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一
　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
け
る 

　
　「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
へ
の
地
域
対
応

　
経
済
史
上
の
「
近
世
」
を
対
象
に
し
て
、「
勤
勉
革
命
」
の
可
能
性

を
広
範
な
地
域
の
比
較
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
ね
ら
い
で

あ
る
。
考
察
の
対
象
地
域
を
、
日
本
（
第
一
章
か
ら
第
三
章
、
そ
し
て

終
章
）、
中
国
（
第
四
章
）、
ジ
ャ
ワ
（
第
五
章
）、
イ
ン
ド
（
第
六
章
）、

ド
イ
ツ
（
第
七
章
）、
ロ
シ
ア
（
第
八
章
）
に
絞
り
、
終
章
で
は
日
本
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
史
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
経
済
史
家
の
研
究
環

境
も
大
き
く
変
容
し
て
い
る
な
か
で
、
こ
れ
だ
け
の
論
者
を
揃
え
ら

れ
た
編
者
の
大
島
真
理
夫
氏
に
敬
意
を
払
う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
契

機
に
、
経
済
史
研
究
が
「
元
気
」
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
各

章
を
要
約
し
、
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
あ
と
で
、
評
者
の
本
書

へ
の
疑
問
点
を
述
べ
た
い
。

　
大
島
氏
の
序
章
「
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
─
本
書
の

ね
ら
い
─
」
は
、
総
論
的
な
位
置
を
し
め
る
。
こ
こ
で
、
大
島
氏
が

提
起
す
る
「
勤
勉
革
命
」
の
概
念
を
う
け
て
、
第
一
章
か
ら
第
九
章

ま
で
が
、
そ
の
対
象
と
す
る
地
域
に
即
し
て
、
こ
の
「
革
命
」
性
の

有
無
を
検
討
す
る
と
い
う
運
び
に
な
っ
て
い
る
。「
土
地
希
少
・
労

働
豊
富
」
に
直
面
し
た
地
域
や
、
そ
の
状
態
の
発
生
が
遅
れ
る
地
域

な
ど
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
す
ば
ら
し
い
共
同
研
究
の
成
果
に
な
っ

て
い
る
。

〔
書
　
評
〕

大
島
真
理
夫
編
著『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
─
経
済
史
上
の
近
世

─
』

　
　
　
が
提
起
す
る
も
の
─
日
本
近
世
史
の
も
う
一
つ
の
自
立

─籠
　
谷
　
直
　
人
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人
口
が
増
加
し
て
、
土
地
の
開
発
が
進
む
と
、
未
開
発
地
は
少
な

く
な
り
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
と
い
う
状
態
が
生
じ
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
、
さ
ら
な
る
人
口
増
加
が
お
こ
る
と
、
同
じ
土
地
へ

の
労
働
投
入
が
増
え
、
あ
る
い
は
少
な
く
な
っ
た
未
開
発
地
（
劣
等

地
）
の
な
か
で
、
労
働
の
限
界
生
産
性
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
に
な
っ
て
も
、
さ
ら
な

る
労
働
投
入
が
、
肥
料
の
投
入
や
多
毛
作
を
内
容
と
す
る
土
地
の
高

度
利
用
を
通
し
て
、
収
穫
の
逓
増
に
帰
結
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
革
命

的
」（
九
頁
）
で
あ
り
う
る
。
労
働
を
投
入
す
る
部
門
が
、
多
様
な
商

品
作
物
で
あ
っ
た
り
、
労
働
吸
収
的
な
作
物
（
米
）
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
農
民
自
身
が
、
費
用
対
効
果
を
冷
静
に
見
据
え
た
行
動
で
あ
る
。

そ
れ
が
農
民
の
戦
略
で
あ
れ
ば
、
そ
の
営
為
は
「
勤
勉
」
で
あ
る
と

い
う
、
本
書
の
比
較
史
の
基
準
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
つ
ま
り
勤
勉

革
命
は
、
自
ら
の
労
働
限
界
生
産
性
の
相
違
を
的
確
に
理
解
し
て
い

る
農
民
が
、
労
働
投
入
を
増
加
し
、
収
穫
逓
増
に
帰
結
す
る
よ
う
な

行
動
を
と
り
続
け
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
と
中

国
と
い
う
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
土
地
希
少
化
に
た
い
し
て
勤
勉

