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一
　
温
泉
に
つ
い
て
の
法
律
関
係
は
、
温
泉
行
政
の
公
法
的
面
と
温
泉
を
財
産
権
と
し
て
保
障
す
る
私
法
的
面
と
が
あ
る
が
、
温
泉
の
支
配
、
利

用
と
い
う
私
法
的
関
係
は
、
民
法
の
他
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
特
別
の
立
法
が
な
い
た
め
に
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
温
泉
の
支
配
・
利
用
は
、

も
と
も
と
地
域
住
民
の
旧
慣
に
よ
る
入
会
的
温
泉
権
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
代
法
体
系
の
下
に
お
い
て
正
当
な
位
置
づ
け
を
も
た
な
い
こ
と

の
ゆ
え
に
、
ま
た
、
入
会
温
泉
権
を
支
え
る
社
会
経
済
的
条
件
の
推
移
に
よ
っ
て
、
旧
慣
上
の
温
泉
権
は
解
体
、
変
質
の
方
向
を
た
ど
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

多
い
。
別
稿
に
お
い
て
、
入
会
温
泉
権
の
古
典
的
形
態
と
そ
の
解
体
に
つ
い
て
実
例
を
述
べ
た
が
、
旧
慣
温
泉
権
が
近
代
法
体
系
の
下
に
解
休
す

る
形
態
と
し
て
、
一
は
個
人
業
者
の
手
に
移
り
私
有
財
産
と
し
て
定
着
し
た
も
の
、
二
は
温
泉
権
一
切
を
地
元
市
町
村
有
に
移
し
、
公
営
に
よ
る

管
理
経
営
と
し
て
存
続
し
て
い
る
も
の
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
二
の
市
町
村
公
営
の
温
泉
に
つ
い
て
、
そ
の
管
程
方
式

が
近
時
注
目
を
ひ
い
て
い
る
集
中
管
理
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
温
泉
に
関
す
る
法
律
関
係
解
明
の
一
つ
の
足
か
が
り
と
し
て

　
　
（
二
）

み
た
い
。

二
　
最
近
、
各
地
の
温
泉
地
が
親
光
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
温
泉
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
温
泉
の
集
中
管
理
を
行
う
と
こ
ろ
が
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多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
管
理
主
体
と
し
て
は
、
市
町
村
・
財
産
区
な
ど
の
地
方
自
治
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
公
営
事
業
と
し
て
泓

泉
を
統
合
管
理
し
て
い
る
も
の
が
も
っ
と
も
多
く
、
ま
た
協
同
組
合
と
い
う
組
織
に
温
泉
を
集
中
し
て
行
う
管
理
形
態
、
あ
る
い
は
、
株
式
会
社

に
管
理
を
集
中
す
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。
鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
、
六
つ
の
地
方
自
治
体
が
温
泉
の
集
中
管
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
企
業
経
営
に

不
馳
れ
の
地
方
自
治
体
の
管
理
経
営
で
あ
る
た
め
、
必
ら
ず
し
も
順
調
な
企
業
べ
ー
ス
に
の
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
経
営
上
の
問
題
を
か
か
え

て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
集
中
管
理
に
伴
う
法
律
上
の
間
題
点
が
あ
り
、
地
方
自
治
体
は
こ
の
管
理
関
係
を
条
例
と
い
う
公
法
形
式
に
よ
っ
て

い
る
が
、
そ
の
根
拠
法
が
な
い
だ
け
に
温
泉
の
集
中
管
理
の
法
律
関
係
は
い
ろ
い
ろ
の
形
態
の
も
の
が
存
在
し
複
雑
で
あ
，
る
。

　
地
方
自
治
体
が
温
泉
の
集
中
管
理
を
行
う
場
合
、
集
中
管
理
し
た
温
泉
を
も
っ
て
公
衆
浴
場
・
旅
館
な
ど
に
給
湯
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
受
給
関
係
の
成
立
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
受
給
権
の
発
生
、
分
湯
料
金
す
な
わ
ち
使
用

料
の
金
額
、
そ
の
徴
収
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
っ
て
規
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
温
泉
の
利
用
関
係
は
、
一
般
的

に
地
方
自
治
体
の
営
造
物
の
利
用
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
公
法
関
係
説
と
私
法
関
係
説
と
が
あ
り
、
従
来
行

政
解
釈
で
は
、
ま
た
、
学
説
判
例
の
中
で
も
公
法
関
係
説
を
と
る
も
の
も
あ
る
が
、
学
説
の
多
数
説
お
よ
び
判
例
の
一
般
的
見
解
は
、
基
本
的
に

は
私
法
関
係
と
解
す
る
。
温
泉
の
集
中
管
理
に
お
け
る
分
湯
受
給
関
係
は
、
町
有
財
産
（
営
造
物
）
の
利
用
で
あ
り
、
利
用
関
係
の
成
立
、
内
容

に
つ
い
て
は
条
例
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
公
法
的
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
地
下
資
源
と
し
て
の
温
泉
保
護
と
い
う
公
共
的
目
的

を
も
っ
て
い
る
が
、
営
造
物
の
管
理
・
利
用
は
、
本
来
権
力
の
行
使
を
本
質
と
し
な
い
関
係
で
あ
り
、
私
人
の
所
有
す
る
財
産
施
設
と
区
別
し
て

取
扱
う
だ
け
の
合
理
的
根
拠
は
な
い
か
ら
、
基
本
的
に
は
私
法
関
係
で
あ
る
と
の
見
解
の
上
に
た
っ
て
、
集
中
管
理
の
法
律
関
係
を
解
明
す
る
。

三
　
県
内
に
お
い
て
は
、
九
自
治
体
（
一
市
八
町
）
が
公
営
の
給
湯
事
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
は
、

公
有
源
泉
に
よ
る
公
営
の
給
湯
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
地
区
内
に
民
営
の
給
湯
事
業
も
並
存
し
て
お
り
独
占
的
性
格
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ

り
、
二
は
、
地
域
内
の
源
泉
を
集
中
し
て
独
占
的
に
給
湯
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
温
泉
の
集
中
管
理
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
本
稿
で
取
上
げ
る
樋
脇
町
、
入
来
町
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
あ
る
。
同
じ
く
公
営
の
給
湯
事
業
で
あ
り
な
が
ら
独
占
性
に
こ
の
よ
う
な
ち
が
い
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が
生
じ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
客
観
的
事
情
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
イ
）
一
の
グ
ル
ー
プ
の
温
泉
地
は
、
温
泉
の
湧
出
量
が
豊
富
で
あ

り
、
源
泉
が
広
汎
に
分
布
し
て
い
る
た
め
集
中
管
理
が
行
政
上
も
技
術
的
に
も
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
二
の
グ
ル
ー
プ
は
温
泉
の
湧
出
区
域

が
比
較
的
狭
く
、
源
泉
の
数
も
多
く
な
い
の
で
集
中
管
理
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
、
　
（
ロ
）
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
戦
後
の
観
光
ブ
ー
ム
に
の
っ
て

観
光
温
泉
地
と
し
て
急
激
な
膨
張
を
と
げ
、
民
間
業
者
に
よ
る
新
源
泉
の
掘
さ
く
、
民
営
の
配
湯
業
が
無
統
制
に
族
出
し
、
今
に
な
っ
て
行
政
主

体
に
よ
る
温
泉
の
集
中
管
理
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
民
間
温
泉
業
者
の
抵
抗
が
大
き
い
。
二
の
グ
ル
：
プ
は
戦
後
の
観
光
ブ
ー
ム
に
の
ら
な
か
っ

た
の
で
、
戦
前
の
た
た
ず
ま
い
に
急
激
な
変
化
が
な
く
か
え
っ
て
衰
微
の
途
を
た
ど
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
温
泉
地
振
興
の
手
段
と
し
て
町
当
局

が
積
極
的
に
集
中
管
理
、
給
湯
事
業
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
管
理
事
業
を
も
っ
と
も
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
独
占
的
性
格

を
と
る
に
至
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
集
中
管
理
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
申
か
ら
、
昨
年
（
一
九
六
九
年
）
集
中
管
理
を
実
施
し
た
樋
脇
町
と
入
来
町
の
ニ

ケ
町
に
つ
い
て
、
そ
の
集
中
管
理
の
実
態
と
法
律
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
こ
の
隣
接
す
る
ニ
ケ
町
の
温
泉
は
、
樋
脇
は
市
比
野
温
泉
、

　
　
　
そ
え
だ

入
来
は
副
田
温
泉
（
の
ち
に
入
来
温
泉
）
の
名
で
農
漁
民
の
湯
治
湯
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
温
泉
地
で
あ
っ
て
、
共
に
戦
前
に
は
広
く
県

内
の
湯
治
客
を
集
め
て
賑
わ
っ
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
近
時
の
農
山
村
の
過
疎
化
現
象
の
余
波
を
う
け
て
い
る
こ
と
も
類
似
の
事
情
に
あ

る
。
温
泉
地
と
し
て
伺
じ
よ
う
な
歴
史
を
も
ち
同
程
度
の
規
模
を
も
っ
た
二
つ
の
隣
接
す
る
温
泉
地
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
町
に
よ
る
温
泉
集
中

管
理
を
実
施
し
た
こ
と
に
非
常
な
興
味
を
も
っ
て
調
査
し
て
み
た
が
、
両
町
の
集
中
管
理
は
か
な
ら
ず
し
も
内
容
的
に
同
じ
で
な
い
。
そ
の
こ

と
は
、
温
泉
に
関
す
る
規
範
秩
序
が
そ
の
地
域
的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
配
湯
方
式
の
ち
が
い

は
両
温
泉
地
の
泉
質
の
ち
が
い
に
因
る
技
術
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
管
理
権
・
利
用
権
な
ど
法
律
関
係
の
ち
が
い
は
、
両
地
に
お
け
る
旧
来
の
温

泉
慣
行
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
両
地
域
住
民
（
温
泉
業
者
を
含
め
て
）
の
温
泉
に
対
す
る
ち
が
っ
た
規
範
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
樋
脇
・
入
来
両
町
に
お
け
る
温
泉
集
中
管
理
の
実
態
と
そ
の
法
律
関
係
を
対
照
的
に
眺
め
て
み
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
温
泉
に
関
す
る
具
体
的
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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二
　
樋
脇
町
市
比
野
温
泉

　
繭
　
沿
革
　
　
鹿
児
島
本
線
川
内
駅
か
ら
支
線
宮
之
城
線
に
乗
換
え
三
十
分
で
樋
脇
駅
に
着
く
、
温
泉
は
駅
か
ら
約
四
粁
離
れ
て
、
樋
脇
川
に

沿
っ
て
ひ
な
び
た
面
影
を
残
し
た
温
泉
街
で
あ
る
。
入
来
温
泉
と
な
ら
ん
で
北
薩
地
方
で
の
古
く
か
ら
の
温
泉
地
で
あ
る
。
市
比
野
温
泉
の
起
源

