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南
下
を
遂
げ
た
北
方
圏
住
宅

日
本
の
住
宅
の
壁
の
中
は
「
省
エ
ネ
基
準
」

が
施
行
さ
れ
た
１
９
８
０
年
の
前
と
後
の
30
年

間
で
、
劇
的
に
変
化
し
た
。

先
導
し
た
の
は
北
方
圏
（
北
海
道
）
住
宅
で

あ
る
。
彼
ら
は
真
っ
赤
に
燃
え
る
ス
ト
ー
ヴ
を

囲
う
生
活
か
ら
、
窓
際
に
い
て
も
寒
く
な
い
生

活
を
実
現
し
た
。

こ
の
変
化
を
促
し
た
の
は
、
住
宅
の
断
熱
化

だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
誕
生
地
の
北
海
道
か
ら
津

軽
海
峡
を
渡
っ
て
南
下
し
、
冬
だ
け
で
な
く
夏

の
エ
ア
コ
ン
消
費
量
の
減
少
に
も
有
効
だ
と
分

か
る
と
、Ⅳ
地
域
以
南
の
蒸
暑
地
を
も
席
巻
し
、

つ
い
に
は
沖
縄
に
ま
で
南
下
を
遂
げ
た
。

一
技
術
が
日
本
の
住
宅
を
大
き
く
変
え
た
点

で
特
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
、
空
前
絶
後
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
に
は
北
海

道
に
お
い
て
の
試
行
錯
誤
が
あ
り
、
悪
戦
苦
闘

が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ

る
前
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
技
術
を
生
ん
だ
北
海

道
史
を
紐
解
い
て
お
き
た
い
。

リ
や
ク
リ
な
ど
の
デ
ン
プ
ン
質
を
多
く
食
し
た

の
に
対
し
、
こ
の
地
域
の
縄
文
人
は
海
産
物
を

食
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
縄
文
人
が
主
食
に
し
た
の
は
、

オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど
の
海
獣
だ
っ
た
。
強
風
が
吹

い
た
あ
と
に
は
ハ
マ
グ
リ
や
ホ
タ
テ
貝
な
ど
も

海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
、そ
れ
ら
も
食
さ
れ
た
。

噴
火
湾
岸
の
北
黄
金
貝
塚
か
ら
、
分
厚
い
ハ
マ

グ
リ
や
内
輪
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
ホ
タ
テ
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
彼
ら
が
い

か
に
豊
富
な
食
料
に
恵
ま
れ
、
動
物
性
タ
ン
パ

ク
質
を
摂
取
し
て
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
。

貝
塚
は
縄
文
人
の
ゴ
ミ
捨
て
場
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
貝
塚
か
ら
は
貝
殻
と
一
緒
に
14
体
の

人
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
食
べ
物
の
骨
や
貝
殻
と

一
緒
に
人
間
が
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
野
蛮
と
見
る
か
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
と
見
る

か
、
最
近
の
考
古
学
は
時
代
性
を
反
映
し
て
、

独
立
自
営
工
務
店
と
い
う
選
択

小
池
 一
三
 「町
の
工
務
店
ネ
ッ
ト
」
代
表

55大きなデザインその２

北
海
道
史
を
紐
解
く

北
海
道
と
い
え
ば
、
先
住
民
族
の
ア
イ
ヌ
族

の
ほ
か
は
、
内
地
か
ら
の
移
住
民
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
北
海
道

は
、意
外
と
縄
文
遺
跡
が
多
く
、殊
に
南
西
部
の

噴
火
（
内
浦
）
湾
に
面
し
た
地
域
に
は
、
一
大
縄

文
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
周
辺
で
発
掘
さ
れ
た
縄
文
人
の
歯
を
、

タ
ン
パ
ク
質
に
含
ま
れ
て
い
る
同
位
体
指
標
を

基
準
に
し
て
調
べ
る
と
、
本
州
の
縄
文
人
に
比

べ
て
、骨
太
で
、虫
歯
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
本
州
以
南
の
縄
文
人
が
ド
ン
グ

「
北
方
圏
住
宅
」の
南
下
を
考
え
る
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経営

北
海
道
の
住
宅
史
を
点
描
す
る

後
者
の
見
方
が
有
力
で
あ
る
。

近
世
以
前
の
ア
イ
ヌ
族
も
、
虫
歯
が
少
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
ア
リ
ュ
ー
ト
や
エ
ス
キ
モ
ー
な