革
命
で
対
応
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　
土
地
と
労
働
と
い
っ
た
資
源
の
希
少
性
の
あ
り
方
は
、
地
域
に

よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
希
少
な
資
源
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
は
、
そ

の
地
域
の
制
度
設
計
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
希
少
な
資
源
利
用

に
「
秩
序
」
を
持
ち
込
む
の
は
、「
淘
汰
に
勝
ち
残
る
」
と
こ
ろ
の
、

「
効
率
的
な
資
源
利
用
を
実
現
し
た
組
織
な
い
し
体
制
」
の
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
大
島
氏
が
、
変
革
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
経
済
制
度
の
あ
り
方
を
も
規
定
す
る
」
よ
う
な
「
国
家
」

論
の
必
要
を
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
希
少
な
資
源
を
有
効
利
用
す
る
「
秩
序
」
と
し
て
、
各
地
域
の

「
経
済
制
度
」
も
多
様
で
あ
っ
た
。
資
源
へ
の
「
所
有
権
の
設
定
」

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）、「
石
高
制
」
に
よ
る
産
出
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

（
日
本
）、
耕
作
者
の
自
由
を
追
認
す
る
「
地
主
制
」
の
展
開
（
中
国
）、

「
小
屋
」
と
対
峙
的
な
「
農
場
」（
ド
イ
ツ
）
な
ど
は
、
支
配
階
級
が
、

希
少
資
源
を
支
配
し
て
、
権
力
と
経
済
余
剰
を
獲
得
す
る
「
利
用
秩

序
」
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
資
源
の
希
少
化
に
直
面
す
る
の
が
遅
れ
た
東
南

ア
ジ
ア
で
は
、
資
源
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
は
優
先
さ
れ
ず
に
、
む

し
ろ
「
制
度
的
空
白
」
が
存
在
し
、
そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地

権
力
を
呼
び
込
ん
だ
。
そ
し
て
乾
期
に
お
い
て
土
地
が
価
値
を
失
う

南
ア
ジ
ア
で
も
、
土
地
と
労
働
に
利
用
秩
序
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と

は
な
く
、「
何
ら
か
の
職
業
に
就
く
」
と
い
う
「
被
庸
」
こ
そ
が
、
希

少
な
資
源
に
な
っ
た
。
土
地
希
少
化
に
た
い
し
て
、
土
地
の
開
発
と
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移
動
の
戦
略
を
駆
使
し
た
ロ
シ
ア
で
は
、「
土
地
豊
富
・
労
働
希
少
」

が
、「
農
奴
制
」
を
選
び
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
書
に
は
地
域
を

先
進
と
後
進
に
分
類
す
る
「
序
列
化
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
分
析
視
角

が
顕
著
で
あ
る
。

二
　
要
約
と
コ
メ
ン
ト

　
大
島
真
理
夫
氏
の
第
一
章
「
要
素
投
入
パ
タ
ー
ン
と
土
地
希
少
化

の
歴
史
的
位
置
─
経
済
史
上
の
近
世
─
」
は
、
同
氏
の
序
章
を
う
け

て
、
土
地
、
労
働
、
資
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
比
重
を
か
け
た
使

用
（
集
約
）
型
要
素
投
入
の
パ
タ
ー
ン
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
て
い

る
。
土
地
か
ら
労
働
に
要
素
使
用
型
投
入
パ
タ
ー
ン
を
移
行
さ
せ
る

時
期
を
、「
第
一
次
経
済
革
命
」
と
し
て
、「
勤
勉
革
命
」
と
ダ
ブ
ら

せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
資
本
使
用
型
投
入
パ
タ
ー
ン
へ
の
転
換
は
、

産
業
革
命
に
あ
た
る
「
第
二
次
経
済
革
命
」
で
あ
り
、「
激
し
い
変
化

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（
五
○
頁
）
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
お

い
て
は
、「
土
地
豊
富
・
労
働
希
少
」
か
ら
「
土
地
希
少
・
労
働
豊

富
」
の
段
階
へ
移
行
す
る
「
近
世
」（
第
一
次
経
済
革
命
）
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。

