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分
節
的
牧
畜
社
会
に
お
け
る
権
力
（
一
）

エ
チ
オ
ピ
ア
西
南
部
ク
シ
系
農
耕
牧
畜
民
ダ
サ
ネ
チ
に

お
け
る
生
業
シ
ス
テ
ム
と
権
力
に
関
す
る
考
察

宮

脇

幸

生

問
題
設
定

　
「
未
開
社
会
」
に
お
け
る
「
権
力
」
と
は
？

　
こ
う
し
た
問
い
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
A
．
「
権
力
」
の
正
当
化

装
置
と
し
て
の
神
話
や
儀
礼
の
エ
ス
ノ
・
ロ
ジ
ッ
ク
の
理
解
を
通
し
て
「
権
力
」

の
本
質
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
社
会
の
「
上
部
構
造
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、

B
．
そ
の
社
会
の
お
か
れ
た
生
態
的
条
件
と
そ
れ
に
適
応
し
た
生
業
シ
ス
テ
ム
の

分
析
を
通
し
て
「
権
力
」
と
い
う
社
会
的
現
象
を
考
え
る
「
下
部
構
造
」
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
本
論
は
、
理
論
的
に
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
リ
ン

ズ
ら
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
た
「
新
進
化
論
」
の
発
展
図
式
と
、
そ
の
中
の
「
部
族

社
会
」
レ
ヴ
ェ
ル
に
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
関
す
る
議
論

を
手
掛
か
り
に
し
て
、
「
下
部
構
造
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
考
察
を
進

め
る
。
考
察
の
対
象
と
し
て
、
ウ
リ
・
ア
ル
マ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
エ

チ
オ
ピ
ア
西
南
部
の
ク
シ
系
農
耕
牧
畜
民
ダ
サ
ネ
チ
の
生
業
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
社

会
構
造
を
と
り
あ
げ
る
。

　
サ
ー
リ
ン
ズ
の
初
期
の
進
化
論
的
な
図
式
に
よ
れ
ば
、
未
開
社
会
は
最
も
単
純

な
「
バ
ン
ド
」
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、
分
節
的
な
「
部
族
社
会
」
レ
ヴ
ェ
ル
を
へ
て
、

首
長
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
「
首
長
制
社
会
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
至
る
と
い
う
。
そ

れ
そ
れ
の
発
展
段
階
は
、
社
会
の
規
模
、
統
合
の
程
度
、
統
合
に
寄
与
す
る
権
刀

の
強
さ
の
程
度
と
相
関
す
る
。
首
長
制
社
会
は
、
こ
れ
ら
の
段
階
の
う
ち
で
最
も

大
規
模
で
、
首
長
の
権
力
に
よ
っ
て
最
も
良
く
統
合
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
。
サ
ー

リ
ン
ズ
は
後
に
、
異
な
る
二
つ
の
段
階
と
し
て
分
け
ら
れ
て
い
た
分
節
的
社
会
と

首
長
制
社
会
を
共
に
「
部
族
社
会
」
と
し
、
こ
う
し
た
社
会
に
一
般
的
に
み
ら
れ

る
生
産
様
式
を
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
名
づ
け
た
。

　
サ
！
リ
ン
ズ
の
提
示
し
た
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
理
念
型
は
、
未
開
社
会
に

お
け
る
権
力
（
首
長
制
あ
る
い
は
王
権
）
の
基
盤
を
、
生
態
的
条
件
と
、
そ
れ
に

適
応
し
た
生
産
様
式
（
生
業
シ
ス
テ
ム
）
に
関
連
づ
け
て
分
析
し
う
る
可
能
性
を

示
し
て
い
る
点
で
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
で
、
以
前

に
は
区
別
さ
れ
て
い
た
分
節
的
な
社
会
と
首
長
制
社
会
を
共
に
「
部
族
社
会
」
に

一
括
し
、
そ
れ
に
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
い
う
単
一
の
生
産
様
式
概
念
を
あ
て

は
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
両
者
の
間
に
み
ら
れ
る
生
業
シ
ス
テ
ム
の
相
違
、
生

産
様
式
の
相
違
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
権
力
基
盤
の
相
違
が
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置