に
つ
い
て
樋
脇
村
史
に
よ
る
と
、
樋
脇
村
の
地
は
旧
藩
時
代
薩
摩
藩
主
島
津
氏
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
が
、
第
二
〇
代
藩
主
島
津
光
久
（
寛
陽
公
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

が
寛
永
年
間
（
エ
ハ
一
二
八
ー
一
六
四
〇
）
に
こ
の
地
に
狩
猟
に
来
た
折
、
土
地
の
郷
土
の
案
内
で
湯
浴
み
を
し
た
場
所
が
現
在
の
「
上
の
湯
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
後
そ
の
場
所
に
村
で
差
掛
小
屋
を
作
り
部
落
民
の
共
同
風
呂
が
で
き
、
明
治
の
時
ま
で
部
落
に
よ
る
管
理
が
続
い
て
き
た
。
明
治

　
　
　
　
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
せ
　
ゆ

初
年
に
「
下
の
湯
」
に
も
浴
場
が
設
け
ら
れ
た
が
こ
れ
は
コ
一
才
湯
」
と
称
し
て
、
部
落
の
青
年
（
二
才
衆
）
の
手
に
よ
っ
て
管
理
が
な
さ
れ
て

い
た
。
地
租
改
正
の
時
（
こ
の
地
方
で
は
明
治
十
二
年
）
、
上
の
湯
の
土
地
は
市
比
野
村
代
表
者
笹
原
氏
の
所
有
名
義
と
な
り
、
下
の
湯
の
土
地
は

部
落
民
の
共
同
所
有
名
義
と
な
り
、
二
つ
と
も
市
比
野
の
部
落
民
が
管
理
利
用
し
て
き
た
が
責
任
者
が
不
明
確
の
た
め
温
泉
と
浴
場
の
管
理
経
営

が
怠
慢
と
な
り
、
村
の
補
助
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
浴
場
を
維
持
し
て
き
た
。
明
治
二
十
二
年
こ
の
二
つ
の
温
泉
の
所
有
を
市
比
野
と
塔
之
原
両
部

落
の
共
有
名
義
に
移
す
と
共
に
、
両
部
落
か
ら
管
理
委
員
二
名
ず
つ
を
出
し
て
四
名
の
委
員
で
浴
場
の
修
理
営
繕
一
切
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ

た
。
明
治
の
終
り
頃
に
な
る
と
村
外
か
ら
の
浴
客
も
増
え
浴
場
も
狭
隆
を
つ
げ
て
き
た
の
で
、
明
治
四
十
一
年
上
の
湯
の
近
く
に
な
お
一
ケ
所
の

浴
場
を
建
て
こ
の
年
の
干
支
に
ち
な
ん
で
こ
れ
を
「
戊
申
湯
」
と
称
し
た
。
こ
の
市
比
野
・
塔
之
原
両
部
落
共
有
の
時
期
に
お
い
て
は
、
管
理
委

員
の
代
表
は
樋
脇
村
長
と
な
っ
て
お
り
経
費
面
に
お
い
て
村
の
援
助
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
温
泉
管
理
は
両
部
落
が
行
な
っ
て
お

り
、
両
部
落
民
の
入
湯
は
無
料
で
あ
っ
た
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
政
府
の
部
落
有
財
産
統
一
政
策
に
よ
り
、
樋
脇
村
に
お
い
て
も
こ
の
部

落
有
の
温
泉
に
関
す
る
権
利
そ
の
他
の
温
泉
施
設
一
切
の
所
有
権
が
村
に
移
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は
村
が
村
有
財
産
と
し
て
の
浴
場
の
管
理
経
営
を

行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
市
比
野
温
泉
は
、
明
治
の
初
め
か
ら
約
五
〇
年
間
の
部
落
の
共
同
支
配
の
時
期
が
あ
り
、
大
正
十
二
年
か
ら
以
降
は
村
が
村
有
財
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産
と
し
て
温
泉
と
浴
場
を
管
理
し
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
両
部
落
共
有
時
代
の
明
治
年
間
か
ら
旅
館
業
者
に
対
し
て
分
湯
を
行
な
っ
て

き
た
と
い
う
実
績
が
あ
る
。
部
落
共
有
時
代
に
お
い
て
は
、
管
理
者
代
表
（
村
長
）
と
受
給
者
と
の
間
に
簡
単
な
温
泉
分
与
契
約
を
取
り
交
し
て

い
る
が
、
村
有
に
移
管
後
は
村
の
分
湯
規
程
に
基
づ
い
て
村
長
の
分
湯
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
十
三
年
四

月
の
温
泉
管
理
使
用
条
例
に
よ
る
と
、
こ
の
時
す
で
に
二
六
軒
（
営
業
二
一
、
家
庭
用
三
、
共
用
栓
三
）
に
対
す
る
分
湯
を
認
め
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
市
比
野
温
泉
の
歴
吏
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
浴
用
以
外
の
飲
料
そ
の
他
雑
用
水
を
採
収
す
る
た
め
の
通
称
「
温
泉
井
戸
」
と

呼
ば
れ
る
源
泉
が
古
く
か
ら
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
（
温
泉
法
の
規
定
す
る
温
度
二
五
度
を
こ
え
る
が
四
〇
度
～
三
〇
度
の
温
度
を
有
す
る
も
の
で
、
現
在

温
泉
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
一
七
口
あ
る
）
。
こ
の
温
泉
井
戸
は
、
も
と
も
と
部
落
住
民
の
飲
料
そ
の
他
家
庭
用
水
と
し
て
、
古
く
か
ら
部

落
の
共
同
井
戸
と
し
て
管
理
利
用
さ
れ
て
い
た
の
が
（
現
在
で
も
井
戸
か
ら
タ
ン
ク
に
揚
げ
て
附
近
の
数
戸
が
こ
れ
か
ら
引
湯
し
て
る
も
の
が
ニ
ケ
所
あ

る
）
、
そ
の
湧
出
地
の
所
有
者
の
個
人
有
と
な
っ
た
も
の
と
、
そ
の
後
新
し
く
自
分
の
個
人
所
有
地
内
に
掘
さ
く
し
た
温
泉
井
戸
と
が
あ
る
。
こ

れ
ら
温
泉
井
戸
の
所
有
者
が
温
泉
水
を
採
取
利
用
す
る
権
利
す
な
わ
ち
温
泉
権
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
町
の
集
中

管
理
と
関
連
の
あ
る
こ
と
は
後
で
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
戦
後
旅
館
営
業
者
が
内
湯
用
と
し
て
掘
さ
く
し
た
個
人
有
の
源
泉
が
八

口
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
村
有
源
泉
の
他
に
、
町
の
支
配
の
及
ば
な
い
個
人
有
の
源
泉
が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
村
有
源
泉
に
つ
い
て

も
そ
の
分
湯
が
明
治
の
頃
か
ら
契
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
温
泉
に
対
す
る
村
の
独
占
的
支
配
の
態
勢
を
弱
く
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
ん
ど
の
集
中
管
理
実
施
に
当
っ
て
、
そ
の
法
律
関
係
の
内
容
が
入
来
町
の
場
合
と
は
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
の
背
景
を
な

す
も
の
で
あ
る
。

　
二
　
温
泉
集
中
管
理
実
施
前
の
市
比
野
温
泉
の
概
況
　
　
沿
革
に
お
い
て
み
て
き
た
よ
う
に
、
市
比
野
温
泉
の
温
泉
権
秩
序
は
、
か
つ
て
の
旧

慣
に
よ
る
部
落
の
共
同
支
配
秩
序
の
解
体
が
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
集
中
管
理
の
実
施
前
に
お
い
て
、
温
泉
の
権
利
関
係
の
大
部
分
が
近
代

法
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
イ
）
　
町
有
源
泉
権
ー
も
っ
と
も
古
く
か
ら
の
上
の
湯
と
下
の
湯
の
二
つ
の
湯
源
が
、
大
正
十
二
年
部
落
共
有
か
ら
村
有
財
産
に
移
っ
て
か
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説論

ら
、
こ
の
源
泉
に
対
す
る
部
落
集
団
に
よ
る
旧
慣
上
の
温
泉
支
配
権
能
は
解
体
消
滅
し
て
、
行
政
主
体
と
し
て
の
村
が
管
理
支
配
し
、
こ
ん
ど
の

集
中
管
理
実
施
ま
で
は
こ
の
二
つ
の
源
泉
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
の
経
営
、
旅
館
業
者
へ
の
配
湯
を
行
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
村
（
後
に
町
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
よ
る
温
泉
管
理
は
、
そ
の
所
有
す
る
源
泉
の
湧
出
泉
の
採
取
・
利
用
に
つ
い
て
の
支
配
権
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
域
内
の
未
湧
出
の
地
下
泉
源
に

対
し
て
も
す
べ
て
町
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
の
部
落
有
時
代
に
お
い
て
は
、
湧
出
泉
だ
け
で
な
く
地
下
泉
源
に
つ
い

て
も
部
落
集
団
の
支
配
が
及
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
村
有
以
降
特
に
戦
後
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
慣
行
上
の
規
範
は
全
く
消
滅

し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
住
民
の
意
識
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
で
述
べ
る
入
来
温
泉
の
場
合
と
は
対
照
的
で
あ
っ
て
、
町
の
集
中
管
理
に
当
っ

て
地
域
内
の
個
人
に
よ
る
掘
さ
く
を
規
制
す
る
統
制
力
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
ロ
）
　
個
人
の
源
泉
権
　
　
旅
館
が
所
有
す
る
八
口
の
源
泉
は
、
戦
後
昭
和
二
十
三
年
温
泉
法
が
施
行
後
、
掘
さ
く
許
可
を
新
て
新
規
掘
さ
く
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
盤
所
有
権
を
伴
う
完
全
な
包
括
的
支
配
を
内
容
と
す
る
温
泉
所
有
権
で
あ
る
。
こ
の
旅
館
業
者
に
よ
る
内
湯
掘
さ
く
が
、

い
ず
れ
も
昭
和
二
十
四
年
以
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
戦
前
ま
で
は
、
部
落
共
有
時
代
の
地
下
泉
に
対
す
る
共
同
体
的
支
配

に
よ
る
個
人
の
自
由
掘
さ
く
へ
の
規
制
力
が
、
村
有
と
な
っ
て
か
ら
も
な
お
働
い
て
い
た
の
が
、
戦
後
に
な
っ
て
部
落
の
共
同
体
秩
序
が
崩
壊
す

る
と
と
も
に
、
個
人
の
温
泉
掘
さ
く
制
限
も
解
放
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
に
温
泉
井
戸
一
七
口
が
あ
る
が
、
普
通
深
さ
四
メ
ー
ト
ル
位
の
掘
井
戸
で
、
最
高
四
〇
度
か
ら
三
〇
度
位
の
温
度
を
有
し
、
飲
料
洗
濯