ど
、
高
タ
ン
パ
ク
質
高
脂
肪
の
海
産
食
を
食
す

極
北
種
族
と
共
通
し
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
族
は
縄

文
人
の
食
文
化
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
コ

タ
ン
（
集
落
）
を
形
成
し
た
。

徳
川
家
康
は
慶
長
４
（
１
５
９
９
）
年
に
蝦

夷
地
に
対
す
る
支
配
権
を
松
前
藩
に
認
め
た

が
、
一
万
石
の
格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
米
が
採
れ
な
い
の
で
、
藩
経
営
は
ア

イ
ヌ
族
と
の
交
易
と
北
前
船
の
運
上
金
な
ど
で

賄
わ
れ
た
。
そ
の
商
場
割
り
当
て
が
家
臣
の
知

行
だ
っ
た
。
城
下
町
の
松
前
の
人
口
は
、
天
保

４
（
１
８
３
３
）
年
当
時
で
１
万
人
だ
っ
た
。

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
戊
辰
戦
争
で
敗
れ
た

賊
軍
や
廃
藩
置
県
で
落
ち
こ
ぼ
れ
た
士
族
層
に

よ
る
屯
田
兵
、
ま
た
東
北
各
県
と
北
陸
地
方
か

ら
離
農
し
た
入
植
者
た
ち
が
北
海
道
に
移
住
し

た
。
入
植
者
は
、
自
然
と
共
生
し
な
が
ら
生
を

得
て
き
た
先
住
民
（
地
域
）
を
未
開
人
と
し
て

扱
い
、
彼
ら
を
迫
害
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ

の
西
部
開
拓
史
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

入
植
者
は
総
じ
て
、
出
身
地
の
衣
食
住
を
そ

の
ま
ま
持
ち
込
ん
だ
。
入
植
者
の
多
数
を
占
め

た
東
北
・
北
陸
の
住
ま
い
は
、
茅
葺
の
屋
根
と

多
層
建
具
の
利
用
に
よ
り
冬
と
夏
を
棲
み
分
け

て
い
た
が
、
防
寒
構
造
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

移
住
し
て
す
ぐ
に
は
、そ
れ
も
建
て
ら
れ
ず
、

粗
末
な
小
屋
掛
け
の
建
物
を
住
居
と
し
、
食
べ

物
に
事
欠
く
上
に
寒
さ
に
見
舞
わ
れ
た
。
稲
作

に
よ
る
藁
が
な
く
、
そ
れ
を
寝
具
に
利
用
で
き

な
か
っ
た
。
床
柱
に
黒
檀
を
用
い
た
豪
壮
な

「
に
し
ん
御
殿
」
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ

で
は
冬
に
寒
い
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
た
。
入
植

者
は
ア
イ
ヌ
族
の
衣
服
で
あ
る
毛
皮
・
ア
ザ
ラ

シ
の
皮
、
鮭
や
イ
ト
ウ
の
皮
を
用
い
た
獣
皮

衣
・
魚
皮
衣
も
着
用
し
な
か
っ
た
。

ア
イ
ヌ
族
が
住
居
と
し
た
寄
棟
の
掘
立
柱
建

物
チ
セ
は
、屋
根
や
壁
に
自
生
す
る
笹
を
用
い
、

葡
萄
の
蔓
で
固
定
さ
れ
た
。
火
を
焚
い
て
熱
を

地
面
に
貯
め
、
そ
こ
で
生
活
し
た
。
ア
イ
ヌ
族

は
、
サ
ッ
チ
ェ
プ
（
干
し
た
サ
ケ
）
や
メ
フ
ン

（
サ
ケ
の
内
臓
の
塩
漬
け
）
を
冬
の
保
存
食
と

し
、
タ
ラ
の
肝
臓
か
ら
採
り
出
し
た
「
魚
油
」
で

ビ
タ
ミ
ン
を
補
給
し
た
。

こ
れ
に
対
し
本
土
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
高
床

式
住
居
と
木
綿
の
衣
服
、
高
タ
ン
パ
ク
質
を
欠

い
た
食
生
活
は
、
北
海
道
の
冬
の
寒
さ
に
対
し

て
無
力
だ
っ
た
。

北
海
道
で
、
防
寒
構
造
と
い
え
る
建
物
が
建

て
ら
れ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
。そ
れ
ま
で
は
風
除
室
と
多
層
建
具
と
、ス