さ
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

　
本
論
は
、
分
節
的
社
会
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
ダ
サ
ネ
チ
の
生
業
シ
ス
テ
ム
、
生
産

様
式
お
よ
び
権
力
の
基
盤
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」

と
い
う
概
念
が
こ
の
社
会
に
み
ら
れ
る
生
産
様
式
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
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示
す
。
次
い
で
ダ
サ
ネ
チ
の
生
産
様
式
が
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
は
異
な
り
、

首
長
制
の
よ
う
な
強
力
な
権
力
の
生
成
を
は
ば
む
形
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
。　

以
上
の
議
論
は
、
サ
ー
リ
ン
ズ
の
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
理
論
の
適
用
範
囲

を
適
切
な
形
で
限
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
示
唆
し
て
い
る
社
会
の
「
下
部

構
造
」
か
ら
み
た
権
力
の
発
生
基
礎
の
分
析
と
い
う
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

を
、
広
範
に
展
開
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
も
の
と
思
う
。

1

新
進
化
論
の
図
式
と
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
理
論

ω
　
新
進
化
論
に
よ
る
社
会
の
発
展
段
階

　
ま
ず
始
め
に
、
サ
ー
リ
ン
ズ
（
一
㊤
8
ノ
お
9
）
の
議
論
に
そ
っ
て
、
「
新
進
化

論
」
の
考
え
方
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
「
新
進
化
論
」
は
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
に
よ
る
進
化
生
物
学
を
理
論
的
な
支
点
と

し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
る
文
化
の
一
般
的
な
（
あ
る
い
は
単
系
的
と
み
な
さ
れ
が

ち
な
）
進
化
論
と
、
ス
チ
訊
ワ
ー
ド
に
よ
る
多
多
進
化
説
を
統
合
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
進
化
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

特
殊
進
化
と
一
般
進
化
で
あ
る
。
特
殊
進
化
と
は
、
文
化
が
選
択
と
適
応
を
と
お

し
て
、
特
殊
な
諸
文
化
へ
と
多
様
化
す
る
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
一
般

進
化
と
は
、
よ
り
高
度
な
文
化
形
態
が
よ
り
低
い
文
化
形
態
か
ら
生
じ
、
そ
れ
を

凌
い
で
い
く
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
一
般
進
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
ま
ず
利
用
し
う

る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
よ
り
高
次
の
文
化
は
低
次
の

文
化
よ
り
も
環
境
か
ら
よ
り
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
抽
出
す
る
。
さ
ら
に
構
造
面

に
お
い
て
も
、
高
次
の
文
化
は
よ
り
大
規
模
で
あ
り
、
多
く
の
分
化
し
た
下
位
体

系
を
も
ち
、
そ
れ
ら
を
よ
り
効
果
的
に
統
合
す
る
手
段
を
持
つ
。

　
特
殊
進
化
の
概
念
と
一
般
進
化
の
概
念
は
、
異
な
っ
た
論
理
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ

る
概
念
で
あ
る
。
特
殊
進
化
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
特
定
の
文
化
が
特
定
の
環

境
へ
の
適
応
を
と
お
し
て
変
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
後
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
系
統
発
生
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
個
別
的
な
歴
史
の
つ
み
か
さ
ね
と
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
一
般
進
化
は
、
系
統
発
生
的
な
プ
ロ

セ
ス
で
も
な
い
し
適
応
の
過
程
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
活
用
さ
れ
る
熱

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
諸
文
化
の
段
階
を
指
し
示
す
概
念
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
段
階
は
具
体
的
な
歴
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
て
並
べ

ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
進
化
の
二
つ
の
側
面
を
概
念
的
に
区
別
し
た
後
に
、
サ
ー
リ

ン
ズ
は
コ
般
進
化
」
に
お
け
る
文
化
形
態
の
発
展
段
階
を
示
す
諸
類
型
を
設
定

す
る
。

　
バ
ン
ド
は
最
も
未
発
達
な
段
階
で
あ
る
。
小
人
数
か
ら
な
る
地
域
集
団
で
あ
り
、

家
族
と
家
族
連
合
か
ら
な
る
バ
ン
ド
と
い
う
二
種
類
の
社
会
的
単
位
が
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
統
合
の
程
度
は
低
く
、
家
族
の
政
治
的
・
経
済
的
な
自
律
性
が
強
い
。

