
し
、
大
阪
市
助
役
を
経
て
大
阪
市
長
に
就
任
す
る
と
い
う
、

異
色
の
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
関
の
議
論
は
、
日
本
資
本
主
義
が
確
立
し
た
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ブ
ー
ム
を

経
て
都
市
化
の
傾
向
が
強
ま
る
一
九
二
〇
年
代
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の
も
の
だ
が
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
都
市

の
現
状
に
即
し
て
都
市
政
策
を
説
い
た
関
の
議
論
へ
の
注
目
度
は
現
在
に
お
い
て
も
高
く
、
近
年
に
お
い
て
も
次
々
に
関

に
関
す
る
研
究
が
公
刊
さ
れ
て
い
る︶

�
︵

。

　

私
が
思
い
出
し
た
の
は
、
以
下
の
、
二
つ
の
議
論
で
あ
る
。

（
ａ
）国

又
は
市
が
官
公
吏
の
住
宅
を
建
築
す
る
が
如
き
は
、
住
宅
難
の
場
合
に
当
然
の
義
務
で
あ
る
。
殊
に
政
府
の
或
る

事
業
の
拡
張
の
為
に
地
方
に
特
別
の
官
衙
を
設
く
る
為
に
、
多
数
の
官
吏
が
新
に
あ
る
都
会
に
住
居
を
求
め
る
こ

と
ゝ
な
り
、
し
か
も
、
其
都
市
に
於
て
住
宅
の
欠
乏
す
る
場
合
に
、
住
宅
の
供
給
に
何
等
の
注
意
を
払
ふ
こ
と
な
く
、

家
賃
騰
貴
の
勢
を
促
進
す
る
が
如
き
は
、
其
設
置
都
市
の
住
民
に
負
担
を
過
重
す
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
、
国
家
は
官

衙
新
設
の
為
に
生
ず
る
住
宅
の
需
要
を
充
た
す
べ
き
方
法
を
講
ず
る
義
務
が
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
国
に
於

て
中
央
政
府
の
施
設
は
予
算
の
金
額
を
口
実
に
し
て
、
地
方
都
会
住
民
の
苦
痛
を
顧
み
ず
、
家
賃
の
騰
貴
を
促
が
し
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た
例
は
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
斯
の
如
き
、
官
公
吏
又
は
国
及
市
の
使
用
人
等
に
対
す
る
住
宅
供
給
は
一
般
の
住

宅
政
策
と
異
っ
た
意
味
に
於
て
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
其
生
活
安
定
の
方
法
と
し
て
も
実
施
を
要
す
る
も
の
で

あ
る︶

₁₀
︵

。

　

関
は
、「
住
宅
難
の
場
合
」
と
い
う
限
定
は
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
公
務
員
宿
舎
の
建
設
に
つ
い
て
「
当
然
の
義
務
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
務
員
が
「
新
に
あ
る
都
会
に
住
居
を
求
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
賃
が
騰
貴
し
、

付
近
住
民
に
過
重
な
負
担
を
か
け
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
公
務
員
の
「
生
活
安
定
の
方
法
」
と
し
て
も
公
務
員

宿
舎
の
意
義
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
公
務
員
居
住
者
の
増
加
に
よ
っ
て
、
家
賃
騰
貴
な
ど

に
よ
り
借
家
居
住
者
へ
の
過
重
な
負
担
を
回
避
す
る
点
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
朝
霞
市
に
お
け
る
国
家
公
務
員
宿
舎
の

建
設
に
つ
い
て
、
関
の
い
う
条
件
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
は
こ
こ
で
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
が︶

₁₁
︵

、
関
が
住
民
本
位
に
議
論

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
住
宅
の
需
給
関
係
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、
そ
こ
に
国
家
が
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
関
は
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
も
展
開
し
て
い
る
。

（
ｂ
）上

の
如
く
自
然
の
条
件
が
宅
地
造
成
に
非
常
に
不
利
益
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
為
政
者
も
宅
地
造
成
を
等
閑
に
付
し