　
土
地
希
少
化
、
ま
た
は
「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
に
直
面
し
た

社
会
の
対
応
に
は
三
つ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
本
書

の
鍵
概
念
で
あ
る
「
勤
勉
革
命
」
で
あ
り
、「
農
業
の
労
働
集
約
化
」

や
非
農
業
労
働
機
会
を
み
い
だ
す
「
プ
ロ
ト
工
業
化
」
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、「
土
地
開
発
」
と
「
人
口
移
動
」
の
戦
略
で

あ
る
。
人
口
移
動
に
は
、
福
建
や
広
東
か
ら
の
華
僑
移
民
、
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
の
新
大
陸
へ
の
移
民
も
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
た
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
人
口
の
抑
制
や
消
費
の
抑
制
を
通
し
た
「
需
要

の
抑
制
」
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
て
述
べ
る
が
、
勤
勉
革
命
と
は
、

労
働
の
追
加
投
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
の
限
界
生
産
力
が
上
昇

す
る
状
況
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
労
働
の
限
界
生
産
力
が
ゆ
っ
く
り

と
低
下
す
る
「
農
業
イ
ン
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

農
民
の
「
立
ち
泳
ぎ
」
に
比
べ
て
、
農
民
が
「
競
泳
」
し
て
い
る
様

相
を
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
へ
の
対
応

と
は
、「
立
ち
泳
ぎ
」
か
ら
「
競
泳
」
を
選
び
取
る
主
体
の
問
題
で
あ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
江
藤
彰
彦
氏
の
第
二
章
「
江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
経
済
発
展
と

資
源
制
約
へ
の
対
応
─
一
七
世
紀
像
再
構
成
の
た
め
の
試
論
─
」
は
、

一
六
世
紀
末
以
降
の
日
本
が
、
大
規
模
な
資
源
利
用
に
む
か
い
、
そ

し
て
一
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、
資
源
利
用
の
飽
和
状
態
に
な
り
、

環
境
制
約
に
直
面
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
前
半
は

「
山
を
喰
い
潰
し
て
高
度
成
長
を
遂
げ
た
時
代
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
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の
対
応
と
し
て
試
み
ら
れ
た
耕
地
開
発
も
「
そ
れ
自
体
が
、
草
山
・

薪
炭
林
の
利
用
量
を
増
加
さ
せ
、
資
源
制
約
出
現
へ
の
対
処
を
難
し

く
し
た
」（
一
○
九
頁
）
と
さ
れ
る
。「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
の

二
つ
目
の
対
応
で
あ
っ
た
土
地
開
発
は
、
い
ず
れ
は
限
界
に
つ
き
あ

た
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
徳
永
光
俊
氏
の
第
三
章
「
江
戸
農
書
に
見
る
「
勤
勉
」
と
「
自
然
」

─「
百
姓
の
道
」
を
生
き
る
農
民
世
界
─
」
は
、
美
濃
・
尾
張
・
三
河

に
お
い
て
残
さ
れ
た
「
農
書
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
勤
勉
の
内
実

と
も
い
え
る
「
労
働
倫
理
」
を
議
論
し
て
い
る
。
経
済
的
観
念
の

「
人
為
」
と
、
生
命
の
再
生
産
の
場
と
し
て
の
「
自
然
」
と
の
補
完
や

反
発
が
、「
農
民
世
界
」
に
は
あ
る
。
工
業
と
の
「
根
本
的
な
違
い
」

は
、
手
を
添
え
て
作
物
を
「
育
む
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
時

節
を
待
つ
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
農
業
労
働
は
「
苦

し
く
汚
れ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
、
兼
業
を
促
し
、
い
わ
ば
プ
ロ

ト
工
業
化
の
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
青
木
敦
氏
の
第
四
章
「
中
国
経
済
史
研
究
に
見
る
土
地
希
少
化
論

の
伝
統
」
は
、
ま
ず
中
国
史
に
お
け
る
、
土
地
希
少
化
の
時
代
を
推

定
し
て
い
る
。
商
品
に
は
希
少
性
を
伴
う
ゆ
え
に
価
値
が
発
生
し
、

そ
し
て
売
買
の
対
象
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
土
地

が
早
期
に
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
国
に
お
い
て
、
土
地
希
少
化