ト
ー
ヴ
を
囲
い
、
金
盥
に
水
を
張
っ
て
湯
気
を

立
て
て
寒
さ
を
し
の
ぐ
と
い
う
具
合
だ
っ
た
。

し
か
し
戦
後
復
興
が
進
む
に
つ
れ
、
北
海
道

で
も
徐
々
に
防
寒
性
の
高
い
家
へ
と
改
良
が
は

か
ら
れ
た
。

北
海
道
庁
建
築
部
に
よ
る
実
験
住
宅
は
、
当

初
、
不
燃
構
造
に
よ
る
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
造
だ
っ
た
。
こ
れ
を
担
っ
た
の
は
北
海

道
立
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
指
導
所
で
、
同
所
は
後
に

北
海
道
立
寒
地
建
築
研
究
所
、
そ
し
て
北
方
建

築
総
合
研
究
所
へ
と
衣
替
え
し
て
発
展
し
た
。

公
的
機
関
の
取
り
組
み
と
は
い
え
、
防
寒
住
宅

は
試
行
錯
誤
の
連
続
だ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
は
実
験
的
な
域
を
出
な
か
っ
た
。

方
法
の
定
着
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
年

代
ご
と
に
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
は
目
ま
ぐ
る
し
く

変
化
し
た
。
北
海
道
の
住
宅
は
外
観
を
見
る
だ

け
で
ど
の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
か
が
分
か
る
と

い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。

断
熱
材
は
オ
ガ
ク
ズ
・
モ
ミ
ガ
ラ
・
岩
綿
か

ら
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
・
発
泡
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
断

熱
材
へ
と
移
行
し
た
が
、
当
初
の
断
熱
厚
さ
は

25
〜
50
㎜
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

未
熟
な
断
熱
・
防
湿
工
事
に
よ
っ
て
起
こ
っ

た
の
は
結
露
問
題
だ
っ
た
。
暖
房
を
達
磨
ス
ト

ー
ヴ
に
頼
り
、
金
盥
や
薬
缶
が
湯
気
を
立
て
る

生
活
の
ま
ま
断
熱
化
が
は
か
ら
れ
た
の
で
、
壁

体
内
に
大
量
の
水
分
が
入
り
込
ん
だ
。
そ
れ
が

凍
り
、
春
に
な
る
と
融
け
出
し
、
建
物
の
四
辺

が
水
浸
し
に
な
っ
た
。
ま
た
床
板
の
下
面
に
背

着
し
て
涙
茸
が
増
殖
す
る
と
い
う
、
ス
リ
ラ
ー

紛
い
の
事
件
も
起
こ
っ
た
。

防
湿
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
55
（
１

９
８
０
）
年
に
告
示
さ
れ
た
「
省
エ
ネ
基
準
」
に

明
記
さ
れ
て
お
り
、
結
露
被
害
の
懸
念
は
示
さ

れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
問
題
化

し
た
の
は
、
高
断
熱
化
の
動
き
が
先
行
し
た
か

ら
で
、
揺
籃
期
に
あ
り
が
ち
な
錯
誤
だ
っ
た
。

結
果
に
お
い
て
防
湿
化
が
疎
か
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

前
号
に
書
い
た
釧
路
の
和
田
建
設
工
業
（
当

時
）
に
よ
る
奥
村
ソ
ー
ラ
ー
の
建
設
地
の
周
囲

で
結
露
被
害
の
建
物
を
た
く
さ
ん
見
た
が
、
そ
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れ
が
１
９
８
０
年
代
の
北
海
道
の
住
宅
の
現
実

だ
っ
た
。

当
時
、
室
蘭
工
大
の
鎌
田
紀
彦
研
究
室
に
在

学
し
て
い
た
村
田
直
子
さ
ん（
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｎ
設
計
）