旧
石
器
時
代
の
多
く
の
社
会
、
お
よ
び
現
代
の
狩
猟
採
集
社
会
が
こ
の
段
階
に
あ

る
と
さ
れ
る
。

　
バ
ン
ド
よ
り
も
一
段
進
化
し
た
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
の
が
部
族
社
会
で
あ
る
。
部

族
は
、
部
族
資
源
の
一
定
地
域
を
共
同
で
利
用
し
、
一
年
の
大
半
を
居
住
を
共
に

す
る
最
小
の
多
家
族
集
団
で
あ
る
「
一
次
分
節
」
か
ら
な
る
分
節
組
織
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
コ
次
分
節
」
は
一
定
の
時
期
に
集
ま
っ
て
よ
り
大
き
な
バ
ン
ド
（
二

次
分
節
）
を
形
成
す
る
。
部
族
分
節
間
の
関
係
は
対
等
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
経

済
的
・
政
治
的
に
自
律
化
の
傾
向
が
強
い
。
部
族
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
、
分

節
間
に
類
似
性
が
存
在
す
る
こ
と
（
機
械
的
連
帯
）
と
、
一
次
分
節
間
を
横
断
し

て
機
能
す
る
汎
部
族
的
な
諸
制
度
（
年
齢
組
体
系
な
ど
）
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
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る
。
部
族
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
文
化
形
態
は
、
新
石
器
革
命
後
の
多
く
の
諸
社
会
、

現
在
で
も
単
純
な
新
石
器
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
生
き
て
い
る
諸
民
族
集
団
（
首
長
制
を

と
っ
て
い
な
い
ア
フ
リ
カ
の
諸
社
会
を
含
む
）
に
み
ら
れ
る
。

　
首
長
制
社
会
は
、
い
く
つ
か
の
地
域
集
団
を
包
含
す
る
永
続
的
な
政
治
構
造
の

発
達
と
、
広
域
に
わ
た
る
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
の
社
会
化
に
よ
っ
て
、
部
族
社
会
と

区
別
さ
れ
る
。
社
会
の
諸
分
節
は
分
離
的
・
対
等
・
自
律
的
で
は
な
く
、
相
互
に

序
列
化
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
首
長
制
社
会
の
あ
と
に
、
国
家
社
会
が
誕
生
す
る
。

　
一
九
六
八
年
に
、
サ
ー
リ
ン
ズ
は
「
部
族
民
」
と
い
う
著
書
を
あ
ら
わ
し
、
こ

こ
で
再
び
進
化
論
的
な
図
式
に
の
っ
と
っ
て
、
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
部
族
レ
ヴ
ェ

ル
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
理
論
的
な
考
察
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
こ

と
は
、
以
前
の
バ
ン
ド
・
部
族
社
会
・
首
長
制
社
会
・
国
家
社
会
と
い
う
四
段
階

図
式
が
、
バ
ン
ド
・
部
族
社
会
・
国
家
社
会
と
い
う
三
段
階
図
式
に
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
前
は
区
別
さ
れ
て
い
た
部
族
レ
ヴ
ェ
ル
と
首
長
制
レ

ヴ
ェ
ル
が
、
こ
こ
で
は
共
に
「
部
族
社
会
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
「
部
族
社
会
」
の
一
方
の
極
に
「
分
節
的
部
族
」
が
、
他
方
の
極
に
「
首
長

国
」
が
お
か
れ
（
以
前
の
図
式
の
部
族
レ
ヴ
ェ
ル
と
首
長
制
レ
ヴ
ェ
ル
に
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
）
、
実
際
の
「
部
族
社
会
」
は
こ
れ
ら
を
両
端
と
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル

の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
般
的
な
特

徴
と
し
て
、
親
族
組
織
の
多
機
能
的
な
性
格
と
、
生
産
。
消
費
活
動
に
お
け
る

「
家
族
制
生
産
様
式
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
家
族
制
生
産
様
式
の
理
論
　
1