は
、
宋
代
の
一
一
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
は
、
土
地
を
買
い
集
め
た
地
主
と
小
作
と
の
関
係
が
成
立
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
主
と
小
作
人
の
関
係
は
、「
労
働
力
争
奪

の
激
し
さ
」（
一
八
○
頁
）
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
え
っ
て

「
耕
作
者
の
自
由
」（
一
八
一
頁
）
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
想
像
し
て
き

た
以
上
に
、
小
作
人
の
交
渉
力
は
高
か
っ
た
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
は
、
新
た
な
労
働

集
約
的
技
術
を
採
用
さ
せ
、「
人
力
が
資
本
を
駆
逐
す
る
」
よ
う
な
、

工
業
化
を
阻
害
す
る
側
面
を
も
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
本
章
で
興
味
深
い
の
は
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
が
、「
労

働
の
限
界
生
産
の
高
い
経
済
か
ら
土
地
の
限
界
生
産
の
高
い
経
済
へ

移
行
し
た
」
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、
権
力
の
収
入
源
に

お
い
て
、「
人
基
準
で
は
な
く
土
地
基
準
の
方
に
」（
一
九
七
頁
）
移

行
し
た
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
島
氏
の
序
章
が
、

勤
勉
革
命
を
「
労
働
」
の
限
界
生
産
性
の
動
き
に
焦
点
を
絞
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
本
章
は
「
土
地
」
の
限
界
生
産
性
に
焦
点
を
絞
っ

て
い
る
。
土
地
そ
の
も
の
を
権
力
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
本
章
の

個
性
は
、
あ
え
て
「
勤
勉
」
と
い
う
耕
作
者
の
営
為
へ
の
言
及
を
避

け
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
大
橋
厚
子
氏
の
第
五
章
「
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
土
地
希
少
化
と
イ
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ン
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
論
」
は
、
ジ
ャ
ワ
島
の
社
会
が
、「
あ
る
資
源
が

枯
渇
し
て
も
、
ま
た
別
の
資
源
と
の
交
代
が
容
易
」
で
あ
り
、
土
地

希
少
化
が
生
じ
に
く
い
「
非
定
住
」
的
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ワ
で
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
世
界
と
い
う

特
徴
が
あ
り
、
土
地
希
少
化
が
遅
れ
る
の
で
あ
る
。
農
民
は
、
容
易

に
「
開
墾
し
た
耕
地
を
捨
て
」
る
か
ら
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」

は
生
じ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
ワ
社
会
を

植
民
地
化
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
戦
略
に
関
心
が
む
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

植
民
地
権
力
や
華
僑
商
人
か
ら
農
民
が
「
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
」

（
二
二
九
頁
）
く
な
る
よ
う
な
、
輸
送
・
商
業
の
イ
ン
フ
ラ
形
成
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
土

地
希
少
・
労
働
豊
富
」
が
生
じ
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
、「
ジ
ャ

ワ
島
村
落
部
を
い
わ
ゆ
る
経
済
法
則
が
独
立
し
て
機
能
す
る
方
向
へ

導
い
た
と
も
言
い
難
」
い
状
況
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　
脇
村
孝
平
氏
の
第
六
章
「
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
土
地
希
少
化
─
勤

勉
革
命
は
起
こ
っ
た
の
か
？
─
」
も
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
が
、

二
○
世
紀
初
頭
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
を
対
象
に
し
て

い
る
。
南
ア
ジ
ア
に
は
、
雨
期
と
乾
期
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
雨

期
に
は
耕
作
が
な
さ
れ
る
の
で
、「
土
地
豊
富
・
労
働
希
少
」
と
な

る
。
し
か
し
、
乾
期
に
な
る
と
、
耕
作
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、