に
よ
る
と
、
床
壁
天
井
の
断
熱
材
を
厚
く
し
、

窓
の
性
能
を
上
げ
た
も
の
の
、
い
や
待
て
よ
、

そ
れ
よ
り
隙
間
か
ら
逃
げ
る
熱
損
失
の
方
が
大

き
い
の
で
は
な
い
か
、
む
や
み
に
高
断
熱
化
す

る
よ
り
気
密
を
高
め
る
方
が
効
果
的
な
の
で

は
、
と
気
づ
い
た
と
い
う
。

防
湿
化
だ
け
で
な
く
、
高
断
熱
・
高
気
密
化

を
め
ぐ
っ
て
も
、
未
だ
試
行
錯
誤
の
渦
中
に
あ

っ
た
こ
と
が
、
こ
の
話
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

当
時
、
盛
ん
に
い
わ
れ
た
の
は
「
ザ
ル
住
宅
」

の
指
弾
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
住
宅
と
し
て

の
「
魔
法
瓶
の
よ
う
な
家
」
だ
っ
た
。「
ザ
ル
住

宅
」は
粗
雑
で
熱
の
漏
れ
の
多
い
家
を
意
味
し
、

そ
れ
は
旧
来
的
な
日
本
の
家
屋
を
指
す
言
葉
だ

っ
た
。
寒
地
研
や
大
学
研
究
機
関
・
工
務
店
な

ど
に
よ
る
、
永
年
に
わ
た
る
研
究
・
開
発
成
果

を
踏
ま
え
、
北
海
道
庁
に
よ
っ
て
高
断
熱
・
高

気
密
住
宅
の
「
設
計
指
針
」
が
策
定
さ
れ
た
の

は
１
９
９
０
年
代
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
設
計
指
針
」
の
要
点
は
①
断
熱
性
能

の
確
保
（
適
切
な
厚
み
の
断
熱
材
と
防
湿
材
に

よ
る
正
し
い
施
工
）
②
気
密
性
能
の
確
保
 ③
計

画
換
気
シ
ス
テ
ム
 ④
セ
ン
ト
ラ
ル
暖
房
（
小
さ

い
熱
源
で
全
館
暖
房
）
の
導
入
と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
こ
こ
に
た
ど
り
着
く
に
は
、
数
十
年
に

及
ぶ
取
り
組
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

閉
鎖
系
住
宅
、
内
部
の
開
放
化

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
技
術
は
成
立
を
見

て
か
ら
、
ま
だ
歴
史
は
短
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

技
術
が
日
本
の
住
宅
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て

大
き
い
。

１
９
９
７
年
に
開
催
さ
れ
た
「
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ａ
釧

路
会
議
」
で
、
わ
た
し
は
事
務
局
長
を
務
め
た

が
、
そ
の
準
備
会
を
通
じ
て
幾
度
か
北
海
道
大

学
教
授
（
当
時
）
の
荒
谷
登
さ
ん
に
教
え
を
乞

う
機
会
が
得
ら
れ
た
。

荒
谷
さ
ん
は
、
閉
鎖
系
の
住
宅
で
は
断
熱
材

の
高
温
側
に
防
湿
層
と
気
密
層
を
設
け
、
低
温

部
分
の
水
蒸
気
圧
と
気
圧
を
外
側
に
開
放
す
る

こ
と
を
鉄
則
（
当
時
）
と
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
住
宅
内
部
を
開
放
化
で
き
る
ん
だ
、
と
い
わ

れ
た
。

外
部
と
閉
鎖
し
な
が
ら
内
部
を
開
放
化
す
る

住
宅
を
し
て
北
方
圏
住
宅
と
す
る
な
ら
、
そ
の

南
下
は
、
そ
う
い
う
住
宅
が
南
下
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

ス
イ
ッ
チ
を
オ
ン
す
れ
ば
エ
ア
コ
ン
が
回

る
。
し
か
し
エ
ア
コ
ン
は
、
建
築
に
よ
る
「
文

明
」
で
は
な
い
。
建
築
そ
の
も
の
を
も
っ
て
「
文

明
」
と
呼
び
得
る
も
の
は
、
わ
が
国
で
は
、
北
方

圏
住
宅
が
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
文
明
」は
、地
域
性
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。

北
方
圏
住
宅
は
、
ま
さ
に
地
域
性
を
超
え
て
南

下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
「
住
宅
文
明
」

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
の
文
明
史
が
ど
の

場
合
に
も
地
域
文
化
と
衝
突
し
、
相
克
が
生
じ

た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
も
そ
れ
は
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
当
の
北
方
圏
住
宅
の
担
い
手
に

と
っ
て
も
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
い
問
題
に

な
っ
て
い
て
、
荒
谷
さ
ん
は
開
放
系
住
宅
に
対

す
る
関
心
を
、
京
町
家
に
関
す
る
「
冷
気
積
層

型
の
上
方
開
放
空
間
」
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
。
わ
た
し
が
氏
と
接
し
て
い
て
感
じ
た
の