等
の
雑
用
水
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
部
落
住
民
の
共
同
井
戸
と
し
て
掘
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
個
人
に
よ
る

そ
の
所
有
地
内
の
井
戸
掘
さ
く
が
な
さ
れ
、
温
泉
台
帳
上
も
個
人
有
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
温
泉
井
戸
所
有
者
は
法
的
に
温
泉
権
の
所
有
者

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
町
有
温
泉
の
掘
さ
く
、
動
力
汲
み
揚
げ
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
た
温
泉
井
戸
所
有
者
か
ら
補
償
給
湯
の
申
出
が
な
さ
れ

た
の
は
当
然
で
あ
る
。

（
ハ
）
　
集
中
管
理
以
前
の
分
湯
ー
従
来
、
町
有
上
の
湯
源
か
ら
二
〇
軒
（
町
営
公
衆
浴
場
一
を
含
む
）
、
下
の
湯
源
か
ら
九
軒
（
町
営
公
衆
浴
場
二

を
含
む
）
に
対
し
て
分
湯
し
て
き
た
が
、
そ
の
配
湯
法
は
、
貯
湯
槽
か
ら
自
然
流
下
式
で
送
湯
し
、
個
人
有
の
配
管
施
設
で
給
湯
を
う
け
る
い
わ
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ゆ
る
「
た
こ
足
」
配
管
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
配
湯
方
式
に
は
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
っ
た
。
a
、
各
受
給
者
へ
の
配
湯
量
は
一
定
流
量

で
あ
る
の
で
、
も
っ
と
も
客
の
利
用
す
る
時
間
、
も
っ
と
も
客
の
多
い
週
日
と
か
季
節
に
温
泉
の
不
足
を
来
す
こ
と
が
お
こ
り
、
特
に
昭
和
四
十

年
頃
か
ら
全
般
的
に
こ
の
地
区
の
温
泉
湧
出
量
が
減
っ
て
き
て
お
り
、
冬
期
に
温
泉
の
絶
対
量
が
不
足
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
b
、
絶
対
量
の
範
囲

内
で
受
給
者
が
自
主
規
制
や
時
間
給
湯
を
す
る
か
、
ま
た
は
受
給
者
相
互
間
で
湯
の
融
通
を
は
か
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
お
湯
は
夜
昼
か
ま
わ
ず

出
し
っ
ば
な
し
で
、
全
体
と
し
て
非
常
に
効
率
の
悪
い
利
用
形
態
で
あ
っ
た
。
c
、
貯
湯
槽
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
受
給
先
で
の
温
度
と
流
出
量

の
差
が
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
。
貯
湯
槽
に
近
い
受
給
者
は
五
〇
度
以
上
の
温
度
、
毎
分
四
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
湯
量
が
あ
る
の
に
、
貯
湯
糟
か
ら

遠
く
離
れ
る
ほ
ど
温
度
が
さ
が
り
湯
量
も
少
な
く
な
る
と
い
う
不
公
平
が
あ
っ
た
。

　
三
　
集
中
管
理
実
施
の
状
況

（
イ
）
　
集
中
管
理
の
目
的
　
　
集
中
管
理
の
直
接
的
目
的
は
、
近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
市
比
野
地
区
の
温
泉
湧
出
量
を
ふ
や
し
配
湯
量
の
不
足
を

解
消
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
配
湯
方
式
の
不
合
理
性
と
不
経
済
性
を
な
く
し
合
理
的
経
営
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
町
が
こ
の
計
画
を
た

て
た
基
本
的
目
的
は
、
過
疎
地
域
の
産
業
振
興
対
策
と
し
て
で
あ
る
。
樋
脇
町
も
他
の
一
般
農
村
と
同
じ
よ
う
に
人
口
流
出
と
農
業
の
生
産
性
低

下
に
悩
む
過
疎
地
帯
で
あ
る
が
、
地
域
産
業
を
振
興
す
る
と
共
に
町
財
政
の
健
全
化
に
も
役
立
た
せ
る
た
め
に
、
こ
の
地
域
に
恵
ま
れ
た
地
下
資

源
と
し
て
の
温
泉
を
も
っ
と
も
効
果
的
に
活
用
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
た
の
は
適
切
な
政
策
の
方
向
と
い
え
よ
う
。
昭
和
四
十
二
年
頃
か
ら
集
中

管
理
に
つ
い
て
研
究
し
計
画
を
た
て
、
そ
の
事
業
資
金
千
二
百
万
円
は
公
営
企
業
金
融
公
庫
か
ら
借
入
れ
て
、
昨
昭
和
四
十
四
年
四
月
か
ら
工
事

を
始
め
八
月
か
ら
集
中
管
理
を
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

（
ロ
）
　
集
中
管
理
の
配
湯
方
式
ー
現
在
町
有
の
四
つ
の
源
泉
（
従
来
の
二
源
泉
に
加
え
て
集
中
管
理
に
そ
な
え
て
新
開
湯
源
と
下
湯
原
湯
源
の
二
源
泉
を

新
規
掘
さ
く
し
た
）
を
す
べ
て
ル
ー
プ
式
の
本
管
に
つ
な
ぎ
、
こ
の
ル
ー
プ
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
温
泉
は
動
力
ポ
ン
プ
で
圧
送
さ
れ
る
と
い
う
循

環
配
管
方
式
（
ル
ー
プ
方
式
）
を
採
用
し
た
。
温
泉
を
す
べ
て
集
め
て
ル
ー
プ
管
を
通
じ
て
送
湯
す
る
こ
の
方
式
は
、
従
来
の
た
こ
足
配
管
の
場

合
と
比
べ
て
熱
損
失
と
利
用
率
に
お
い
て
格
段
の
合
理
性
を
有
す
る
。
（
イ
）
熱
損
失
に
つ
い
て
は
、
た
こ
足
配
管
の
場
合
タ
ン
ク
か
ら
も
っ
と
も
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説
讐ム，

両冊

遠
い
利
用
施
設
で
は
四
二
度
位
に
低
下
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
ル
ー
プ
式
で
は
タ
ン
ク
か
ら
遠
近
に
か
か
わ
ら
ず
常
に
四
七
度
～
五
〇
度
の
温

を
保
つ
ヒ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
ロ
）
利
用
効
率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
非
利
用
時
の
湯
は
放
流
し
て
捨
て
て
い
た
も
の
を
、
ル
ー
プ
式
に
お
い

て
は
送
湯
し
て
使
い
き
れ
な
か
っ
た
湯
は
循
環
し
て
集
湯
槽
に
集
め
そ
れ
を
貯
湯
槽
に
送
湯
し
て
再
び
配
湯
す
る
。
ま
た
源
泉
か
ら
の
揚
湯
に
つ

い
て
も
、
一
定
量
を
自
動
的
に
揚
湯
す
る
装
置
を
設
置
し
て
あ
り
、
無
駄
な
湯
量
を
汲
み
揚
げ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
配
湯
方
式
を
採

用
し
て
か
ら
、
湯
の
利
用
効
率
は
格
段
に
良
く
な
り
、
年
間
で
も
っ
と
も
使
用
度
の
高
い
冬
期
（
十
二
月
～
二
月
）
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の
利

用
施
設
の
使
用
湯
量
が
、
集
中
管
理
下
に
あ
る
四
湯
源
の
湧
出
量
（
一
分
間
一
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
）
の
約
半
分
の
給
湯
で
事
足
り
た
。
こ
の
よ
う
に

ル
ー
プ
方
式
採
用
の
効
果
は
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
っ
て
、
こ
の
余
っ
た
湯
に
つ
い
て
新
ら
た
な
利
用
方
法
の
可
能
性
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
温
泉
の
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
の
供
給
管
（
ル
ー
プ
式
の
木
管
か
ら
受
給
者
の
敷
地
一
米
ま
で
の
支
管
は
町
が
施
設
す
る
）
か
ら

引
湯
す
る
受
給
装
置
を
自
己
の
費
川
負
担
で
設
置
す
る
が
、
そ
れ
に
は
町
が
貸
与
す
る
計
量
器
（
メ
ー
タ
i
）
を
取
り
つ
け
て
、
そ
の
使
用
湯
量

を
計
量
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
受
給
者
は
必
要
度
に
応
じ
て
湯
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
メ
ー
タ
i
制
採
用
に
よ
り
実
質

利
用
の
湯
量
に
応
じ
た
合
理
的
使
用
料
金
と
な
る
の
で
、
従
来
の
料
金
制
度
に
つ
い
て
の
不
公
平
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
従
来

の
定
額
料
金
制
を
メ
ー
タ
ー
制
に
か
え
た
こ
と
に
対
し
て
旅
館
業
者
か
ら
次
の
二
つ
の
理
由
を
根
拠
と
し
て
反
対
が
お
こ
っ
て
い
る
。
一
は
、
温

泉
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
で
も
お
湯
が
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
在
価
値
が
あ
る
の
に
、
お
湯
を
調
節
し
て
ケ
チ
ケ
チ
し
て
い
て
は

温
泉
の
ム
ー
ド
が
出
な
い
と
い
う
こ
と
、
二
は
メ
ー
タ
ー
制
に
よ
る
新
料
金
が
従
来
よ
り
随
分
高
く
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
対
で
あ
る
。

　
四
　
集
中
管
理
に
お
け
る
法
律
関
係

（
イ
）
　
地
下
泉
に
対
す
る
支
配
秩
序
“
個
人
の
掘
さ
く
に
対
す
る
規
制
　
　
温
泉
と
は
、
一
定
程
度
以
上
の
温
度
を
有
し
特
殊
の
利
用
価
値
（
変

換
価
置
）
を
有
す
る
天
然
の
地
下
水
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
温
泉
が
利
用
価
値
す
な
わ
ち
財
産
価
値
を
有
す
る
ゆ
え
に
人
の
管
理
支
配
の
客
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
温
泉
に
対
す
る
人
の
管
理
支
配
の
仕
方
に
つ
い
て
社
会
的
承
認
す
な
わ
ち
温
泉
の
権
利
秩
序
が
成
立
す
る
。
一
般
に

は
地
上
に
湧
出
し
た
温
泉
に
つ
い
て
は
管
理
支
配
が
可
能
で
あ
り
、
ま
だ
湧
出
し
て
い
な
い
温
泉
に
対
し
て
は
支
配
が
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
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が
、
部
落
集
団
が
一
定
地
区
内
に
湧
出
す
る
す
べ
て
の
温
泉
を
部
落
の
共
同
所
有
物
と
し
て
総
有
的
に
支
配
管
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の

地
区
内
に
将
来
地
上
に
湧
出
す
る
で
あ
ろ
う
温
泉
に
対
し
て
も
部
落
が
支
配
力
を
も
つ
こ
と
が
潜
在
的
に
丞
認
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
人

