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今
な
ぜ
「
上
方
」
を
探
索
す
る
の
か

井　

上　
　
　

宏

（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

は
じ
め
に

　

今
日
の
社
会
は
、
急
速
な
「
情
報
化
の
進
展
」、「
国
際
化
」、「
少
子
高
齢
化
」、
そ
れ
に
「
価
値
観
の
多
様
化
」
と
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
変
革
の
波
に
洗
わ
れ
て
い
る
。
共
同
体
の
絆
が
弱
く
な
り
、
個
人
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
傾
向
が
強
ま
り
、

生
活
の
仕
方
も
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
き
て
、
生
き
方
に
自
信
が
持
て
ず
、
安
定
し
た
生
活
様
式
が
壊
れ
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
「
価
値
観
の
多
様
化
」
を
許
容
す
る
社
会
は
、
よ
り
成
熟
し
た
社
会
と
し
て
考
え
、
そ
の
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
見

出
し
て
き
た
。
個
人
の
自
由
、
個
人
の
欲
求
を
優
先
し
、
個
性
や
創
造
性
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
な
文
化
が
開
花
す
る
と
き
、

豊
か
な
社
会
と
個
人
生
活
の
充
実
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
様
相
で
は
、
個
人
の
自
由
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の
追
求
は
、
個
人
の
勝
手
気
ま
ま
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
や
慣
習
、
風
習
に
は
お
構
い
な
く
、
個
人
が
「
好
き
な
よ

う
に
す
る
」
流
れ
が
勢
い
を
増
し
て
い
る
。「
自
立
」
が
で
き
ず
、
か
つ
ま
た
「
自
律
」
も
な
ら
ず
、
個
人
が
一
層
我
が

ま
ま
に
振
る
舞
う
社
会
的
現
象
が
目
立
っ
て
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
て

も
、
親
は
「
好
き
な
よ
う
に
」
と
応
え
を
返
す
だ
け
で
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
こ
と
だ
と
思
い
勝
ち
で

あ
る
。

　

生
活
の
様
式
、
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
は
、
時
代
の
変
遷
の
中
で
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
と
は
言
い
な
が
ら
、
自
信
と
誇
り
が
持
て
る
生
活
様
式
の
持
続
が
な
い
と
、
落
ち
着
き
の
あ
る
生
活
を
築

く
の
は
難
し
い
。
拠
り
所
に
な
る
の
は
、
日
本
人
が
こ
の
風
土
の
中
で
築
き
上
げ
て
き
た
生
活
様
式
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
の
が
豊
か
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
社
会
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
は
豊
か
で
人
間
ら
し
い
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
築
い
て

き
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
上
方
」
再
発
見

　
「
上
方
」
は
、
京
都
、
大
阪
を
中
心
に
し
た
近
畿
地
域
を
指
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
大
阪
は
、
明

治
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
変
化
が
急
速
に
進
ん
だ
街
で
、
時
代
の
変
化
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
て
き
た
。
京
都
の
よ
う

に
伝
統
を
残
そ
う
と
す
る
よ
り
も
、
新
し
い
も
の
に
向
か
っ
て
羽
ば
た
こ
う
と
す
る
意
欲
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

変
化
の
影
響
を
憂
え
る
声
が
時
折
上
が
る
の
で
あ
る
。
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古
い
と
こ
ろ
で
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
一
月
創
刊
で
『
上
方
』
と
い
う
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
南
木
芳
太

郎
と
い
う
人
（
薬
屋
を
経
営
）
が
「
上
方
郷
土
研
究
会
」
を
組
織
し
て
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
四
月
ま
で
全
一
五

一
冊
を
発
行
す
る
。
創
刊
の
言
葉
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
滅
び
行
く
名
所
史
跡
、
廃
れ
行
く
風
俗
行
事
、
敗
残
せ
る

上
方
芸
術
、
そ
の
一
歩
一
歩
薄
れ
行
く
影
を
眺
め
て
、
私
は
常
に
哀
惜
の
情
に
堪
え
ま
せ
ん
。
滅
び
行
く
も
の
は
時
の
勢

い
と
し
て
如
何
と
も
致
方
が
な
い
が
、
せ
め
て
保
存
に
つ
と
め
た
い
。
そ
し
て
記
録
に
留
め
て
置
き
た
い
」。

　

戦
後
に
は
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
に
、『
上
方
文
化
』
と
い
う
雑
誌
が
、
上
方
の
学
者
文
化
人
に
よ
っ
て
創
刊

さ
れ
る
。
肩
書
き
は
当
時
の
ま
ま
で
記
す
と
、
関
西
大
学
教
授
の
末
永
雅
雄
、
有
坂
隆
道
、
横
田
健
一
、
大
阪
大
学
教
授