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
理
論
は
、
進
化
論
的
な
図
式
の
う
え
で
非
常
に
抽
象

化
さ
れ
た
形
で
呈
示
さ
れ
た
社
会
の
類
型
を
、
現
実
の
生
態
学
的
な
環
境
と
の
か

か
わ
り
の
文
脈
に
置
き
も
ど
し
て
考
察
す
る
際
に
、
重
要
な
視
角
を
提
供
す
る
。

こ
の
理
論
が
明
示
的
な
形
で
扱
う
の
は
、
生
産
様
式
と
首
長
制
に
お
け
る
権
力
の

生
成
と
の
関
連
の
分
析
で
あ
る
。
（
以
下
の
要
約
は
、
。
。
9
一
匿
ω
お
詞
に
よ
る
。

引
用
は
邦
訳
お
¢
。
幽
よ
り
）

　
サ
～
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
家
族
制
生
産
様
式
は
そ
の
現
象
面
に
お
い
て
、
「
過

少
生
産
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
「
労
働
力
は
過
少
使
用
さ
れ
、
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
手
段
は
完
全
に
利
用
さ
れ
ず
、
自
然
資
源
は
全
部
と
り
つ
く
さ
れ
て
は
い

な
い
」
（
℃
’
㎝
0
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
未
開
経
済
」
に
お
い
て
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
手
段
が
主
と
し
て
マ
ン
・
パ
ワ
ー
に
依
存
す
る
簡
素
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
焦
点
は
「
労
働
力
の
過
少
利
用
」
と
、
そ
れ
が
投
入

さ
れ
る
対
象
で
あ
る
「
自
然
資
源
の
過
少
利
用
」
に
向
け
ら
れ
る
。

　
「
資
源
の
過
少
利
用
」
に
つ
い
て
、
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
様
々
な
フ
ィ
r
ル
ド
か

ら
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
例
証
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
焼
畑
農

業
に
関
し
て
み
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
チ
ン
プ
ー
族
の
ナ
レ
グ
ー
分
族
は
、

平
方
マ
イ
ル
当
り
二
八
八
人
の
平
均
密
度
に
た
っ
し
て
い
る
が
、
こ
の
密
度
は
一

般
的
な
農
業
許
容
力
の
六
四
％
を
し
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
南
ア
メ
リ
カ
熱
帯

林
地
帯
の
伝
統
的
な
農
業
は
、
ほ
ぼ
四
五
〇
人
の
村
落
人
口
を
養
育
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
共
同
体
の
人
口
最
頻
数
は
五
一
入
か
ら
一
五
〇
人
に
す

ぎ
な
い
。
ま
た
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
、
「
中
央
森
林
地
帯
の
人

口
密
度
は
、
臨
界
域
に
は
る
か
に
お
よ
ば
な
い
」
と
い
う
ア
レ
ン
の
報
告
を
引
用

す
る
。
こ
う
し
た
報
告
を
検
討
し
た
後
に
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
「
ア
フ
リ
カ
、
東
南

ア
ジ
ア
、
南
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
焼
畑
耕
作
民
が
す
ん
で
い
る
広
汎
な
区
域
は
、
過

少
開
発
だ
と
、
権
威
を
も
っ
て
判
定
で
き
る
」
（
℃
●
①
ω
）
と
結
論
づ
け
る
。
同
様

な
「
資
源
の
過
少
利
用
」
は
、
多
く
の
狩
猟
採
集
社
会
や
牧
畜
社
会
に
も
み
ら
れ

る
と
い
う
。
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そ
れ
な
ら
ば
「
労
働
力
の
過
少
利
用
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
サ
ー
リ
ン
ズ
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
資
源
の
過
少
利
用
」
よ
り
も
民
族
誌
学
者
の
目
を
引
い
て
き

た
し
、
し
た
が
っ
て
よ
り
容
易
に
証
明
で
き
る
。
レ
レ
族
や
ク
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
マ