は
、
閉
鎖
系
と
開
放
系
の
二
つ
を
同
時
に
省
察

す
る
目
が
働
い
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

ま
た
、
鈴
木
大
隆
氏
（
北
方
建
築
総
合
研
究

所
）・
澤
地
孝
男
氏
（
建
築
研
究
所
）
ほ
か
に
よ

る
「
土
壁
住
宅
の
断
熱
技
術
に
関
す
る
研
究
」

や
「
防
湿
層
の
無
い
断
熱
外
壁
・
屋
根
の
温
湿

度
性
状
」
な
ど
の
論
考
を
読
む
と
、
北
方
圏
の

技
術
と
温
暖
地
域
の
住
宅
と
の
融
合
を
は
か
る

模
索
が
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
わ
た
し
に
は
、
閉
鎖
系
の
建
築
が
持

つ
本
質
的
な
問
題
が
、
未
だ
克
服
し
切
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
然
と
応
答
す
る
建

築
は
建
物
の
表
情
自
体
が
開
放
系
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
地
域
景
観
を
生
ん
で
い
る
。
閉
鎖

系
の
そ
れ
は
、
建
築
デ
ザ
イ
ン
的
に
見
て
切
な

さ
を
感
じ
る
も
の
が
多
く
、
独
自
の
美
し
さ
を

つ
く
り
出
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

殊
に
工
務
店
に
よ
る
そ
れ
は
、
ツ
ラ
イ
も
の

が
あ
る
。
土
俵
が
違
う
話
、
と
い
わ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
デ
ザ
イ
ン
と
融
合
し
て

の
性
能
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
課
題
に
正
対
す

べ
き
で
あ
る
。

ま
だ
発
展
途
上
の
技
術

北
方
圏
住
宅
は
、
あ
る
と
き
は
高
断
熱
・
高

気
密
住
宅
と
い
わ
れ
た
が
、
最
近
で
は
気
密
化

の
基
本
と
な
る
Ｃ
値
（
相
当
す
き
間
面
積
）
の

施
工
に
関
す
る
基
準
は
削
除
さ
れ
、
ま
た
ベ
ー

パ
ー
バ
リ
ア
（
防
湿
層
）
に
つ
い
て
も
、
繊
維
系
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防
湿
と
吸
放
出
に
つ
い
て

断
熱
材
等
の
透
湿
抵
抗
の
小
さ
な
断
熱
材
を
使

う
場
合
で
も
「
内
部
結
露
計
算
」
を
行
え
ば
除

外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

注
意
深
く
見
る
と
、国
の
基
準
や
告
示
自
体
、

相
当
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
は
、
工
法
自
体
が
発
展
し
気
密
性
を

確
保
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
と
、
断
熱
性
能
や

防
露
や
計
画
換
気
に
関
わ
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ

の
項
目
で
対
応
で
き
る
水
準
に
来
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
工
務
店
の
現
場
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
鉱
物
系
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
・
生

物
植
物
系
の
断
熱
材
の
違
い
や
、
外
断
熱
・
充

填
断
熱
な
ど
の
工
法
の
違
い
が
強
調
さ
れ
「
コ

ッ
プ
の
中
の
嵐
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
問

題
な
の
は
、
断
熱
・
気
密
・
防
湿
・
吸
放
湿
に

つ
い
て
の
認
識
・
理
解
が
不
一
致
・
不
十
分
な

ま
ま
、
わ
が
田
に
水
を
引
く
議
論
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

性
や
現
場
経
験
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

知
見
に
裏
付
け
ら
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
を
相
互
に
学
び
合
う
よ
り
も
、
言
い
分
だ
け