間
の
個
別
労
働
力
に
よ
ら
な
い
天
然
産
出
物
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
支
配
を
否
定
し
て
地
域
住
民
の
共
同
所
有
と
す
る
入
会
権
と
し
て
の
慣
石
規

　
　
　
（
四
）

範
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
行
規
範
の
存
在
し
て
い
る
地
域
で
は
、
個
人
の
温
泉
掘
さ
く
は
禁
止
も
し
く
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
比
野

温
泉
地
区
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
掘
さ
く
禁
止
の
慣
行
が
、
古
い
部
落
共
有
時
代
だ
け
で
な
く
村
有
と
な
っ
て
か
ら
も
戦
前
ま
で
は

な
お
ま
だ
存
在
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
そ
の
よ
う
な
旧
慣
秩
序
が
す
べ
て
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
戦
後
の
温
泉
法
に

基
づ
く
新
規
掘
さ
く
が
旅
館
業
者
の
手
に
よ
っ
て
六
件
な
さ
れ
た
。
こ
ん
ど
の
集
巾
管
理
以
後
に
お
い
て
も
二
件
の
新
蜆
掘
さ
く
申
詰
が
出
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
市
比
野
温
泉
地
域
に
あ
っ
て
は
、
個
人
の
新
規
掘
さ
く
制
限
の
旧
慣
秩
序
は
解
体
し
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
ん
ど
町
が
地
域
振
㎜
ハ
と
い
う
公
益
目
的
を
も
っ
て
集
中
管
理
を
実
施
し
て
そ
れ
を
効
果
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
個
人
の

掘
さ
く
に
対
す
る
規
制
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
現
行
温
泉
法
に
お
い
て
は
、
町
村
の
行
政
的
規
制
は
む
つ
か
し
い
。
た
だ
、
地
域
共

同
体
的
社
会
規
範
の
な
お
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
県
知
事
に
対
す
る
温
泉
掘
さ
く
申
請
に
町
長
の
承
認
を
必
要
と
す
る
な
ど
の
制
限
と
統

制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
む
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
町
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
規
制
も
と
ら
れ
て
い
な
い
。
掘
さ
く
申
請
者
が
県
知
事
に
提

出
す
る
中
請
書
に
町
長
の
意
見
書
を
添
付
す
る
が
、
そ
れ
は
既
存
源
泉
所
有
者
の
一
人
と
し
て
の
意
見
書
で
あ
っ
て
、
か
っ
て
の
地
下
泉
の
総
有

的
支
配
者
と
し
て
の
立
場

か
ら
意
見
を
述
べ
る
慣
行
の
裏
付
け
も
な
く
、
ま
た
、
集
中
管
理
の
独
占
的
事
業
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
反
刻
意

見
を
述
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
M
温
泉
経
営
者
（
既
存
源
泉
所
有
者
）
か
ら
の
掘
さ
く
申
請
は
、
町
有
源
泉
の
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
に
よ
つ

て
申
請
者
所
有
の
源
泉
湧
出
量
が
誠
少
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
換
掘
申
請
で
あ
る
が
、
そ
の
減
量
分
に
つ
い
て
は
町
か
ら
無
償
給
湯
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
掘
さ
く
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
な
お
ま
だ
妥
協
は
成
立
し
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
．

　
温
泉
の
集
中
管
理
を
効
果
的
に
実
施
す
る
に
は
、
限
ら
れ
た
地
下
泉
源
の
合
理
的
な
利
用
で
あ
り
、
そ
の
地
区
内
に
お
い
て
個
人
の
掘
さ
く
の
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自
由
を
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
的
土
地
所
有
権
の
制
限
と
な
る
の
で
、
国
家
法
に
よ
る
地
下
資
源
の
保
護
の
た
め
の
法
的

規
制
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
制
限
の
根
拠
法
規
を
も
た
な
い
現
行
法
の
も
と
で
は
、
地
方
自
治
体
と
い
え
ど
も
条

例
に
よ
る
掘
さ
く
制
限
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
地
域
社
会
の
温
泉
に
対
す
る
伝
統
的
な
旧
慣
支
配
秩
序
の
存
否
、
強
弱
に
よ
っ
て
集

中
管
理
事
業
の
難
易
が
ち
が
っ
て
く
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
ロ
）
　
温
泉
受
給
者
の
権
利
H
受
給
権
の
成
立
と
そ
の
法
的
性
質
　
　
温
泉
の
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
（
旅
館
．
公
衆
俗
場
な
ど
業
務
用
の

普
通
供
給
と
、
医
師
・
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
特
別
供
給
の
二
種
あ
る
が
、
料
金
の
区
分
が
あ
る
だ
け
で
法
的
に
は
区
別
は
な
い
）
、
町
温
泉
管
理
条
例
に
よ
っ

て
、
町
長
の
受
給
許
可
を
受
け
て
温
泉
受
給
権
を
取
得
す
る
。
こ
の
受
給
者
の
権
利
は
町
長
の
許
可
を
う
け
な
け
れ
ば
他
人
に
譲
渡
し
て
は
な

ら
な
い
（
条
例
七
条
）
。
ま
た
、
受
給
者
は
条
例
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
使
用
料
を
納
入
す
る
義
務
が
あ
る
（
条
例
八
条
）
。
受
給
者
が
受
給
権
の

無
断
譲
渡
、
ま
た
は
使
用
料
滞
納
そ
の
他
条
例
に
き
め
ら
れ
た
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
町
長
は
温
泉
の
供
給
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
条
例
二
一
条
）
。

　
条
例
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
分
湯
受
給
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
公
法
上
の
権
利
か
私
法
上
の
権
利
か
の
問
題
が
あ
る
が
、
前
に
述
べ
た

基
本
的
見
解
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
温
泉
受
給
権
は
私
権
と
し
て
い
わ
ゆ
る
第
二
次
温
泉
権
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
集
中
管
理
さ
れ
た
四

つ
の
町
有
源
泉
と
配
湯
供
給
装
置
（
集
湯
槽
・
送
圧
ポ
ン
プ
・
配
湯
本
管
・
支
管
）
な
ど
の
財
産
は
、
行
政
主
体
で
あ
る
町
が
温
泉
の
適
正
な
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

給
を
は
か
る
と
い
う
公
共
の
目
的
の
た
め
に
設
置
し
た
営
造
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
組
織
、
管
理
に
つ
い
て
は
条
例
に
よ
る
公
法
的
規
制
を
う
け

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
利
用
関
係
の
設
定
“
受
給
者
の
決
定
は
町
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
限
ら
れ
た
温
泉
資
源
の
保
護
の
た
め
受
給
者

の
決
定
は
一
定
の
要
件
を
具
え
た
者
に
つ
い
て
の
み
許
可
さ
れ
る
）
。
ま
た
使
用
料
金
額
徴
収
法
、
受
給
者
の
義
務
な
ど
配
湯
施
設
の
利
用
条
件
等
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

い
て
は
町
の
管
理
条
例
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
続
に
よ
っ
て
成
立
し
た
利
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
有
の
施
設
の
利
用

と
本
質
的
な
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
私
法
関
係
で
あ
る
と
解
す
る
。
利
用
者
は
、
営
造
物
た
る
配
給
施
設
の
管
理
主
体
と
し
て
の
町
に
対
し

て
継
続
的
に
配
湯
給
付
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
権
利
は
町
長
の
許
可
を
得
て
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
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に
は
私
法
上
の
債
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
温
泉
受
給
権
の
移
転
に
つ
い
て
町
長
の
許
可
を
効
力
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
温
泉
使
用
料

に
つ
い
て
は
条
例
で
規
定
さ
れ
た
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
な
ど
は
、
一
般
の
施
設
の
利
用
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
受
給
者
が
私
法
上
の

偵
権
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
管
理
主
体
と
し
て
の
町
長
は
受
給
者
に
お
い
て
料
金
の
滞
納
そ
の
他
条
例
に
違
反
行
為

が
あ
っ
た
場
合
に
は
温
泉
の
供
給
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
条
例
二
一
条
）
、
お
よ
び
違
反
者
に
は
過
料
の
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
な
ど
公
法
的
制
限
限
を
う
け
た
私
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
ハ
）
　
補
償
給
湯
　
　
町
が
温
泉
集
中
管
理
を
実
施
す
る
以
前
か
ら
個
人
有
の
源
泉
が
二
六
口
（
旅
館
の
内
湯
用
九
、
温
泉
井
戸
一
七
）
あ
る
こ
と

は
前
述
し
た
が
、
集
中
管
理
実
施
の
た
め
に
町
が
な
し
た
新
規
掘
さ
く
（
下
湯
原
湯
源
）
、
増
掘
（
上
の
湯
源
）
、
動
力
装
置
設
置
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ら
既
存
の
個
人
有
源
泉
の
湧
出
量
に
影
響
が
で
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
集
中
管
理
以
前
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
十
三
年
、
昭
和
三
十
九
年
、
町
有

源
泉
の
動
力
装
置
設
置
の
際
に
も
Y
荘
と
S
荘
の
源
泉
に
影
響
が
あ
っ
て
そ
の
当
時
か
ら
こ
の
二
旅
館
に
は
分
湯
し
て
き
た
。
こ
ん
ど
集
中
管
理

の
た
め
に
、
下
湯
原
湯
源
の
掘
さ
く
に
よ
っ
て
M
旅
館
0
旅
館
所
有
の
源
泉
と
H
所
有
の
温
泉
井
戸
に
影
響
が
で
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
被
影

響
者
に
対
し
て
、
そ
の
減
量
分
に
つ
い
て
補
償
給
湯
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
市
比
野
温
泉
地
区
に
お
け
る
よ
う
に
、
未
湧
出
の
地
下
泉
に
対

す
る
地
域
集
団
の
支
配
秩
序
が
解
体
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
地
域
団
体
と
し
て
の
町
が
行
な
っ
た
掘
さ
く
工
事
、
動
力
装
置
設
置
が
原
因
で
個

人
有
の
既
存
温
泉
の
澗
渇
も
し
く
は
湯
量
の
減
少
・
温
度
の
低
下
な
ど
の
影
響
が
生
じ
た
と
き
は
、
私
人
の
行
為
に
因
る
場
合
と
同
様
に
不
法
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
町
は
集
中
管
理
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
、
町
の
工
事
が
原
因
た
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

に
は
、
町
側
の
故
意
・
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
、
影
響
を
う
け
た
既
存
源
泉
者
に
補
償
給
湯
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
補
償
給
湯
の
法
形
式