ン
の
社
会
で
は
、
男
性
の
生
涯
就
労
期
間
は
短
く
、
若
年
労
働
力
が
寡
少
使
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
性
に
よ
る
分
業
に
も
、
一
般
的
に
い
っ
て
不
均
衡
が
み
ら
れ

る
。
「
片
方
の
性
の
利
用
可
能
な
労
働
力
が
、
不
釣
り
合
い
に
も
社
会
の
産
出
高

の
ほ
ん
の
一
部
を
調
達
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
」
（
勺
6
0
）
。
い
ず

れ
に
せ
よ
多
く
の
社
会
で
絶
対
的
な
労
働
時
間
の
少
な
さ
が
観
察
さ
れ
て
お
り
、

「
生
活
資
料
部
門
で
の
、
男
の
標
準
労
働
日
（
繁
忙
期
で
）
は
、
ベ
ン
バ
族
、
ハ

ワ
イ
島
民
あ
る
い
は
ク
ゥ
イ
ク
ル
族
で
は
た
っ
た
四
時
間
ほ
ど
、
ク
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ

マ
ン
あ
る
い
は
カ
バ
ウ
ク
族
で
は
六
時
間
ほ
ど
」
（
勺
．
謡
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た

社
会
で
は
、
「
労
働
外
」
の
時
間
は
、
儀
式
、
気
晴
ら
し
、
社
交
、
休
養
と
い
っ

た
活
動
に
あ
て
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
「
（
経
済
の
）
内
部
に
あ
り
、
そ

れ
に
し
た
が
っ
て
経
済
が
組
織
さ
れ
て
い
る
、
内
在
的
断
層
に
ほ
か
な
ら
」
（
℃
．

c。

n
）
ず
、
こ
う
し
た
経
済
は
「
過
熱
に
た
い
す
る
安
全
装
置
を
内
蔵
し
て
お
り
、

具
体
的
で
限
ら
れ
た
目
的
を
も
つ
経
済
」
（
℃
■
c
。
一
）
で
あ
る
。
な
ら
ば
そ
の
目
的

と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
生
産
者
の
生
計
の
た
め
の
、
使
用
の
た
め
の
生
産
」
（
勺
．

o。

ﾖ
）
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
「
過
少
利
用
」
に
続
き
、
サ
～
リ
ン
ズ
の
あ
げ
る
三
つ
の
特
徴

は
「
家
族
制
集
団
の
か
な
り
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
、
き
ま
っ
て
生
産
に
く
り
か

え
し
失
敗
す
る
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
イ
バ
ン
族
の
あ
る
村
に
関
す
る
調
査
で

は
、
二
五
世
帯
中
八
世
帯
が
、
基
準
消
費
量
の
米
を
収
穫
で
き
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
い
う
。
一
般
に
は
家
族
労
働
力
は
小
規
模
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
家
族
に
お

い
て
は
、
構
成
員
に
た
い
す
る
労
働
者
の
比
率
が
不
利
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

家
族
の
成
長
サ
イ
ク
ル
の
特
定
の
時
期
に
お
い
て
、
ど
の
家
族
も
こ
の
よ
う
な
状

況
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
社
会
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
必
ず
一
定
の

割
合
の
家
族
が
生
存
の
危
機
に
た
た
さ
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。

　
さ
て
、
現
象
面
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
過
少
生
産
」
お
よ
び
「
生
産
に
お
け

る
世
帯
の
周
期
的
失
敗
」
を
そ
の
特
徴
と
す
る
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
特
質
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
未
開
社
会
に
お
け
る
家

族
制
集
団
は
、
中
世
経
済
に
お
け
る
荘
園
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
会
社

に
等
し
い
そ
の
時
代
に
支
配
的
な
生
産
1
1
制
度
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
制
度
は
い

ず
れ
も
、
特
有
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
分
業
、
特
徴
的
な
経
済
目
的
な
い
し
は
究
極

目
的
、
特
有
の
所
有
形
態
、
生
産
単
位
間
の
明
確
に
限
定
さ
れ
た
社
会
関
係
と
交

換
関
係
、
…
…
を
と
も
な
っ
た
、
一
定
の
生
産
様
式
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
（
勺
●

㊤
一
）
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
特
質
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
生
産
様