を
募
ら
せ
溝
が
深
ま
り
「
宗
派
戦
争
」
の
如
き
様

相
を
呈
し
て
い
る
の
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。

ル
は
「
北
の
住
宅
実
験
場
」
で
あ
る
。
同
時
代
人

が
刻
苦
奮
励
し
て
つ
か
み
取
っ
た
も
の
を
、
氏

は
胸
を
張
っ
て
「
亜
種
」
と
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

氏
は
、本
の
発
行
の
翌
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
。そ

の
住
宅
が
南
下
を
遂
げ
た
今
、
氏
の
見
方
は
実

に
示
唆
的
で
あ
る
。

住
宅
が
土
地
と
離
れ
て
あ
り
得
ず
、
地
域
性

を
反
映
す
る
以
上
、
ど
の
住
宅
も
「
亜
種
と
理

解
す
べ
き
」
で
あ
ろ
う
。

も
し
そ
う
考
え
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
訛
る

こ
と
、
偏
す
る
こ
と
を
恐
れ
ま
い
。「
亜
種
」
で

あ
る
自
分
た
ち
の
住
宅
を
科
学
し
、必
要
な「
文

明
」
は
受
け
入
れ
て
、
そ
の
地
域
に
と
っ
て
最

も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
選
択
す
れ
ば
い
い
の
で

あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
蒸
暑
地
の
テ
ー
マ
は
、
調
湿
・

吸
放
出
問
題
だ
と
い
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
当
初

こ
の
問
題
を
論
じ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
突
き
詰

め
る
に
し
た
が
い
、北
方
圏
住
宅
に
目
が
向
き
、

こ
の
内
容
に
な
っ
た
。

町
の
工
務
店
ネ
ッ
ト
は
、
用
い
る
断
熱
材
・

仕
上
材
な
ど
の
物
性
デ
ー
タ
を
把
握
し
、
透
湿

抵
抗
値
や
平
衡
含
水
率
を
正
確
に
つ
か
み
、
地

域
条
件
と
気
候
条
件
・
季
節
変
化
・
住
ま
い
方

変
化
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
定
常
計
算
（
結
露
計

算
ソ
フ
ト
Ｗ
ｉ
ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｗ
）と
非
定
常
計
算（
ド

イ
ツ
で
開
発
さ
れ
た
ソ
フ
ト
Ｗ
Ｕ
Ｆ
Ｉ
）
を
用

い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
防
湿
と
吸
放
湿

の
関
係
を
地
域
ご
と
に
解
く
取
り
組
み
を
開
始

し
た
。

そ
う
し
て
ま
た
、い
つ
も
現
実
か
ら
出
発
し
、

科
学
す
る
目
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
た
奥
村
昭
雄

を
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。

「
ベ
ー
パ
ー
バ
リ
ア
し
な
い
で
、
吸
放
出
す

る
断
熱
材
を
用
い
る
の
は
、
壁
の
中
に
濡
れ
雑

巾
が
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
意
見
が
ｗ

ｅ
ｂ
に
出
て
い
た
。

水
分
を
含
む
と
、
確
か
に
断
熱
材
の
性
能
は

低
下
す
る
。
木
や
、
紙
や
、
毛
な
ど
の
断
熱
材
に

は
調
湿
性
能
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
物
質
の
気

相
・
転
移
が
ど
の
程
度
生
じ
る
の
か
。
果
た
し

て
「
壁
の
中
に
濡
れ
雑
巾
が
あ
る
よ
う
な
も
の

だ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
か
ど
う
か
。
よ

く
調
べ
た
上
で
ｗ
ｅ
ｂ
に
投
稿
さ
れ
た
よ
う
に

は
思
え
な
い
。

実
際
の
水
分
転
移
は
２
％
程
度
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
度
合
い
は
地
域
気

候
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。

湿
気
は
量
の
多
い
と
こ
ろ
か
ら
少
な
い
方
へ

と
移
動
す
る
物
理
的
特
性
を
持
っ
て
お
り
、
透

湿
性
能
を
高
め
る
と
結
露
が
生
じ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
そ
の
量
と
時
間
に
よ
っ
て
移
動
す
る
材

の
透
湿
抵
抗
値
（
㎡
・
ｓ
・
Pa
／
ng
）
や
平
衡
含

水
率
（
kg
／
㎥
）
を
正
確
に
つ
か
ま
な
い
と
、
非

定
常
の
解
析
は
で
き
な
い
。

別
の
気
候
条
件
下
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
例
話

に
し
て
恐
怖
を
煽
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
気
候
特
性
に
合
わ
せ
て
真
実
を
知
る

こ
と
、
見
極
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
科
学

す
る
目
を
も
っ
て
事
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

小池 一三 こいけ・いちぞう
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地
域
が
方
法
を
選
ぶ

『
北
海
道
住
宅
史
話
　
上
・
下
巻
』（
住
ま
い

の
図
書
館
出
版
）を
著
し
た
遠
藤
明
久
さ
ん
は
、

日
本
の
住
宅
が
画
一
化
・
同
質
化
す
る
の
に
対

し
「
北
海
道
の
歩
み
に
は
画
一
化
を
否
定
し
、

異
質
化
を
指
向
す
る
動
き
が
顕
著
」
で
あ
り
、

そ
の
意
味
か
ら
い
う
と
、
北
方
圏
住
宅
は
「
日
本

住
宅
の
亜
種
と
理
解
す
べ
き
」と
述
べ
て
い
る
。

亜
種
は
生
物
分
類
上
、
種
の
下
位
に
置
か
れ

る
。し
か
し
、遠
藤
さ
ん
は
決
し
て
卑
下
し
て
い

っ
た
の
で
な
か
っ
た
。
こ
の
本
の
サ
ブ
タ
イ
ト