土
地
の
資
源
と
し
て
の
価
値
が
大
き
く
下
が
る
た
め
に
、「
労
働
豊

富
」
の
み
が
周
期
的
に
生
じ
る
。
長
期
の
乾
期
に
は
、
土
地
利
用
の

高
度
化
が
遅
れ
、
大
量
の
「
土
地
な
し
農
民
」
を
つ
く
り
だ
し
た
。

そ
こ
で
は
、
土
地
希
少
化
に
対
応
し
た
勤
勉
革
命
は
展
望
で
き
な
い
。

本
章
は
、「
失
業
」
と
は
い
え
な
い
、
む
し
ろ
土
地
な
し
農
民
を
抱
え

込
む
よ
う
な
「
共
同
体
内
分
業
の
新
設
な
い
し
増
設
」（
二
六
八
頁
）

と
い
う
イ
ン
ド
社
会
の
制
度
を
議
論
し
て
い
る
。
生
態
的
条
件
に
強

く
影
響
さ
れ
て
、
労
働
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
「
外
注
的
」
に
調
達
す
る

社
会
で
は
、
集
約
的
労
働
は
径
路
と
し
て
選
び
取
る
必
要
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
飯
田
恭
氏
の
第
七
章
「「
農
場
」
と
「
小
屋
」─
近
世
後
期
マ
ル

ク
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
土
地
希
少
化
と
農
村
発
展
─
」

は
、「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
が
、「
農
場
」
と
い
う
大
規
模
農
家

経
営
と
「
小
屋
住
み
」
住
民
の
二
極
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
強
調

す
る
。
ド
イ
ツ
の
東
エ
ル
ベ
地
域
は
、
土
地
生
産
性
の
低
位
か
ら
、

大
面
積
経
営
を
特
徴
に
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
農
家
経
営
に
は
、
家
屋
、

庭
畑
、
耕
地
、
放
牧
地
、
森
林
、
家
畜
、
農
機
具
を
揃
え
る
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
土
地
希
少
化
に
は
、
家
畜
の
投
入
に
よ
っ
て
土
地

生
産
力
を
高
め
る
対
応
を
と
っ
た
が
、
家
畜
の
土
地
使
用
的
性
格
の

た
め
に
、
む
し
ろ
土
地
資
源
制
約
を
か
え
っ
て
強
め
た
。
家
畜
を
利
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用
す
る
こ
と
は
、
土
地
希
少
化
を
緩
和
で
き
ず
、
む
し
ろ
階
級
間
の

対
立
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
土
肥
恒
之
氏
の
第
八
章
「
人
口
圧
と
農
業
改
革
─
一
八
世
紀
後
半

の
ロ
シ
ア
の
事
例
か
ら
─
」
は
、
土
地
希
少
化
に
対
し
て
、
土
地
の

開
発
と
人
口
移
動
に
よ
っ
て
、「
土
地
豊
富
・
労
働
希
少
」
と
い
う

状
態
を
う
ん
だ
。
こ
こ
で
は
土
地
希
少
化
に
た
い
し
て
勤
勉
革
命
で

対
応
し
た
の
で
は
な
く
、
農
民
の
移
動
と
定
住
、
そ
し
て
土
地
開
発

と
い
う
ス
ト
ッ
ク
で
の
積
極
的
対
応
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
斎
藤
修
氏
の
終
章
「
前
近
代
経
済
成
長
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
─
徳

川
日
本
の
比
較
史
的
位
置
─
」
は
、
大
島
氏
が
あ
え
て
言
及
を
さ
け

て
き
た
「
資
本
」
の
登
場
を
議
論
す
る
。
資
本
と
い
う
要
素
投
入
を
、

西
洋
と
日
本
の
「
前
近
代
成
長
」
の
共
通
性
と
差
異
性
を
通
し
て
検

討
し
て
い
る
。
近
世
西
欧
に
は
、
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
が
上
昇

し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
労
働
者
の
実
質
賃
金
は
数
世
紀
に
わ

た
っ
て
下
落
す
る
。
西
欧
に
は
、
農
業
に
お
い
て
「
圧
倒
的
に
資
本

集
約
的
で
あ
」（
三
四
七
頁
）
り
、
階
層
的
な
格
差
構
造
が
あ
っ
た
と

い
う
。

三
　
日
本
近
世
史
の
「
も
う
一
つ
の
自
立
」

　
以
上
の
要
約
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
、

「
土
地
希
少
・
労
働
豊
富
」
へ
の
勤
勉
革
命
の
対
応
は
、「
東
ア
ジ
ア

に
限
定
さ
れ
」（
一
八
頁
）
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
わ
せ
て
、
移
動