式
」
と
い
う
分
析
的
な
概
念
を
構
成
し
て
い
る
上
記
の
諸
下
位
概
念
に
そ
っ
て
、

そ
の
な
か
み
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
特
質
を
、
次
の
六
点
に
お
い
て
示

す
。1

　
分
業

　
家
族
は
そ
れ
自
体
の
内
部
に
す
で
に
分
業
の
単
位
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち

婚
姻
に
よ
り
結
合
し
た
成
人
男
女
で
あ
る
。
「
成
人
の
男
女
の
通
常
の
活
動
が
、

共
同
で
連
帯
し
て
、
社
会
の
慣
行
的
な
労
働
を
実
際
に
全
部
や
っ
て
の
け
る
」

（
勺
．
逡
）
と
い
う
点
で
、
性
に
よ
る
分
業
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
専
門
化
を
こ
え
た
、

支
配
的
な
分
業
形
態
と
な
っ
て
い
る
。

2
　
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
生
産
の
過
程
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
道
旦
ハ
は
、
家
族
集
団
の
誰
も
が
用
い
る
こ

と
の
で
き
る
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
人
工
的
な
人
体
の
延
長
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

道
具
は
、
「
そ
れ
自
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
技
術
を
解
放
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
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間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
技
能
を
解
放
す
る
」
（
勺
b
①
）
。
だ
か
ら
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

道
具
1
1
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、
人
間
（
マ
ン
・
パ
ワ
ー
）
の
方
に
重
要
性
が
あ

る
。
こ
こ
か
ら
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
古

的
な
社
会
で
は
、
経
済
発
展
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
戦
略
は
、
社
会
1
1
政
治
的
圧
力

と
し
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
」
（
℃
b
◎
。
）
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
で
道
具
の
簡
素
さ
が
所
与
の
条
件
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
生
産
の
向
上
は
マ
ン
・
パ
ワ
ー
の
動
員
に
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後

に
述
べ
る
、
政
治
的
圧
力
に
よ
る
「
労
働
強
化
」
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。3

　
生
計
の
た
め
の
生
産

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
目
的
は
、
「
交
換
の
た
め
の
生
産
」
に
対
す
る
「
使

用
の
た
め
の
生
産
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、

《
使
用
の
た
め
の
生
産
》
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
解
釈
を
区
別
し
、
概

念
を
よ
り
厳
密
に
規
定
す
る
。
一
方
で
《
使
用
の
た
め
の
生
産
》
と
い
う
概
念
は

自
給
自
足
的
な
家
族
制
経
済
を
想
定
し
、
そ
の
結
果
「
家
族
制
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
」

の
状
況
、
す
な
わ
ち
交
換
の
不
在
と
い
う
現
実
に
反
し
た
仮
説
に
み
ち
び
か
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
経
済
で
も
（
「
未
開
経
済
」
で
も
）
、
交
換
は
存
在
し
て
い

る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
（
そ
の
よ
う
な
「
未
開
経
済
」
に
お
け
る
交
換

お
よ
び
《
交
換
の
た
め
の
生
産
》
も
）
生
計
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

利
潤
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
」
（
勺
．
Φ
㊤
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
使
用

の
た
め
の
生
産
」
と
い
う
概
念
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
《
使
用
の
た
め
の
生
産
》
（
初
め
の
解
釈
）
で
あ
る
だ
け

で
な
く
て
、
交
換
行
為
を
つ
う
じ
て
の
、
し
か
も
交
換
価
値
の
追
求
に
対
立
す
る

も
の
と
し
て
、
使
用
価
値
の
生
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
℃
・
O
㊤
）

　
近
代
資
本
主
義
に
特
徴
的
な
、
交
換
価
値
（
量
的
に
抽
象
的
な
富
、
貨
幣
）
を

追
求
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
無
限
定
な
目
標
を
設
定
し
て
い
る
「
交
換
の
た
め

の
生
産
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
家
族
制
生
産
様
式
」
は
、

有
限
な
目
的
を
も
つ
経
済
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
使
用
価
値
の
生

産
を
つ
う
じ
て
の
自
己
の
再
生
産
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
生
産
は
生
計
の