の
宮
本
又
次
、
京
都
大
学
教
授
の
柴
田
実
、
野
間
光
辰
、
大
阪
学
芸
大
教
授
の
前
田
勇
、
大
阪
城
天
守
閣
主
任
の
岡
本
良

一
ら
が
、
当
時
の
風
潮
を
憂
え
て
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
創
刊
号
の
巻
頭
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
む
と
、
今
の

私
た
ち
の
思
い
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
興
味
深
い
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
み
る
。「（
略
）
そ
う
い
っ
た
現
代
的

な
文
化
の
氾
濫
は
、
主
体
を
も
っ
た
人
間
の
喪
失
、
郷
土
や
祖
国
と
結
び
つ
い
た
市
民
精
神
の
喪
失
と
表
裏
の
関
係
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
略
）
機
関
誌
『
上
方
文
化
』
を
刊
行
す
る
基
本
的
な
目
的
は
、
ま
ず
自
分
た
ち
の

育
て
る
べ
き
土
壌
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
て
日
本
民
族
文
化
の
先
進
地
域
で
あ
っ
た
上
方
に
検
証
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
求

め
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
行
動
の
仕
方
の
う
ち
に
、
伝
わ
り
、
し
み
通
っ
て
い
る
重
要
な

文
化
的
諸
要
因
を
、
新
た
に
発
掘
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
通
し
て
、
現
代
の
文
化
的
課
題
と
と

り
く
む
た
め
の
日
本
と
日
本
人
の
再
発
見
に
い
さ
さ
か
で
も
貢
献
し
た
い
と
念
願
し
て
い
る
」。
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こ
う
し
た
先
輩
た
ち
の
試
み
を
知
り
、
今
の
「
上
方
」
を
思
う
と
、
私
た
ち
の
立
っ
て
い
る
「
上
方
」
は
、
は
る
か
に

遠
ざ
か
っ
て
い
て
、
そ
の
匂
い
は
一
層
希
薄
化
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
今
日
に
生
き
る
私

た
ち
に
は
、
ま
だ
「
上
方
」
が
匂
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
変
化
を
く
ぐ
り
抜
け
な
が
ら
も
今
な
お
「
上
方
文
化
」

が
根
強
く
生
き
続
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
ま
た
新
た
に
「
上
方
研
究
の
会
」
を
作
っ
て
、「
上
方
再
発
見
」
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
私
た
ち
は
、「
上
方
」
を

懐
古
し
た
り
、
記
録
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
臭
覚
が
見
つ
け
た
「
上
方
」
を

訪
問
し
、
見
て
聞
い
て
体
感
し
て
、
発
見
し
た
も
の
、
汲
み
取
っ
た
も
の
、
新
し
い
評
価
や
解
釈
な
ど
か
ら
、
一
つ
の
理

念
と
し
て
の
「
上
方
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。

　
「
上
方
」
は
エ
リ
ア
の
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
エ
リ
ア
を
土
壌
と
し
て
育
っ
た
文
化
を
、
地
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と

し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
活
様
式
を
築
い
て
い
く
文
化
概
念
、
ひ
と
つ
の
理
念
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
理
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
住
む
空
間
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
あ
る

い
は
世
界
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
「
上
方
風
」
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

「
関
西
」
で
は
な
く
て
な
ぜ
「
上
方
」
か

　
「
関
西
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
た
ち
は
敢
え
て
「
上

方
」
の
言
葉
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
何
と
言
っ
て
も
「
上
方
」
に
は
、
歴
史
的
か
つ
文
化
的
な
響
き
が
あ
り
、
生
活
の
匂
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い
が
あ
る
。
生
活
感
覚
か
ら
す
る
と
「
上
方
」
の
方
が
一
層
身
近
に
感
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
は
「
関
西
」
の
方
が
な
じ
み
や
す
い
で
あ
ろ
う
。「
関
西
風
」、「
関
西
的
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
し
、「
関

西
弁
」
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
関
西
以
外
の
人
か
ら
す
る
と
分
か
り
や
す
い
し
、
ま
た
、
関
西
の
人

が
関
西
の
外
で
「
関
西
」
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
と
き
に
使
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
政
治
や
経
済
の
話
に
な
っ
て
く
る

と
、
専
ら
「
関
西
」
が
使
わ
れ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、
文
化
の
話
に
な
っ
て
く
る
と
、「
上
方
」
が
な
じ
む
の
で

あ
る
。
と
は
言
え
、「
上
方
」
の
外
で
暮
ら
し
た
人
に
と
っ
て
は
、「
上
方
」
は
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。

「
上
方
」
と
い
う
言
葉
は
、
高
校
の
日
本
史
に
出
て
く
る
江
戸
時
代
の
「
上
方
歌
舞
伎
」
な
ど
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
程

度
で
、
遠
い
過
去
の
言
葉
と
し
て
聞
こ
え
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、「
関