が
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
た
、「
鎖
国
」
と
い
う
非
開
放
体
系
の
市

場
の
う
え
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
（
第
二
章
の
「
繁

栄
拠
点
縮
小
」
も
、「
鎖
国
」
体
制
と
の
関
係
で
議
論
さ
れ
る
と
ど
う
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
）。

　
本
書
を
読
ん
で
、
評
者
が
ま
ず
想
起
し
た
の
は
、
日
本
近
世
史
の

「
自
立
」
を
議
論
し
た
朝
尾
直
弘
氏
の
近
世
論
で
あ
っ
た
。「
近
世
史

が
資
本
主
義
論
争
の
直
接
的
影
響
か
ら
ぬ
け
出
し
、
い
い
か
え
れ
ば

近
代
史
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
、
近
世
史
そ
の
も
の
と
し
て
自

立
」（『
日
本
近
世
史
の
自
立
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
五
月
、
一
八
頁
、

初
出
は
一
九
六
五
年
一
一
月
）
し
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
学
会
動
向

を
と
ら
え
て
、「
変
革
主
体
ぬ
き
の
構
造
論
」（
六
二
頁
、
初
出
は
一
九

六
九
年
八
月
）
が
、
太
閤
検
地
と
地
主
制
を
め
ぐ
る
大
論
争
の
帰
結

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
。
そ
う
し
た
研
究
史
整
理
か
ら
、「
小

農
自
立
」
を
「
広
く
生
産
力
の
特
質
」（
六
五
頁
）
か
ら
検
討
す
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
主
張
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
本
書
を

読
む
と
、「
変
革
」
主
体
そ
の
も
の
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、

「
合
理
的
な
時
間
配
分
」
を
な
し
う
る
主
体
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
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そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
農
民
自
身
が
、
費
用
対
効
果
を
冷
静
に

見
据
え
た
行
動
を
し
て
、
主
体
的
に
選
択
で
き
る
よ
う
な
経
済
環
境

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
、

物
価
史
の
復
興
が
期
待
さ
れ
る
し
、
肥
料
代
や
労
賃
の
上
昇
が
抑
制

さ
れ
る
環
境
を
想
定
で
き
る
。
日
本
近
世
史
を
あ
つ
か
っ
た
各
章
で

は
、
そ
う
し
た
環
境
を
提
供
す
る
制
度
設
計
に
直
接
に
は
触
れ
て
い

な
い
が
、
勤
勉
革
命
に
よ
る
変
化
対
応
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地

域
を
扱
っ
た
各
章
か
ら
、
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
費
用
と
販
売
価
格
を
見
据
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
非
定
住
」

型
社
会
（
一
）、
外
部
者
が
作
る
巨
大
な
イ
ン
フ
ラ
に
依
存
し
き
っ

た
社
会
（
二
）、
労
働
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
絶
え
ず
「
外
注
的
」
に
調
達

し
う
る
社
会
（
三
）、
家
畜
が
土
地
使
用
的
な
社
会
（
四
）、
絶
え
間

な
い
土
地
開
発
と
人
口
移
動
が
生
じ
る
社
会
（
五
）
な
ど
は
、
異

な
っ
た
主
体
形
成
を
選
び
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

日
本
近
世
（
六
）
を
こ
れ
ら
の
社
会
に
加
え
る
な
ら
ば
、
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
生
存
持
続
型
の
社
会
に
は
六
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
二
つ
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、
第
四
章
と
も
か
か
わ
る
点
で
あ
る
が
、

勤
勉
の
基
準
を
、「
労
働
の
限
界
生
産
性
」
に
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と

も
そ
こ
に
は
ど
の
程
度
ま
で
「
土
地
の
限
界
生
産
性
」
の
変
化
を
含

意
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
通
史
的
な
「
石
高
制
」
は
、

田
畑
屋
敷
、
山
林
原
野
、
池
ま
で
、
課
税
の
対
象
と
な
る
「
土
地
の

生
産
力
」
を
米
に
換
算
し
た
徴
税
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
土
地
の
限
界
生
産
性
の
変
化
を
加
味
し
た