維
持
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4
　
所
有

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
お
い
て
は
、
各
家
族
の
資
源
へ
の
権
限
が
あ
る
程
度

自
律
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
資
源
へ
の
権
限
」
と
い
う
場
合
、
ま
ず
「
所
有
権
」

あ
る
い
は
「
保
有
権
」
と
、
「
使
用
権
」
を
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ー

リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
首
長
、
リ
ニ
ー
ジ
、
氏
族
と
い
っ
た
家
族
を
こ
え
る
社
会
的

構
成
体
が
、
家
族
と
同
時
に
資
源
へ
の
「
保
有
権
」
を
も
つ
場
合
で
も
、
そ
れ
は

「
家
族
と
そ
の
生
産
手
段
の
あ
い
だ
に
介
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

家
族
に
累
重
さ
れ
て
い
る
」
（
℃
．
一
一
〇
）
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
家

族
は
「
使
用
権
」
を
享
受
し
、
生
産
資
源
と
の
一
次
的
関
係
性
を
保
つ
。
ま
た
家

族
は
、
資
源
の
使
用
の
し
か
た
や
そ
こ
か
ら
あ
が
る
生
産
物
の
領
有
や
処
分
の
し

か
た
も
独
自
に
決
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
、
す
な
わ
ち
「
所
有
権
を
も
つ

集
団
や
共
同
体
の
一
員
と
し
て
家
族
が
、
社
会
資
源
の
自
分
の
分
け
前
を
、
直
接

に
独
立
し
て
、
自
ら
の
生
活
の
た
め
に
開
発
す
る
権
利
」
（
勺
ヒ
一
）
こ
そ
、
「
家

族
制
生
産
様
式
」
に
お
い
て
各
家
族
が
社
会
資
源
に
対
し
て
も
つ
権
限
で
あ
る
。

5
　
共
同
寄
託

　
　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
で
は
、
家
族
内
に
お
い
て
財
と
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
寄
託

が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
各
構
成
員
に
分
配
さ
れ
る
（
例
え
ば
、
共
食
儀
礼
）
。
こ

れ
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
家
族
内
で
は
性
や
年
令

に
も
と
づ
い
た
分
業
の
差
異
が
廃
棄
さ
れ
、
連
帯
性
が
確
認
さ
れ
る
。

他
方
で
は
反
対
に
、
分
配
の
圏
域
の
外
に
あ
る
他
の
家
族
と
の
差
異
が
認
識
さ
れ
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る
。6

　
ア
ナ
r
キ
～
と
離
散

　
こ
の
よ
う
な
生
産
様
式
を
と
る
社
会
に
お
い
て
、
一
つ
の
生
産
単
位
が
他
の
そ

れ
に
対
し
て
と
る
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
で
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、

「
近
代
社
会
に
み
ら
れ
る
分
業
に
よ
る
《
有
機
的
連
帯
》
に
た
い
す
る
、
産
業
化

以
前
の
社
会
の
《
機
械
的
連
帯
》
」
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
有
名
な
定
式
に
た

ち
か
え
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
単
位
は
形
式
的
に
は
連
帯

し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
範
囲
を
こ
え
る
こ
と
の
な
い
目

的
の
充
足
を
め
ざ
し
て
、
独
自
に
機
能
し
て
い
る
。
生
産
単
位
間
の
機
能
的
な
調

整
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
間
に
は
不
連
続
が
あ
る
。
そ
れ
を

一
歩
お
し
す
す
め
る
な
ら
ば
、
異
な
っ
た
利
害
を
も
つ
生
産
単
位
と
し
て
の
諸
家

族
は
、
容
易
に
離
散
し
て
し
ま
う
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
家
族
制
生
産
様
式
」
を

上
記
の
諸
特
質
に
よ
っ
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
生
産
様
式
に
も
と
づ

い
た
社
会
は
、
そ
の
内
部
に
離
散
的
傾
向
と
ア
ナ
ー
キ
r
を
ひ
め
た
脆
く
て
崩
れ

や
す
い
も
の
で
あ
る
と
、
理
論
的
に
は
い
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
そ
の
内