た
責
を
免
る
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
東
京
市
の
総
坪
数
二
千
三
百
三
十
万
坪
中
、官
有
地
が
八
百
五
十
万
坪
に
上
り
、

市
内
の
中
枢
地
に
荒
漠
た
る
陸
軍
用
地
が
草
原
と
な
っ
て
放
置
せ
ら
れ
、
其
周
囲
の
民
有
地
が
数
百
円
の
時
価
を
有

す
る
と
云
ふ
現
象
は
、
世
界
文
明
都
市
に
類
例
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
若
し
、
之
で
住
宅
地
が
不
足
し
な
い
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な
ら
ば
、
世
界
の
奇
蹟
で
あ
る
と
云
っ
て
差
支
な
い
。
其
他
富
豪
の
大
邸
宅
、
寺
院
の
敷
地
が
、
市
内
の
住
宅
最
適

地
に
散
在
し
て
い
て
、
旧
時
の
城
壁
を
連
想
せ
し
め
る
高
き
石
垣
を
廻
ら
し
て
排
他
的
態
度
を
示
し
て
居
る
こ
と
も

世
界
無
比
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
斯
の
如
き
市
内
の
土
地
の
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
の
使
用
を
其
儘
に
し
て
置
く
こ
と
は
地
価

騰
貴
の
大
原
因
で
あ
っ
て
、
土
地
投
機
者
を
責
め
る
以
前
に
、
斯
様
な
独
占
者
を
除
却
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と

思
ふ
。
斯
の
如
き
土
地
の
濫
用
を
生
じ
た
原
因
は
、
国
民
全
体
の
自
覚
の
不
十
分
な
り
し
こ
と
ゝ
同
時
に
政
府
当
局

も
其
責
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る︶

₁₂
︵

。

　

関
は
国
家
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
住
宅
政
策
を
必
要
と
考
え
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
都
心
部
に
お
け
る
土
地

利
用
に
関
し
て
、「
排
他
的
態
度
」
を
取
る
「
富
豪
」
や
「
寺
院
」
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、「
為
政
者
」
自
ら
が
都
心

部
で
土
地
を
利
用
せ
ず
に
「
放
置
」
す
る
な
ど
「
土
地
の
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
の
使
用
」
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
関
は
、
上
記
引
用
に
引
き
続
い
て
、「
市
内
の
閑
地
に
対
し
て
法
令
の
改
正
又
は
国
家
政
策
の
更
改
に

依
り
て
、
其
利
用
を
増
進
し
て
宅
地
供
給
の
増
加
を
図
る
こ
と
が
目
下
の
急
務
」
と
も
述
べ
て
い
る︶

₁₃
︵

。
国
家
が
都
市
に
お

け
る
土
地
利
用
の
増
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
自
ら
阻
害
し
て
い
る
現
実
を
直
視
し
て
の
提
言
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
関
は
、
公
務
員
住
宅
を
建
設
す
る
等
の
政
策
を
国
家
が
取
る
意
義
を
理
論
的
・
抽
象
的
に
述
べ
る 

│
│
（
ａ
）
の

内
容 

│
│ 

に
と
ど
ま
ら
ず
、現
実
の
戦
前
日
本
の
国
家
が
「
土
地
の
濫
用
」
に
自
ら
手
を
下
し
て
い
る
問
題
点 

│
│
（
ｂ
）

の
内
容 

│
│ 

も
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　　

私
が
関
一
の
議
論
を
思
い
出
し
た
の
は
、政
府
の
国
家
公
務
員
宿
舎
建
設
の
政
策
方
針
の
意
図
が
明
確
で
な
い
う
え
に
、

た
び
た
び
転
換
し
、
結
果
と
し
て
、
都
心
へ
の
通
勤
圏
内
に
あ
る
広
大
な
土
地
が
塩
漬
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
、
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ま
さ
に
関
が
主
張
す
る
前
述
（
ａ
）（
ｂ
）
に
符
合
す
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
深
刻
な
の
は
、（
ｂ
）

の
問
題
で
あ
ろ
う
。
公
務
員
住
宅
建
設
に
反
対
し
て
き
た
住
民
グ
ル
ー
プ
「
朝
霞
基
地
跡
地
利
用
市
民
連
絡
会
」
の
代
表