と
し
て
は
、
町
と
被
影
響
者
と
の
間
で
無
料
給
湯
契
約
を
締
結
し
て
、
無
料
給
湯
量
、
給
湯
期
間
、
給
湯
受
給
権
の
譲
渡
な
ど
契
約
内
容
を
き
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
補
償
給
湯
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
　
a
、
給
湯
量
の
決
定
　
b
、
無
料
給
湯
受
給
権
の
譲
渡
が
あ
る
。
a
に
つ
い
て
、
町
の
契
約
書
文
例
は

「
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
由
発
生
前
後
の
時
点
に
お
け
る
源
泉
測
定
記
録
を
参
考
と
し
総
合
的
判
断
に
よ
っ
て
定
め
る
。
た
だ
し
記
録
の
な
い
時
は
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甲
・
乙
協
議
し
て
定
め
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
個
人
有
源
泉
に
つ
い
て
は
測
定
記
録
が
き
わ
め
て
不
十
分
な
の
で
給
湯
量
の
協
議
が
な
か
な
か

成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
既
存
源
泉
権
者
は
、
町
有
源
泉
か
ら
無
料
給
湯
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
む
し
ろ
増
掘
・
換
掘
な
ど
掘
さ
く
申
請
に

よ
る
湯
量
岡
復
の
手
段
を
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
県
と
し
て
は
、
町
の
実
施
し
た
集
中
管
理
態
勢
を
弱
体
化
す
る
よ
う
な
個
人
の
掘
さ
く
詐

可
に
り
い
て
は
消
極
的
で
、
補
償
給
湯
の
適
正
量
の
決
定
に
つ
い
て
技
術
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
償
給
湯
契
約
の
成
立
を
す
す
め
て

い
る
。
b
に
つ
い
て
は
、
町
の
契
約
書
文
例
は
、
「
乙
の
所
有
す
る
無
料
給
湯
受
給
の
権
利
は
、
源
泉
所
有
権
の
譲
渡
を
と
も
な
う
時
に
限
り
こ

れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
甲
（
町
）
の
厭
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
お
り
、
町
の
承
認
を
得
れ
ば
譲
渡
で
き
る

が
そ
れ
は
源
泉
所
有
権
の
譲
渡
と
切
離
し
て
処
分
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
源
泉
所
有
権
者
の
み
が
補
償
無
料
給
湯
の
債
権
者

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
補
償
給
湯
請
求
権
を
め
ぐ
っ
て
土
地
所
有
権
者
と
借
地
人
の
双
方
か
ら
給
湯
申
清
の
あ
っ
た
次
の
事
例

が
あ
る
。

　
A
所
有
の
土
地
の
借
地
人
B
が
汎
泉
井
戸
（
温
度
約
三
〇
度
）
を
掘
っ
て
（
事
前
に
A
の
承
認
を
得
た
か
否
か
不
明
確
だ
が
、
A
は
そ
の
こ
と
を
承
諾
し

て
い
た
）
、
飲
料
そ
の
他
雑
用
水
と
し
て
使
用
し
て
い
た
が
、
町
の
動
力
装
置
設
置
に
よ
っ
て
そ
の
井
戸
水
が
澗
れ
た
の
で
、
そ
の
補
償
と
し
て

土
地
所
有
者
A
と
、
借
地
人
B
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
無
料
給
湯
の
巾
し
出
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
既
存
の
温
泉
井
戸
に
つ
い
て
の
地
盤
所
有
権
は
A

に
あ
り
、
温
泉
湧
出
箇
所
の
採
取
設
備
の
所
有
権
は
B
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
源
泉
権
が
A
B
ど
ち
ら
に
在
る
か
問
題
で
あ

る
。
近
代
的
所
有
権
の
全
而
的
支
配
概
念
か
ら
す
る
と
、
土
地
の
所
有
権
は
そ
の
土
地
に
湧
出
す
る
温
泉
の
支
配
権
す
な
わ
ち
源
泉
権
を
包
介
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
経
済
的
利
益
の
大
き
い
温
泉
に
つ
い
て
の
源
泉
権
は
、
土
地
の
所
有
権
と
は
独
立
の
権
利
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
場

　
　
　
（
六
）

合
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
温
泉
井
戸
の
場
合
、
経
済
的
価
値
の
左
程
大
き
く
な
い
雑
用
水
を
採
取
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
浴
用
温
泉
の
場
合
と
は

同
一
に
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
B
が
こ
の
井
戸
か
ら
採
取
す
る
温
水
を
使
っ
て
豆
腐
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
の
で
、
そ

の
温
泉
の
経
済
価
値
が
相
当
大
き
い
と
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
町
は
、
借
地
人
B
を
源
泉
権
者
と
し
て
B
を
補
償
給
湯
受
給
者
と
指
定
し
た
。

し
か
し
、
温
泉
井
戸
が
普
通
の
家
庭
雑
用
水
と
し
て
し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
地
盤
所
有
権
と
は
別
に
独
立
の
源
泉
権
を
認
め
る
こ
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と
は
適
当
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
借
地
内
の
温
泉
井
戸
に
つ
い
て
は
、
借
地
権
の
範
囲
内
に
お
け
る
井
戸
掘
さ
く
、
温
水
採
取
利
用
の
権
利
が

あ
り
、
借
地
権
が
消
滅
す
れ
ば
温
泉
利
用
権
も
消
滅
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
権
と
は
独
立
に
源
泉
権
が
存
在
し
、
借
地
人
が
そ
の
権
利

を
留
保
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
使
用
料
金
不
払
い
の
問
題
　
　
集
中
管
理
に
よ
る
温
泉
給
湯
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
町
の
温
泉
管
理
使
用
条
例
（
昭
和
四
四
年
四
月
一
目
）
に
よ

っ
て
、
一
ヶ
月
の
給
湯
量
に
応
じ
た
料
金
と
計
量
器
の
使
用
料
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
毎
月
分
を
翌
月
卜
五
口
ま
で
に
町
が
徴
収
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
集
中
管
理
以
前
は
一
定
流
量
の
給
湯
で
あ
っ
た
の
で
劉
金
も
定
額
制
で
平
均
三
二
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
集

中
管
理
後
の
料
金
は
、
設
備
工
事
費
の
起
債
一
二
〇
〇
万
円
の
償
還
計
画
を
お
り
こ
ん
だ
管
理
費
を
基
礎
に
し
て
算
出
さ
れ
、
ま
た
使
用
料
に
応

じ
た
メ
ー
タ
ー
器
使
用
料
金
制
を
と
っ
た
の
で
、
平
均
月
で
従
来
の
二
～
三
倍
、
冬
場
の
最
も
使
用
湯
量
の
多
い
刀
に
は
こ
れ
ま
で
の
五
倍
を
越

す
使
用
料
金
の
計
上
さ
れ
た
受
給
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
料
金
に
つ
い
て
は
、
集
中
管
理
を
実
施
し
た
当
初
か
ら
「
高
す
ぎ
る
」
と
い
う
こ

と
で
、
市
比
野
温
泉
旅
館
組
合
（
兼
館
業
者
と
分
湯
を
受
け
る
医
師
も
含
め
て
二
一
二
人
）
が
反
対
し
、
町
の
料
金
通
知
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
料
金
を

納
め
ず
に
町
と
対
立
を
続
け
て
き
た
。
条
例
に
よ
る
と
、
一
ケ
月
以
上
料
金
を
滞
納
し
た
と
き
は
温
泉
の
供
給
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
給
湯
事
業
と
い
う
性
質
上
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
強
行
手
段
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
八
ケ
月
を
経
過
し
た
。
今
年
四
月
に

な
っ
て
、
組
合
が
集
め
た
受
給
者
の
料
金
の
う
ち
か
ら
旧
料
金
相
当
分
を
納
入
し
て
、
そ
れ
を
咋
年
八
月
以
降
の
滞
納
月
分
に
充
当
指
定
を
す
る

と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
配
湯
料
金
支
払
の
問
題
に
お
い
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
個
人
の
掘
さ
く
規
制
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
温

泉
に
関
す
る
町
の
支
配
秩
序
と
そ
れ
を
支
え
る
住
民
意
識
の
解
体
弱
体
化
の
実
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
町
は
そ
の
後
、
納
入
金
額

の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
受
給
施
設
の
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
と
の
条
件
を
付
し
て
、
料
金
全
額
を
支
払
う
よ
う
受
給
者
に
説
得
と
督
促
を
続
け

た
の
で
、
未
納
料
金
を
納
入
す
る
者
が
増
え
て
き
て
お
り
、
よ
う
や
く
解
決
の
方
向
が
で
て
き
た
。

　
料
金
問
題
は
解
決
の
見
通
し
が
つ
い
た
も
の
の
、
町
の
事
業
計
画
か
ら
す
る
と
収
支
の
赤
字
は
な
お
免
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
集
中
管
理

の
当
面
の
目
的
で
あ
っ
た
湯
量
不
足
の
解
消
、
温
泉
利
用
の
合
理
化
、
使
用
料
金
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
年
の
実
績
か
ら
み
る
と
一
ま
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ず
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
集
中
管
理
の
基
本
的
目
的
は
、
集
中
管
理
し
た
温
泉
を
地
域
振
興
、
地
域
住
民
福
祉
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る

か
そ
の
具
体
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
余
湯
の
個
人
家
庭
へ
の
配
湯
、
温
泉
利
用
の
公
共
施
設
の
誘
致
、
温
泉
付
住
宅
地
の
開
発
な
ど
、
町
の

開
発
計
画
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
配
湯
料
金
の
低
廉
化
と
い
う
問
題
も
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
　
入
来
町
入
来
温
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
え
　
た

　
囎
　
沿
革
　
　
北
薩
地
方
に
お
い
て
市
比
野
温
泉
と
と
も
に
古
く
か
ら
著
名
な
温
泉
地
で
あ
っ
て
、
な
が
く
副
田
温
泉
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い

た
が
太
平
洋
戦
後
、
町
名
と
同
じ
入
来
温
泉
の
名
称
に
変
え
た
。
市
比
野
温
泉
の
隣
町
に
あ
っ
て
わ
ず
か
八
粁
し
か
離
れ
て
い
な
い
が
、
泉
質
は

ま
っ
た
く
異
な
る
弱
食
塩
泉
で
鉄
分
・
硫
黄
分
を
含
み
、
そ
の
た
め
に
集
中
管
理
に
際
し
て
メ
ー
タ
ー
器
装
置
が
で
き
な
い
の
で
、
後
で
述
べ
る

よ
う
に
市
比
野
温
泉
と
は
異
な
る
集
中
管
理
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　
こ
の
温
泉
は
約
八
百
年
程
前
に
発
見
さ
れ
、
旧
藩
時
代
か
ら
こ
の
地
方
の
領
主
入
来
院
家
が
湯
守
を
置
い
て
直
接
管
理
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て

お
り
、
明
治
維
新
の
藩
籍
奉
還
の
時
の
私
領
返
還
に
よ
り
、
こ
の
温
泉
の
支
配
権
と
管
理
権
も
入
来
院
家
の
手
か
ら
離
れ
た
が
、
そ
の
帰
属
が
不