西
再
発
見
」
と
は
言
い
に
く
い
。「
上
方
」
に
は
、
歴
史
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
あ
る
種
の
文
化
的
伝
統
が
匂
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
は
や
は
り
「
上
方
再
発
見
」
と
し
な
い
と
、
再
発
見
の
意
義
が
感
じ
取
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
上
方
」
は
、
京
都
・
大
阪
を
中
心
と
し
た
地
域
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
ま
た
文
化
的
な
概
念
と
し
て
も

使
わ
れ
る
。「
上
方
風
」、「
上
方
的
」
と
い
う
言
い
方
は
、
生
活
態
度
や
価
値
観
、
美
意
識
、
感
性
の
特
徴
な
ど
を
言
い

表
し
て
い
る
。「
上
方
落
語
」
や
「
上
方
漫
才
」、「
上
方
こ
と
ば
」、「
上
方
舞
」
な
ど
の
言
葉
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
が
「
上

方
」
で
発
達
を
見
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
特
徴
を
内
包
さ
せ
た
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
ま
た
「
上
方
」
を
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
京
都
、
大
阪
、
神
戸
の
街
が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
が
、
奈
良
や
滋
賀
、
和
歌
山
、
兵
庫
に
も
広
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
文
化
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
絡
み
合
う
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文
化
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
一
見
矛
盾
し
合
う
よ
う
な
要
素
が
絡
み
合
っ
て
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
「
上
方
」
を

捉
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
上
方
研
究
の
会
」
の
活
動

　
「
上
方
研
究
の
会
」
は
、
㈳
生
活
文
化
研
究
所
の
事
業
の
一
環
と
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
平

成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
月
二
〇
日
に
発
足
の
集
い
を
開
き
、
当
初
は
ほ
ぼ
二
ヶ
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
活
動
を
行

っ
て
き
た
が
、
や
が
て
不
定
期
の
開
催
と
な
り
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
六
月
現
在
で
三
三
回
の
研
究
会
を
数
え
る

に
至
っ
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
大
学
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
勤
め
を
持
ち
な
が
ら
の
人
も
多
い
。

　

方
針
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
上
方
」
を
懐
古
す
る
の
で
は
な
く
、
未
来
を
見
据
え
て
の
再
発
見
や
新
し
い
見
方
・
解
釈
を

し
て
、
新
し
い
「
上
方
」
を
見
つ
け
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
会
員
の
関
心
の
あ
る
候
補
地
を
挙

げ
て
も
ら
い
、
会
員
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
頼
っ
て
現
地
を
実
際
に
訪
問
す
る
。
現
地
を
歩
い
て
環
境
を
体
感
す
る
と

同
時
に
現
地
の
当
事
者
あ
る
い
は
専
門
家
に
説
明
を
し
て
も
ら
い
、
質
疑
応
答
を
行
っ
て
理
解
を
深
め
、
時
に
は
、
講
師

中
心
の
座
学
を
開
く
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
訪
ね
た
現
地
は
大
阪
、
兵
庫
、
京
都
、
奈
良
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
が
、
滋
賀
や
和
歌
山
な
ど
の
周
辺
に
も
足
を
延
ば
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

研
究
会
の
ひ
と
つ
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
六
回
の
例
会
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
二
月
七
日
、
私
た
ち
は
京
都
の

お
酢
の
会
社
を
訪
ね
た
。「
千
鳥
酢
」
で
有
名
な
村
山
造
酢
㈱
で
あ
る
。
村
山
忠
彦
社
長
に
説
明
を
お
願
い
し
た
。
村
上
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造
酢
㈱
は
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
の
創
業
で
、
二
七
〇
年
余
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
現
在
は
一
〇
代
目
当
主

が
社
長
を
務
め
て
い
る
老
舗
で
あ
る
。
京
都
に
は
、
現
在
七
軒
の
酢
醸
造
会
社
が
あ
る
が
、
京
都
で
の
酢
の
シ
ェ
ア
ー
は

圧
倒
的
に
千
鳥
酢
が
占
め
、
他
社
が
千
鳥
酢
を
越
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
秘
密
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
私
の
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

村
山
造
酢
㈱
は
、
京
都
の
三
条
京
阪
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
表
か
ら
見
る
と
、
お
酒
屋
さ
ん
の
蔵
の

よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
瀟
洒
で
立
派
な
建
物
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
そ
の
ビ
ル
に
入
る
と
、
す
ぐ
工
場
に
な
っ
て
い
る
。

工
場
は
旧
来
の
木
造
建
築
で
、
か
な
り
古
び
た
感
じ
で
あ
る
。
大
き
な
タ
ン
ク
や
た
る
が
並
ん
で
い
る
。
お
よ
そ
近
代
的