勤
勉
革
命
も
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
に
お
い

て
も
、「
石
高
は
、
人
や
道
具
で
は
な
く
土
地
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
」

で
あ
り
、「
労
働
（
人
間
）
支
配
か
ら
土
地
支
配
へ
と
い
う
発
展
」（
三

七
五
頁
）
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

「
人
頭
税
か
ら
地
税
へ
の
変
化
」
と
読
み
直
す
な
ら
ば
、
徴
税
シ
ス

テ
ム
を
と
お
し
た
国
家
論
が
、
勤
勉
革
命
論
に
加
味
さ
れ
る
よ
う
に

考
え
る
（
三
七
八
頁
）。
つ
ま
り
、
国
家
が
臣
民
に
対
し
て
財
産
を
没

収
し
た
り
、
借
金
を
踏
み
倒
す
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
は
、
労
働
が
勤

勉
で
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
勤
勉
で
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
効
率

的
な
資
源
利
用
を
約
束
し
た
組
織
な
い
し
体
制
が
、
国
家
と
社
会
の

関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
勤
勉
革
命
は
、
そ
の
意

味
で
「
国
家
」
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
三
つ
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
土
地
と
労
働
の
要
素
投
入
」
は
農
産

品
で
あ
り
、「
資
本
と
労
働
の
要
素
投
入
」
は
工
産
品
で
あ
る
と
い
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う
対
比
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
速
水
融
氏
の
勤
勉
革
命
論

を
批
判
す
る
な
か
で
（
六
一
頁
）、
相
互
に
要
素
投
入
比
率
を
比
較
す

る
こ
と
は
、「
原
理
的
な
無
理
」（
七
頁
）
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
「
対
比
」
を
「
代
替
」
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
点
で
は

一
貫
性
が
あ
る
（
三
七
七
頁
）。
産
業
革
命
と
表
現
さ
れ
る
「
資
本
使

用
型
へ
の
転
換
は
、
そ
の
前
段
階
の
経
済
に
お
け
る
資
源
賦
存
状
況

へ
の
対
応
と
し
て
は
説
明
し
に
く
い
」（
四
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
、
経
済
史
の
近
世
に
お
い
て
、「
資

本
」
を
投
入
す
る
契
機
を
問
う
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ

う
か
（
一
八
～
一
九
、
二
三
～
二
六
頁
）。「
資
本
」
に
言
及
し
た
終
章

か
ら
も
、「
資
本
使
用
型
へ
の
転
換
」
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
そ
の

「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」（
三
七
八
頁
）
に
と
ど
ま
り
、
十
分
に
は
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
本
書
は
、
第
二
次
経
済
革
命
と
評
さ
れ
る
産

業
革
命
を
「
断
絶
」（
六
五
頁
）
的
な
趨
勢
と
認
識
し
て
お
り
、
む
し

ろ
、
資
本
と
い
う
「
要
素
の
本
格
的
な
登
場
は
」（
二
四
頁
）、「
手
工

業
の
よ
う
な
労
働
使
用
型
投
入
パ
タ
ー
ン
の
方
が
有
効
」（
二
五
頁
）

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
近
代
へ
の
移
行
期
に
は
禁
欲
的
な
本
書
で
あ

る
が
、
こ
の
文
脈
か
ら
推
察
す
る
と
、
近
世
史
の
「
も
う
一
つ
の
自

立
」
は
、
非
欧
米
型
工
業
化
径
路
を
た
ど
る
「
連
続
説
」
が
東
ア
ジ

ア
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
島
真
理
夫
編
著
『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
─
経
済
史
上

の
近
世
─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
九
年
一
二
月
刊
、
Ａ
５
判
、

三
八
○
頁
、
本
体
価
格
六
、
五
○
○
円
）

（
か
ご
た
に
　
な
お
と
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
）

〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
籠
谷
直
人
氏
と
勘
坂
純
市
氏
の
書
評
は
、
二
○

一
○
年
六
月
一
二
日
、
大
阪
経
済
大
学
に
て
編
著
者
の
大
島
真
理
夫

氏
を
交
え
て
行
わ
れ
た
書
評
会
（
第
五
九
回
経
済
史
研
究
会
）
で
の

報
告
を
基
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。