明
確
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
明
治
十
二
年
地
租
改
正
に
際
し
て
、
温
泉
地
盤
と
と
も
に
入
来
郷
副
田
村
の
村
有
に
編
入
さ
れ
た
。
明
治

二
十
二
年
町
村
制
実
施
の
時
副
田
村
と
浦
之
名
村
を
合
併
し
て
入
来
村
が
成
立
し
た
の
で
、
温
泉
に
関
す
る
財
産
権
一
切
が
入
来
村
に
引
継
が
れ

て
現
在
の
入
来
町
有
に
至
っ
て
い
る
。

　
入
来
温
泉
の
古
く
か
ら
の
湯
源
と
し
て
町
有
の
柴
垣
湯
源
・
打
込
湯
源
の
二
つ
が
あ
る
。
柴
垣
湯
は
も
っ
と
も
古
く
か
ら
の
湯
源
で
明
冶
の
頃

ま
で
は
殿
様
湯
の
名
で
呼
ば
れ
、
大
正
の
頃
ま
で
は
そ
の
近
く
に
、
坊
主
湯
と
呼
ば
れ
た
湯
源
と
ま
た
馬
洗
場
も
あ
り
、
旧
藩
時
代
の
領
主
が
管

理
し
て
い
た
湯
源
で
あ
っ
て
、
村
有
と
な
っ
て
村
営
の
大
衆
浴
場
を
経
営
し
て
き
た
の
も
こ
の
柴
垣
湯
が
も
っ
と
も
古
い
。

　
入
来
温
泉
も
、
明
治
期
ま
で
は
附
近
の
農
民
の
農
閑
期
に
お
け
る
湯
治
客
が
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
県
内
の
交
通
道
路
開
発
に
よ
り
南
薩

　
　
　
　
　
　
　
し
あ
け
に
ん

摩
半
島
の
住
民
が
仕
明
入
と
し
て
入
り
込
み
こ
の
温
泉
地
の
附
近
に
定
着
す
る
者
も
少
な
く
な
く
、
ま
た
大
正
の
末
に
鉄
道
宮
之
城
線
が
開
通
す
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る
よ
う
に
な
り
、
串
木
野
・
阿
久
根
な
ど
の
漁
港
に
上
陸
し
た
船
員
た
ち
が
疲
れ
を
癒
や
す
た
め
に
こ
の
温
泉
に
湯
治
に
来
る
者
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
ら
の
湯
治
客
の
た
め
に
、
大
衆
浴
場
を
中
心
に
温
泉
宿
（
下
宿
屋
）
・
旅
館
が
建
ち
、
そ
れ
に
並
ん
で
飲
食
店
等
の
歓
楽
街
も
で
き
山
問
の
温

泉
地
に
は
珍
ら
し
い
賑
わ
い
を
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
も
、
戦
前
か
ら
こ
の
温
泉
に
親
し
ん
だ
湯
治
客
が
、
晋
の
面
影
を
残
す
こ
の
入
来
温

泉
を
訪
る
れ
も
の
の
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
が
、
わ
が
国
の
戦
後
経
済
成
長
に
伴
う
温
泉
開
発
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
他
の
著
名
温
泉
地

に
お
け
る
よ
う
な
観
光
温
泉
ブ
ー
ム
に
乗
り
後
れ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
よ
う
や
く
、
地
域
開
発
の
一
環
と
し
て
温
泉
の
開
発
が
と
り
あ

げ
ら
れ
、
温
泉
街
振
興
の
方
向
と
し
て
温
泉
の
集
中
管
理
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
昨
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
二
　
集
中
管
理
実
施
前
ま
で
の
町
営
温
泉
の
概
況
目
温
泉
に
つ
い
て
の
規
範
秩
序
と
住
民
意
識
　
　
入
来
温
泉
は
、
明
治
十
二
年
村
有
と
な
っ

て
以
来
、
そ
の
源
泉
と
浴
場
を
村
（
後
に
町
）
が
一
貫
し
て
独
占
的
支
配
を
続
け
て
き
て
お
り
、
他
の
温
泉
地
に
例
を
見
な
い
特
異
な
伝
統
を
も

っ
て
い
る
。
旧
藩
時
代
、
こ
の
地
方
の
領
主
入
来
院
氏
が
自
ら
管
理
し
て
き
て
お
り
、
明
治
初
年
の
地
租
改
正
の
際
に
村
有
に
帰
し
て
以
来
、
村

は
村
有
財
産
と
し
て
温
泉
の
経
営
に
カ
を
入
れ
て
き
た
。
明
治
二
十
年
に
は
当
時
六
百
円
の
村
費
を
支
出
し
て
柴
垣
湯
の
浴
場
を
大
改
造
し
て
お

り
、
明
治
三
六
年
副
田
温
泉
一
帯
が
大
火
で
焼
土
と
化
し
た
時
も
早
速
浴
場
の
復
旧
を
は
か
り
、
ま
た
大
正
五
年
に
は
、
鉄
道
開
通
の
近
き
を
見
込

ん
で
打
込
湯
（
現
在
の
上
等
湯
）
を
総
工
費
五
千
二
百
円
で
大
改
築
し
て
い
る
な
ど
（
浴
場
の
上
に
二
階
を
あ
げ
宿
泊
施
設
を
設
け
総
ガ
ラ
ス
戸
で
当
時

と
し
て
は
な
か
な
か
モ
ダ
ン
な
建
物
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
頃
か
ら
上
等
湯
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
明
治
以
来
、
村
は
一
貫
し
て
村
有
温
泉
の

積
極
的
経
営
を
行
う
と
と
も
に
温
泉
郷
の
発
展
を
は
か
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
入
来
温
泉
の
歴
史
の
推
移
よ
り
し
て
、
村
民
（
町
民
）
の
意
識

も
、
地
下
泉
を
含
め
て
村
内
に
湧
出
す
る
す
べ
て
の
温
泉
は
、
個
人
の
私
有
財
産
た
り
得
ず
村
の
財
産
だ
と
い
う
住
民
意
識
が
形
成
さ
れ
て
き
て

い
る
。
明
治
三
十
六
年
の
大
火
の
後
に
、
町
有
温
泉
の
近
く
に
部
落
民
が
掘
さ
く
し
た
温
泉
も
そ
の
後
ま
も
な
く
村
有
に
移
転
し
て
お
り
、
ま
た
、

大
正
五
年
、
入
来
温
泉
唯
一
の
個
人
有
湯
口
権
を
も
つ
種
田
湯
（
打
込
湯
の
洩
れ
湯
を
引
湯
し
て
使
用
し
て
い
た
特
殊
な
湯
口
権
）
と
村
が
取
り
交
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヒ
）

し
た
分
湯
契
約
に
お
い
て
も
、
そ
の
湯
口
権
者
は
村
有
の
源
泉
か
ら
分
湯
を
う
け
る
と
引
き
か
え
に
永
久
に
温
泉
掘
さ
く
を
な
さ
ざ
る
旨
の
契
約

を
結
ん
で
い
る
。
ま
た
戦
後
六
軒
の
旅
館
に
分
湯
を
認
め
る
ま
で
は
、
旅
館
・
簡
易
旅
館
に
は
内
湯
の
設
置
は
も
ち
ろ
ん
、
掘
さ
く
も
一
切
許
さ
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れ
な
い
と
い
う
慣
行
規
範
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
入
来
温
泉
地
区
に
お
い
て
は
、
村
（
町
）
自
休
も
、
地
域
の
住
民
も
、
温
泉
は
も
と

も
と
公
の
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
が
私
有
し
、
ま
た
は
勝
手
に
掘
さ
く
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
の
慣
行
秩
序
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。

　
一
般
に
温
泉
の
支
配
秩
序
の
古
典
的
形
態
は
、
自
然
湧
出
泉
を
地
区
部
落
民
が
共
同
利
用
・
管
理
す
る
こ
と
か
ら
、
部
落
集
団
の
総
有
的
支
配

す
な
わ
ち
温
泉
入
会
権
の
慣
行
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
入
来
温
泉
の
場
合
、
地
区
部
落
民
に
よ
る

そ
の
よ
う
な
慣
行
も
ま
た
住
民
意
識
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
明
治
の
初
め
頃
ま
で
は
、
な
お
部
落
住
民
の
共
同
支
配
の
慣
行
と
意
識
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
入
来
郷
副
田
村
の
村
有
に
帰
属
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
治
十
二
年
名
目
的
に
村
の
所
有
と
な
り
村
が

長
年
に
わ
た
っ
て
管
理
経
営
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
の
旧
慣
と
意
識
は
は
や
く
か
ら
解
体
し
、
名
実
と
も
に
部
落
住
民
か
ら
独
立

し
た
村
有
村
営
の
温
泉
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
市
比
野
温
泉
地
区
住
民
の
慣
行
と
意
識
の
形
成
に
あ
づ
か
っ
た
も
う
一
つ
特
殊
な

歴
史
的
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
温
泉
集
落
が
他
村
か
ら
の
移
住
者
を
主
体
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
明
治
の
初
め
頃
か
ら
こ
の
地
方
に
当
時
人
口
過
密
地
帯
で
あ
っ
た
南
薩
摩
半
島
か
ら
は
仕
明
人
と
し
て
出
稼
ぎ
に
来
て
、
そ
の
ま
ま
定
着

し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
新
来
者
の
中
か
ら
生
計
の
た
め
温
泉
の
湯
治
客
を
相
手
と
し
て
、
湯
治
宿
、
旅
館
、
商
店
、
飲
食
店
等
を
営

む
者
が
多
く
、
現
在
の
入
来
温
泉
街
の
住
民
構
成
の
大
部
分
は
そ
の
よ
う
な
明
治
以
降
の
移
住
者
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
住
し

て
き
た
新
来
の
住
民
に
と
っ
て
は
、
土
着
住
民
と
ち
が
っ
て
、
共
同
支
配
的
慣
行
秩
序
の
成
立
す
る
素
地
と
条
件
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
入
来
温
泉
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
村
（
後
に
町
）
が
九
〇
年
に
わ
た
っ
て
温
泉
の
支
配
管
理
・
経
営
を
一
貫
し
て
行
っ
て
き
た
と
い
う
実
績
と
、

そ
の
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
た
温
泉
の
公
共
的
性
格
に
つ
い
て
の
住
民
の
意
識
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
が
他
の
温
泉
地
に
み
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ

る
。
入
来
町
が
温
泉
の
集
巾
管
理
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
、
市
比
野
の
場
合
に
比
べ
て
徹
底
し
た
独
占
的
集
中
管
理
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
事
情
が
背
景
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
集
中
管
理
前
に
お
け
る
町
営
温
泉
の
管
理
　
　
入
来
温
泉
は
古
い
村
有
温
泉
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
明
治
の
初
め
の
頃
ま
で
は
、
柴
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銅
．
湯
に
村
が
浴
場
を
建
て
て
そ
の
管
理
経
営
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
柴
垣
湯
は
湧
出
量
も
難
富
で
あ
り
村
外
の
浴
客
も
増
え
て
き
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
せ
る