は
、
野
田
首
相
に
よ
る
「
五
年
間
凍
結
」
を
「
問
題
を
先
送
り
し
た
だ
け
の
最
悪
の
決
定
」
と
批
判
し
た
。
同
連
絡
会
で

は
、
基
地
跡
地
の
樹
木
の
保
全
と
公
園
と
し
て
の
利
用
を
訴
え
て
い
た
と
い
う︶

₁₄
︵

。
こ
の
よ
う
な
住
民
の
動
き
が
あ
る
な
か

で
、
市
と
し
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
家
公
務
員
宿
舎
建
設
の
受
け
入
れ
を
容
認
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
は
「
五
年
間
凍
結
」
を
表
明
し
た
た
め
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
朝
霞
市
長
も
国
に
対
し
て
公
務
員
宿
舎
建
設

中
止
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
関
一
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
市
内
の
土
地
の
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
の
使
用
を
其
儘
に
し
て
置
く
」

こ
と
の
問
題
点
が
露
呈
し
て
い
る
。
国
家
財
政
の
再
建
（
ム
ダ
を
な
く
す
）
と
い
う
方
針
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
国
が

自
ら
土
地
政
策
に
何
ら
か
の
公
共
的
な
性
格
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る 

│
│ 

そ
の
た
め
に
土
地
や
住
宅
の
現
地
で
の
情
報

を
掌
握
し
合
理
的
な
政
策
を
検
討
す
る 

│
│ 

と
い
っ
た
積
極
的
な
姿
勢
が
、
そ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
。
国
の
方
針
が
揺

れ
る
中
で
、
地
方
自
治
体
や
住
民
が
た
び
た
び
苦
渋
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

関
の
住
宅
政
策
に
関
す
る
提
言
か
ら
、
約
九
〇
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
朝
霞
市
に
お
け
る
国
家
公
務

員
宿
舎
建
設
問
題
を
改
め
て
振
り
返
る
と
、
住
宅
政
策
に
対
す
る
国
家
の
対
応
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い 

│
│ 

む

し
ろ
後
退
し
て
い
る 

│
│ 

と
い
う
感
想
を
抱
く
。
む
ろ
ん
、
一
九
二
〇
年
代
と
二
一
世
紀
の
現
在
と
で
は
、
そ
も
そ
も

時
代
の
枠
組
み
が
大
き
く
異
な
る
。
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、住
宅
政
策
を
政
策
課
題
と
し
て
積
極
的
に
取
り
上
げ
る「
福

祉
国
家
」
と
し
て
の
性
格
は
、
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。「
公
」
か
ら
市
場
へ
と
、
住
宅
政
策
が
転
換
し
つ
つ
あ
る
と

も
言
わ
れ
て
い
る︶

₁₅
︵

。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
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し
か
し
、
関
が
「
世
界
文
明
都
市
に
類
例
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
か
」
と
表
現
し
た
大
正
期
の
土
地
利
用
の
実
態
を

想
起
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
が
、
現
在
に
お
い
て
も
相
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
戦
前
期

に
お
い
て
都
心
部
に
軍
用
地
が
放
置
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
基
地
跡
地
の
利
用
計
画
に
自
ら
公
務
員
宿
舎
建
設
計
画

を
組
み
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
五
年
間
凍
結
す
る
点
に
は
、
共
通
し
て
、
権
力
的
で
、
周
辺
の
土
地
利
用
と
の
関
係
作
り

を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
し
な
い
排
他
的
な
国
家
の
態
度
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
福
祉
国
家
論
や
新
自

由
主
義
論
な
ど
、マ
ク
ロ
的
な
国
家
の
性
格
規
定
か
ら
で
は
直
ち
に
理
解
で
き
な
い
問
題
点
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

遠
回
り
で
あ
れ
、
土
地
所
有
・
利
用
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
と
い
う
国
家
が
地
域
住
民
と
の
間
に
取
り
結
ぶ
際
の
経
緯
や
、