な
工
場
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
。
先
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
、
こ
こ
で
も
震
度
五
ぐ
ら
い
は
あ
っ
て
、
建
物
に
も
ひ

び
が
入
っ
た
。
表
の
事
務
所
部
分
を
改
築
し
た
が
、
工
場
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
補
強
だ
け
に
と
ど
め
た
と
い
う
。

　

酢
は
微
生
物
の
菌
で
作
る
の
で
、
こ
の
工
場
の
全
体
、
木
造
の
建
物
全
体
に
菌
が
生
き
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
つ
ぶ
す

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
長
年
に
わ
た
り
建
物
の
内
部
に
染
み
付
い
て
い
る
空
気
が
あ
る
。
至
る
と
こ
ろ

に
菌
が
生
き
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
事
務
所
部
分
の
建
物
は
ビ
ル
に
建
て
替
え
て
も
、
歴
史
が
染
み
付
い
た
木
造

の
工
場
は
建
て
替
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

酢
酸
菌
は
生
き
物
で
、
従
っ
て
い
つ
も
同
じ
製
品
が
出
来
て
く
れ
る
と
い
う
保
障
は
な
い
。
生
産
に
は
能
率
・
効
率
を

上
げ
た
い
と
思
う
の
が
常
で
あ
る
が
、
菌
が
人
間
の
策
略
に
の
っ
て
き
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

品
質
に
こ
だ
わ
っ
て
の
生
産
と
な
る
と
、
欲
を
出
し
て
大
量
生
産
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
わ
け
だ
。
菌
を
大
切
に
す
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る
心
が
、
大
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

空
気
を
入
れ
て
撹
拌
す
る
大
き
な
タ
ン
ク
、
言
っ
て
み
れ
ば
近
代
化
さ
れ
た
タ
ン
ク
が
一
台
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
。

モ
ー
タ
ー
で
空
気
を
送
る
近
代
的
タ
ン
ク
の
方
が
能
率
は
上
が
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
頼
る
と
良
く
な
い
と
言

う
。
そ
れ
と
は
別
に
旧
来
型
の
自
然
に
任
せ
て
、
菌
に
任
せ
て
待
つ
と
い
う
手
法
も
同
時
に
活
か
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

モ
ー
タ
ー
撹
拌
型
に
全
部
を
切
り
替
え
る
こ
と
は
危
険
だ
と
い
う
。
菌
が
生
き
物
で
、
仕
上
が
り
も
微
妙
に
違
っ
て
く
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
伝
統
的
手
法
を
温
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

　

千
鳥
酢
の
特
徴
は
、
刺
激
臭
が
な
く
て
ま
ろ
や
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
公
家
文
化
の
京
料
理
に
か
な
う
よ
う
に
発

展
を
見
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
京
都
の
料
理
屋
さ
ん
に
は
、
欠
か
せ
な
い
酢
と
し
て
愛
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。

小
さ
い
会
社
だ
が
、
別
に
大
き
く
す
る
意
思
も
な
く
、
小
さ
い
ま
ま
で
、
お
客
さ
ん
か
ら
愛
好
さ
れ
て
続
い
て
い
っ
た
ら

よ
い
と
い
う
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。
大
事
な
の
は
、
千
鳥
酢
の
本
来
の
味
を
保
ち
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

私
が
感
心
し
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
菌
が
生
き
る
生
産
の
場
を
頑
な
に
守
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
土
地
、
水
、
空

気
、
建
物
の
環
境
全
体
の
維
持
に
努
め
、
近
代
的
な
手
法
を
取
り
入
れ
て
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
工
法
を
頑
な
に
維
持
す
る
姿
勢

に
感
銘
を
受
け
た
。
事
業
者
な
ら
シ
ェ
ア
ー
の
拡
大
を
目
指
し
て
全
国
販
売
に
乗
り
出
し
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
規
模
の
大
き
さ
よ
り
も
味
と
品
質
の
維
持
の
方
に
賭
け
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
味
と
品
質
が
保
証
さ
れ
て

い
れ
ば
、
必
ず
一
定
の
愛
好
者
が
付
い
て
き
て
く
れ
て
、
そ
れ
で
従
業
員
の
生
計
も
十
分
に
立
て
ら
れ
る
し
、
そ
れ
で
よ

い
で
は
な
い
か
と
い
う
経
営
の
姿
勢
に
も
感
銘
を
受
け
た
。
規
模
の
大
き
さ
を
誇
る
経
営
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
規
模
に
対
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す
る
禁
欲
の
経
営
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
水
や
空
気
の
自
然
環
境
が
悪
化
し

て
い
く
中
で
、「
伝
統
の
場
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
自
体
が
い
か
に
大
変
か
を
思
え
ば
、
千
鳥
酢
の
生
産
は
、
規
模
は
小
さ

く
て
も
実
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
か
を
思
い
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。