で
、
そ
の
後
、
そ
の
湯
源
を
使
っ
て
紅
葉
湯
・
桜
湯
の
浴
場
を
建
て
る
と
と
も
に
、
打
込
湯
、
綱
代
湯
の
二
浴
場
に
は
宿
泊
施
設
を
附
設
し
て
湯

治
客
の
需
要
に
応
じ
た
。
こ
れ
ら
村
営
浴
場
の
経
営
方
法
は
、
建
物
・
施
設
の
維
持
管
理
は
村
が
行
な
い
入
湯
料
金
な
ど
の
基
本
的
規
準
を
村
が

定
め
て
、
営
業
は
民
間
人
の
語
負
で
あ
っ
た
。
戦
前
入
来
温
泉
が
賑
わ
い
を
呈
し
浴
客
の
多
か
っ
た
頃
は
こ
の
村
有
浴
場
の
請
負
入
札
者
も
多
く
、

ま
た
長
期
問
に
わ
た
る
請
負
者
も
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
な
り
浴
客
が
減
っ
て
き
て
か
ら
請
負
に
よ
る
経
営
が
苦
し
く
な
り
、
こ
ん
ど
の
集
巾
管
理

で
は
町
の
直
営
に
改
め
た
。

　
入
来
温
泉
は
、
こ
の
よ
う
に
泉
源
だ
け
で
な
く
大
衆
浴
場
に
つ
い
て
も
、
早
く
か
ら
村
が
独
占
的
に
文
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
少
数

の
分
湯
も
行
っ
て
き
た
。
戦
前
に
お
い
て
種
田
湯
と
亀
田
湯
の
二
軒
に
、
戦
後
に
な
っ
て
旅
館
六
軒
に
対
し
て
分
湯
を
行
っ
て
き
た
。
戦
前
の
二

軒
の
分
湯
は
次
の
よ
う
な
特
殊
な
事
精
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
入
来
温
泉
地
区
で
は
限
ら
れ
た
例
外
措
置
で
あ
っ
た
。
種
旧
湯
は
、
も
と
も

と
村
有
の
打
込
湯
の
洩
れ
湯
を
土
管
で
引
湯
し
て
利
用
し
て
い
た
湯
口
で
あ
っ
て
、
佃
人
湯
源
を
認
め
な
い
入
来
温
泉
の
慣
行
秩
序
に
お
い
て
も

黙
認
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
隣
村
の
K
氏
が
買
取
り
所
有
し
て
い
た
が
、
大
正
五
年
村
が
打
込
湯
源
泉
を
増
掘
し
た
こ
と
に
よ
り
減

量
し
た
洩
れ
湯
を
補
う
た
め
に
K
氏
が
新
ら
た
に
掘
さ
く
工
事
を
始
め
た
の
で
、
そ
れ
を
差
止
め
る
の
と
引
ぎ
か
え
に
無
償
分
湯
契
約
を
結
ん
だ

も
の
で
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
亀
乃
湯
は
市
比
野
地
区
唯
一
の
民
営
公
衆
浴
場
で
あ
る
が
、
昭
和
十
四
年
当
時
温
泉
地
の
近
く
で
製
糸
工
場
を

経
営
し
て
い
た
H
氏
が
工
場
閉
鎖
し
た
際
、
そ
の
工
場
跡
に
村
と
の
特
約
に
某
づ
い
て
入
来
温
泉
地
区
唯
一
の
民
営
公
衆
浴
場
を
開
設
し
、
分
湯

契
約
に
よ
り
特
別
の
有
料
分
湯
権
を
取
得
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
特
殊
事
情
に
よ
る
例
外
を
除
い

て
は
、
旅
館
・
温
泉
下
宿
に
対
し
て
も
ま
っ
た
く
分
湯
も
内
湯
設
置
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
旅
館
業
者
か
ら
内
湯
設
置
と
分
湯
に
つ
い
て
の
強
い
要
望
が
あ
り
、
昭
和
二
十
三
年
か
ら
旅
館
六
軒
に
つ
い
て

だ
け
分
湯
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
入
来
温
泉
に
あ
っ
て
は
、
村
営
以
外
の
民
営
浴
場
に
つ
い
て
も
、
旅
館
業
者
等
に
対
す
る
分

湯
に
つ
い
て
も
き
び
し
い
制
限
的
態
度
を
と
っ
て
き
た
の
は
、
温
泉
湧
出
量
の
限
度
が
少
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
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の
よ
う
な
村
の
温
泉
に
対
す
る
政
策
が
入
来
温
泉
の
発
展
を
阻
止
し
て
き
た
こ
と
の
一
つ
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、

町
当
局
に
お
い
て
も
最
近
こ
れ
ま
で
の
温
泉
政
策
を
改
め
て
、
積
極
的
に
源
泉
開
発
に
の
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
新
規
の
源
泉
の
掘
さ

く
に
よ
り
採
取
温
泉
量
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
、
第
二
に
従
来
の
旅
館
の
他
に
簡
易
旅
館
（
温
泉
下
宿
屋
）
に
も
給
湯
す
る
よ
う
に
す
る
。
第
三

に
限
り
あ
る
当
地
区
の
温
泉
を
も
っ
と
も
有
効
に
利
用
す
る
に
は
、
温
泉
の
集
中
管
理
を
実
施
し
、
源
泉
給
湯
施
設
の
整
備
管
理
を
完
全
に
行
う

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
数
年
前
か
ら
温
泉
の
集
中
管
理
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
四
　
集
中
管
理
の
実
情

（
イ
）
　
新
源
泉
の
開
発
　
　
こ
れ
ま
で
入
来
温
泉
地
区
内
の
公
衆
浴
場
と
旅
館
へ
の
分
湯
は
町
有
の
二
つ
の
湯
源
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
柴
垣
湯
源
か
ら
町
営
の
二
公
衆
浴
場
へ
、
上
等
湯
源
か
ら
民
営
公
衆
浴
場
（
亀
乃
湯
）
、
旅
館
六
、
福
祉
法
人
一
へ
分
湯
し
て
き

た
。
昭
和
四
十
三
年
、
町
は
集
中
管
理
の
準
備
と
し
て
新
規
に
ニ
ケ
所
の
源
泉
（
木
場
川
内
湯
源
と
荒
平
湯
源
）
の
掘
さ
く
湧
出
に
成
功
し
た
。
い

ず
れ
も
既
存
の
源
泉
と
比
べ
て
湧
出
量
も
豊
富
で
温
度
も
高
温
で
あ
る
。
ニ
ケ
所
と
も
民
有
地
で
あ
っ
た
が
掘
さ
く
に
成
功
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ

湧
出
口
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
を
町
が
買
収
し
て
地
盤
所
有
権
と
源
泉
権
を
と
も
に
町
有
と
し
た
が
、
こ
の
掘
さ
く
、
買
収
に
際
し
て
、
土
地

の
所
有
者
は
、
温
泉
は
私
す
べ
き
で
な
い
と
の
態
度
で
、
す
す
ん
で
町
の
申
し
出
に
応
じ
契
約
に
協
力
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
ロ
）
　
集
湯
お
よ
び
給
湯
”
自
然
流
下
式
　
　
新
規
掘
さ
く
し
た
木
場
川
内
湯
源
（
湯
温
五
九
度
で
湯
量
の
三
分
の
一
を
一
昨
年
開
設
の
国
立
身
体
傷
害

者
職
業
訓
練
所
に
送
湯
）
と
荒
平
湯
源
（
湯
温
五
四
度
）
の
湯
を
、
従
来
の
上
等
湯
源
の
湯
と
混
合
し
て
新
設
の
貯
湯
タ
ン
ク
（
保
温
施
設
を
な
し
二
二

六
ト
ン
の
収
容
能
力
）
に
集
湯
、
こ
れ
を
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
所
に
あ
る
分
湯
タ
ン
ク
に
モ
ー
タ
ー
で
揚
げ
て
、
こ
れ
か
ら
受
給
者
に
分
湯
パ
イ
プ

に
よ
っ
て
配
湯
す
る
。
分
湯
装
置
の
設
置
費
用
は
受
給
者
負
担
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
の
基
準
は
町
が
定
め
、
設
置
工
事
も
町
が
一
括
施
工
し

た
。
ま
た
受
給
者
が
分
湯
を
う
け
る
た
め
に
は
浴
場
の
附
帯
施
設
と
し
て
自
家
用
保
温
式
貯
湯
槽
の
設
備
が
条
件
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
流

下
式
の
一
定
流
量
の
湯
量
を
調
整
し
、
ピ
ー
ク
時
の
補
湯
の
た
め
最
低
二
時
間
分
の
温
泉
を
貯
湯
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
入
来
の
場
合
、
市

比
野
温
泉
の
循
環
方
式
は
と
ら
な
か
っ
た
が
、
自
然
流
下
方
式
で
徹
底
し
た
保
温
式
配
湯
形
態
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
欠
陥
で
あ
っ
た
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温
度
の
低
下
が
著
し
く
改
善
さ
れ
た
。
分
湯
タ
ン
ク
か
ら
の
距
離
に
よ
り
多
少
の
温
度
差
が
あ
る
が
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
で
四
八
度
の
湯
温

が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
入
来
方
式
の
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
集
中
管
理
の
効
果
と
し
て
も
つ
と
も
大
き
な
こ
と
は
、
集
湯
し
た
温
泉
を
、
こ
れ
ま
で
分
湯
し
て
い
な
か
っ
た
簡
易
旅
館
九
軒
に
も
配

湯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
温
泉
旅
館
が
内
湯
の
施
設
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
入
来
温
泉
が
こ
れ
ま

で
の
湯
治
客
相
手
の
温
泉
か
ら
新
し
い
レ
ジ
ャ
！
観
光
時
代
の
来
訪
客
を
受
入
れ
る
温
泉
地
へ
と
発
展
の
方
向
が
期
待
さ
れ
る
。

（
ハ
）
　
料
金
　
　
受
給
者
は
分
湯
量
に
応
じ
て
町
の
温
泉
分
湯
条
例
に
定
め
ら
れ
た
使
用
料
金
を
納
め
る
の
で
あ
る
が
、
料
金
額
は
一
口
毎
分
一

〇
リ
ッ
ト
ル
の
基
準
料
金
を
基
に
し
て
口
数
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
入
来
の
場
合
、
泉
質
が
硫
黄
と
鉄
分
を
含
ん
で
お
り
計
量
器
が
腐
蝕