政
策
を
推
し
進
め
る
国
家
に
よ
る
そ
の
掌
握
の
中
身
に
関
す
る
歴
史
的
な
把
握
を
、
着
実
に
重
ね
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か︶

₁₆
︵

。「
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
陸
軍
用
地
が
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
？
」「
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
基
地
跡

地
へ
の
国
家
公
務
員
宿
舎
建
設
を
財
務
省
は
進
め
た
の
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
、
土
地
所
有
・
利
用
と
の

関
わ
り
と
い
う
限
ら
れ
た
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
な
る
が
、
住
宅
政
策
の
歴
史
的
特
質
が
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

同
時
に
、
今
回
の
朝
霞
市
や
住
民
団
体
の
対
応
の
よ
う
に
、
社
会
の
側
か
ら
国
家
に
対
し
て
自
ら
の
意
見
を
主
張
す
る

場
合
も
あ
ろ
う
。
社
会
か
ら
国
家
の
政
策
へ
の
働
き
か
け
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国
家
の
政
策
の
持
つ
公
共

性
の
権
力
的
な
（
あ
る
い
は
排
除
の
論
理
を
持
つ
）
側
面
が
う
す
れ
、
人
々
の
感
覚
に
見
合
っ
た
政
策
が
実
現
し
て
い
く

と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
抽
象
的
に
「
国
家
」
を
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
意

志
を
体
現
す
る
機
関
が
具
体
的
に
住
宅
問
題
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
政
策
を
進
め
た
の
か
、
そ
し
て
同
時
に
、
社
会
の
側

が
国
家
に
対
し
て
具
体
的
に
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る︶

₁₇
︵

。
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東
日
本
大
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
の
発
生
に
よ
っ
て
、
放
射
性
物
質
の
除
染
と
汚
染
物
質
の
保
管
場
所
探
し
が
困
難
を

極
め
て
い
る
。
同
時
に
、
沖
縄
に
お
け
る
普
天
間
基
地
移
転
問
題
に
関
し
て
も
、
地
元
の
反
発
に
対
し
て
政
府
は
解
決
の

糸
口
を
つ
か
め
て
い
な
い
。
近
代
以
降
の
国
家
が
都
市
部
の
住
宅
だ
け
で
な
く
国
土
全
体
を
維
持
・
管
理
す
る
機
能
を
有

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
場
合
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
他
の
欧
米
（
あ

る
い
は
ア
ジ
ア
）
諸
国
と
比
べ
て
、
国
家
に
よ
る
土
地
の
現
状
に
関
す
る
掌
握
力
が
弱
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
歴
史
的
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
国
家
以
外
の
ど
の
よ
う
な
団
体
が
土
地
利
用
を
掌
握
し
諸
利
害
を
調
整
す
る

機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
。
住
宅
政
策
と
と
も
に
、
土
地
と
結
び
つ
い
た
諸
問
題
が
多
数
存
在
し
、
い
ず
れ
も
展
望
が
見

出
し
に
く
い
今
日
の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
土
地
所
有
・
利
用
と
の
関
わ
り
か
ら
国
家
の
社
会
に
対
す
る
認
識
と
、
社
会

の
国
家
に
対
す
る
要
求
の
歴
史
を
具
体
的
に
ひ
も
と
き
、
そ
の
作
業
の
な
か
か
ら
見
出
し
得
る
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
検

証
し
つ
つ
、
現
状
へ
の
道
筋
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
に
お
け
る
急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

注（１
）『
朝
日
新
聞
』〈
埼
玉
西
部
版
〉
二
〇
一
一
年
一
〇
月
四
日
。

（
２
）『
朝
日
新
聞
』〈
埼
玉
西
部
版
〉
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
五
日
。

（
３
）
以
下
断
り
の
な
い
限
り
、
宿
舎
予
定
地
の
歴
史
に
関
し
て
は
以
下
の
二
つ
に
拠
っ
た
。
①
朝
霞
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。http://

w
w

w
.city.asaka.saitam

a.jp/kichiato/index.htm
l

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
九
日
）。
②
朝
霞
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ

ん
室
編
『
朝
霞
市
史
』
朝
霞
市
、
一
九
八
九
年
、
第
五
編
第
六
章
、
第
六
編
第
一
章
及
び
第
三
章
第
四
節
。

（
４
）
こ
の
間
の
経
緯
は
、
前
掲
『
朝
霞
市
史
』
第
六
編
第
三
章
第
四
節
に
詳
し
い
が
、
紙
幅
の
関
係
で
省
略
す
る
。

（
５
）
朝
霞
市
『
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
書
』
朝
霞
市
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
頁
。

（
６
）
前
掲
『
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
基
本
計
画
（
最
終
報
告
書
）』
二
二
頁
。
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（
７
）
以
上
の
、
二
〇
〇
七
年
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
広
報　

あ
さ
か
』
二
〇
〇
七
年
七
月
一
五
日
号
、
二
頁
。

（
８
）
同
右
。

（
９
）
関
一
の
多
面
的
な
研
究
と
実
践
を
と
ら
え
た
研
究
と
し
て
、
芝
村
篤
樹
『
関
一
』
松
籟
社
、
一
九
八
九
年
、
及
び
同
『
日

本
近
代
都
市
の
成
立
』
松
籟
社
、
一
九
九
八
年
が
あ
る
。
近
年
は
、
海
外
に
お
け
る
関
一
研
究
も
、
深
化
を
見
せ
て
い
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、Jeffrey E

.H
anes,T

he C
ity as Subject:Seki H

ajim
e and the R

einvention of M
odern O

saka, 
U

niversity of C
alifornia P

ress,�00�

（
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｅ
・
ヘ
イ
ン
ズ
著
、
宮
本
憲
一
監
訳
『
主
体
と
し
て
の
都
市　

関

一
と
近
代
大
阪
の
再
構
築
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
筆
者
自
身
の
研
究
と
し
て
は
、
沼
尻
晃
伸
「
関
一
の
住
宅

政
策
論―
土
地
市
場
・
土
地
所
有
権
と
「
公
」―

」『
経
済
研
究
』（
静
岡
大
学
）
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
が
あ
る
。

（
�0
）
関
一
『
住
宅
問
題
と
都
市
計
画
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
三
年
、
一
六
八
～
一
六
九
頁
。

（
��
）
関
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
特
別
の
官
庁
を
急
遽
設
置
し
た
た
め
、
そ
の
都
市
で
住
宅
難
が
生
じ
る
問
題
と
理

解
さ
れ
、大
都
市
部
の
国
家
公
務
員
宿
舎
の
事
例
と
は
異
な
る
。
関
の
考
え
に
即
し
て
言
え
ば
、「
住
宅
難
」
で
あ
る
か
否
か
が
、

公
務
員
宿
舎
建
設
の
是
非
に
大
き
く
か
か
わ
る
基
準
と
な
る
が
、
こ
の
点
は
判
断
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の

検
討
は
こ
こ
で
は
控
え
た
い
。

（
��
）
同
右
書
、
一
五
四
頁
。

（
��
）
同
右
書
、
一
五
五
頁
。

（
��
）
前
掲
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
一
〇
月
四
日
。

（
��
）
こ
の
点
に
は
、
本
間
義
人
『
居
住
の
貧
困
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

（
��
）
土
地
所
有
の
性
格
を
理
解
す
る
う
え
で
、
国
家
の
規
定
性
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
点
に
つ
い
て
は
、
沼
尻
晃
伸
「
結
語―

―

共
同
性
と
公
共
性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
小
野
塚
知
二
・
沼
尻
晃
伸
編
著
『
大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
を
読
み
直
す
』

日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
��
）
朝
霞
市
の
事
例
で
は
、
地
方
自
治
体
が
国
家
と
対
峙
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
個
人
が
裁
判
な
ど
を
通
じ
て
国
家
と

対
峙
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
社
会
の
側
か
ら
国
家
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
場
合
に
、
諸
団
体
と
国
家
と
の
関
係
と
、
個

人
と
国
家
と
の
関
係
の
双
方
に
着
眼
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