し
て
針
が
動
か
な
く
な
る
た
め
、
市
比
野
温
泉
に
お
け
る
よ
う
に
メ
ー
タ
ー
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
口
数
に
よ
っ
て
算
出
す
る
と
い
う

新
し
い
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
受
給
装
置
の
ノ
ズ
ル
ロ
径
は
一
定
で
あ
る
が
バ
ル
ブ
に
よ
っ
て
湯
量
の
口
数
を
調
整
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
集
中
管
理
に
よ
る
受
給
者
は
、
引
湯
管
の
他
に
浴
場
の
附
掛
施
設
と
し
て
貯
湯
槽
の
設
備
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
の
設

備
費
用
を
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
町
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
と
資
金
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
と
も
に
、
受

給
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
奨
励
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
。
奨
励
金
は
、
受
給
者
が
町
に
納
入
す
る
月
額
使
用
料
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト

～
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
五
ケ
年
間
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
お
い

て
も
入
来
町
の
集
中
管
理
実
施
へ
の
積
極
的
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
五
　
集
中
管
理
に
と
も
な
う
法
律
関
係

（
イ
）
　
地
下
泉
源
に
対
す
る
支
配
秩
序
巨
個
人
の
掘
さ
く
・
内
湯
に
対
す
る
規
制
　
　
古
く
か
ら
の
温
泉
地
に
お
い
て
、
自
然
湧
出
泉
に
対
す
る

地
域
部
落
集
団
の
総
有
的
支
配
の
旧
慣
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
未
湧
出
の
地
下
泉
に
つ
い
て
も
部
落
集
団
の
共
同
支
配
が
及
ぶ
と
す
る

慣
習
規
範
が
あ
り
、
そ
の
地
区
内
に
お
い
て
は
、
個
人
は
自
己
の
所
有
地
内
に
お
い
て
も
温
泉
掘
さ
く
の
自
由
の
制
約
を
う
け
る
が
、
ほ
と
ん
ど

の
温
泉
地
で
は
、
そ
の
よ
う
な
旧
慣
秩
序
が
解
体
し
て
い
く
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
入
来
温
泉
に
あ
っ
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
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説論

に
、
明
治
の
初
め
か
ら
地
方
自
治
団
体
と
し
て
の
村
”
町
が
源
泉
を
所
有
し
浴
場
施
設
を
管
理
し
て
き
た
の
で
、
未
採
取
の
地
下
泉
に
つ
い
て

も
、
公
の
所
有
に
属
す
る
と
の
規
範
意
識
が
存
在
し
て
お
り
、
町
以
外
に
個
人
で
温
泉
掘
さ
く
し
た
例
は
全
く
み
な
い
。
す
な
わ
ち
一
入
来
温
泉

地
区
に
お
い
て
は
現
在
に
お
い
，
て
も
、
佃
人
の
温
泉
掘
さ
く
と
内
湯
設
置
に
つ
い
て
地
域
団
体
と
し
て
の
町
が
規
制
す
る
カ
を
も
っ
て
い
る
こ
と

が
慣
行
に
ょ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
ロ
）
　
温
泉
受
給
者
の
権
利
　
　
温
泉
の
分
湯
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
長
に
申
請
し
て
そ
の
詐
可
を
受
け
て
受
給
権
を
取
得
し
、
分
湯
使

用
料
の
滞
納
そ
の
他
温
泉
分
湯
条
例
に
違
反
す
る
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
、
分
湯
が
停
止
さ
れ
、
ま
た
は
分
湯
詐
可
を
取
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
（
条
例
一
二
条
）
。
受
給
者
の
決
定
、
受
給
権
の
成
立
は
、
こ
の
よ
う
に
町
条
例
の
公
法
的
手
続
に
よ
る
が
、
成
立
し
た
分
湯
受
給
権
の
法
的
性

質
は
、
市
比
野
温
泉
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
は
私
法
上
の
債
権
と
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
湯
受
給
権
は
条
例
に
よ
っ
て
そ
の

譲
渡
性
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
条
例
八
条
）
。
受
給
権
そ
の
も
の
が
独
立
し
て
取
引
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
温
泉
受
給
権
の
も
つ
経
済

的
価
値
は
旅
館
が
譲
渡
さ
れ
る
と
き
に
そ
の
営
業
権
と
と
も
に
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
譲
渡
人
が
受

給
廃
止
願
を
出
し
譲
受
人
が
許
可
申
請
を
出
し
て
新
ら
た
に
受
給
権
を
取
得
す
る
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
町
の
受
給
権
に

対
す
る
統
制
力
は
強
力
で
あ
る
。
分
湯
は
旅
館
六
、
簡
易
旅
館
九
、
公
衆
浴
場
二
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
り
、
一
般
家
庭
へ
の
分
湯
は
一
切
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
入
来
温
泉
は
古
く
か
ら
村
の
独
占
的
管
理
支
配
が
続
い
て
い
て
、
内
湯
の
た
め
の
分
湯
も
認
め
ら
れ
ず
、
戦
後
よ
う
や
く
旅
館
に

対
し
て
分
湯
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ん
ど
の
集
巾
管
理
に
よ
っ
て
分
湯
者
が
増
え
た
が
分
湯
受
給
者
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
町
と
受
給

者
間
の
関
係
も
条
例
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
受
給
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
権
利
実
現
の
余
地
は
き
わ
め
て
小
さ
い
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
法
上
の
債
権
と
い
っ
て
も
町
に
よ
る
公
法
的
制
約
の
強
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
村
が
長
年
温
泉
を
村
有

と
し
て
支
配
管
理
し
て
き
た
歴
史
的
条
件
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
要

約
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昭
和
四
十
四
年
に
温
泉
の
集
中
管
理
を
実
施
し
た
市
比
野
と
入
来
の
二
つ
の
温
泉
地
に
つ
い
て
、
そ
の
管
理
の
実
態
と
法
律
関
係
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
両
地
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
町
有
の
温
泉
と
町
営
の
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
の
長
い
歴
史
を
も
っ
て
お
り
集
中
管
理
実
施
の
基

盤
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
最
近
の
過
疎
地
域
温
泉
の
振
興
対
策
と
し
て
時
を
同
じ
く
し
て
温
泉
集
中
管
理
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
両
地
の
集
中
管
理
の
内
容
を
み
る
と
き
、
配
湯
方
式
に
お
い
て
も
、
管
理
の
独
占
性
に
お
い
て
も
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
町
が
行
政
主
体
と
な
っ
て
実
施
す
る
集
中
管
理
で
あ
る
の
で
、
そ
の
仕
組
み
は
条
例
に
よ
る
公
法
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
両
温
泉
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
管
理
の
法
形
式
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
温
泉
の
権
利
関
係
は
実
質
的
に
は
私
権
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
集
中
管
埋

の
具
体
的
権
利
秩
序
は
、
不
文
規
範
た
る
旧
慣
と
住
民
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
入
来
の
場
合
は
、
町
の
温
泉
に
対
す
る

支
配
が
一
貫
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
集
中
管
理
に
お
け
る
町
の
独
占
的
性
格
が
強
い
。
地
下
泉
の
掘
さ
く
、
分
湯
設
置
に
対
す
る
規
制
、

分
湯
受
給
権
の
性
質
に
つ
い
て
私
権
が
か
な
り
制
約
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
町
の
集
中
管
理
の
実
施
を
や
り
易
く
し
て
い
る
。
市
比
野
の
場

合
は
、
部
落
の
共
同
支
配
か
ら
行
政
主
体
と
し
て
の
村
に
よ
る
所
有
・
経
営
へ
移
っ
た
が
、
村
の
独
占
的
支
配
形
態
が
時
代
の
波
と
と
も
に
解
体

の
過
程
に
あ
る
時
に
集
中
管
理
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
管
理
体
系
も
集
中
と
独
占
の
租
度
が
弱
い
。
地
下
泉
の
掘
さ
く
、
分
湯
に
対
す
る
規
制

力
も
強
く
な
く
、
ま
た
既
存
源
泉
者
に
対
す
る
補
償
給
湯
も
契
約
に
よ
っ
て
設
定
す
る
な
ど
、
私
権
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
そ
の
よ
う
な
規
範

関
係
の
存
在
が
こ
ん
ど
の
町
の
集
中
管
理
に
当
っ
て
多
少
の
抵
抗
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
温
泉
に
つ
い
て
の
権
利
関
係
は
、
発
生
史
的
に
は
、
自
然
湧
出
泉
に
対
す
る
部
落
住
民
の
集
団
的
支
配
秩
序
に
は
じ
ま
り
、
近
代
法
体
系
に
は

い
っ
て
か
ら
は
、
個
人
の
私
有
財
産
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
、
市
町
村
の
公
有
財
産
と
し
て
編
入
さ
れ
た
も
の
あ
り
、
前
近
代
的
旧
慣
秩
序

は
解
体
消
滅
の
方
向
に
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
温
泉
が
人
問
の
労
働
力
に
よ
る
生
産
可
能
な
財
産
で
な
く
、
開
発
採
取
に
限
り
あ

る
地
下
資
源
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
利
な
利
用
を
は
か
る
た
め
に
は
、
私
有
財
産
的
支
配
に
対
し
て
公
共
的

立
場
か
ら
の
規
制
を
加
え
る
べ
き
と
の
社
会
的
要
請
が
あ
る
。
こ
の
社
会
的
要
請
が
、
温
泉
の
旧
慣
秩
序
解
休
の
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法

的
形
態
を
と
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
的
社
会
的
事
情
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
そ
の
典
型
的
一
方
向
が
集
中
管
理
に
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
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説

　は
　　　、

論

地
方
自
治
体
に
よ
る
集
中
管
理
に
つ
い
て
の
二
つ
の
町
の
実
態
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）一二三一二三

拙
稿
・
南
九
州
の
温
泉
権
に
関
す
る
研
究
（
一
）
鹿
大
法
学
論
集
四
号

川
島
武
宜
・
温
泉
の
集
中
管
理
の
法
律
間
題

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
編
　
温
泉
権
の
研
究
六
頁

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
　
前
掲
書
一
〇
頁

大
審
判
昭
二
二
・
六
・
二
八
　
大
審
判
昭
七
・
八
・
一
〇
舟
橋
諄
一
・
物
権
法
三
四
八
頁

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
　
前
掲
書
一
一
頁
　
大
分
地
判
昭
三
六
・
九
・
一
五
（
下
級
一
二
巻
九
号
三
二
〇
九
頁
）

入
来
村
長
と
種
田
湯
所
有
者
と
の
間
で
取
交
し
た
契
約
書
は
次
の
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
契
　
　
約
　
　
書

入
来
村
ハ
大
正
五
年
三
月
十
八
日
ヨ
リ
全
月
二
十
三
日
迄
村
有
温
泉
管
守
委
員
ヲ
監
督
委
任
二
任
命
シ
打
込
湯
源
掘
サ
ク
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