に
矛
盾
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
「
反
社
会
の
う
え
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
社
会
で
あ
る
」

（
勺
●
一
〇
心
）
と
サ
ー
リ
ン
ズ
は
い
う
。

　
さ
て
こ
こ
ま
で
で
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
よ
る
生
産
は
、
現
象
と
し
て
過

少
生
産
を
示
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
資
源
の
過
少
利
用
と
、
労
働
の
過
少
利

用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
コ
定
の
家
族
が
周
期
的
に

生
産
に
失
敗
す
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
述
べ
た
。

　
次
い
で
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
い
う
分
析
概
念
を
構
成
し
て
い
る
諸
特
質

に
つ
い
て
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ω
　
家
族
内
に
お
け
る
性
に
よ
る
分
業
、

②
　
マ
ン
・
パ
ワ
ー
に
依
存
し
た
単
純
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
～
、
㈹
　
家
族
の
生
計
の

た
め
の
生
産
と
い
う
限
ら
れ
た
目
的
、
㈲
　
家
族
が
資
源
を
独
立
し
て
開
発
す
る

権
莉
、
⑤
　
家
族
内
に
お
け
る
共
同
寄
託
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
理
論

的
に
、
⑥
　
こ
の
よ
う
な
生
産
様
式
の
う
え
に
成
り
立
つ
社
会
は
、
内
部
に
離
散

的
傾
向
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
「
家
族
制
生
産
様
式
」
は
、
「
反
社
会
的
」

な
生
産
様
式
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で
で
は
分
析
の
里
程
の
半
ば
ま
で
し
か
至
っ
て
い
な
い
。

「
未
開
社
会
は
、
反
社
会
の
う
え
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
勺
幽
δ
幽
）
と
い
う

レ
ト
リ
カ
ル
な
言
明
の
内
に
、
す
で
に
次
の
問
い
が
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
も
つ
離
散
性
は
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か
、

「
社
会
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
サ
！
リ

ン
ズ
の
議
論
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

㈲
　
家
族
制
生
産
様
式
の
理
論
　
2

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
は
二
重
の
矛
盾
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
家

族
制
集
団
と
い
う
脆
弱
な
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
生
産
力
に
限
界

が
あ
り
、
各
世
帯
は
生
産
の
失
敗
と
い
う
危
機
に
陥
り
や
す
い
。
第
二
に
、
「
社

会
」
と
い
う
よ
り
上
位
の
構
成
体
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
家
族
制
集
団
は
自
律
的
で

あ
る
た
め
に
、
離
散
的
に
な
り
や
す
い
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
社
会
的
結
合
は

「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
も
と
つ
く
家
族
制
集
団
に
と
っ
て
、
外
在
的
な
拘
束
と

し
て
現
れ
る
。
し
か
し
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
矛
盾
は
第
二
の
矛
盾
に

よ
っ
て
希
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
産
の
失
敗
」
が
「
社
会
の
出
現
」
に
よ
っ

て
補
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
社
会
の
出
現
」
は
ま
ず
「
労
働
の
強
化
」

と
そ
れ
に
よ
る
「
余
剰
生
産
物
」
の
生
産
、
そ
し
て
そ
れ
の
他
世
帯
へ
の
分
配
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

　
サ
ー
リ
ン
ズ
は
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
い
う
概
念
の
も
つ
数
学
的
意
味
を
、
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「
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
ブ
の
規
則
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す

る
。
こ
れ
は
革
命
前
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
な
さ
れ
た
小
農
家
族
に
関
す
る
調
査
か

ら
、
A
・
V
・
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
ブ
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
「
使
用
の
た
め
の
あ
る
世
帯
生
産
シ
ス
テ
ム
が
あ
た
え
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
労
働
者
一
人
当
た
り
の
労
働
強
度
は
、
家
族
制
（
世
帯
）
に
お
け
る
労
働
者

数
に
た
い
す
る
消
費
者
数
の
比
率
に
正
比
例
し
て
増
大
す
る
」
（
℃
．
一
b
。
O
）
。
こ
こ

で
、
a
．
各
世
帯
に
お
け
る
生
産
物
の
消
費
量
は
各
世
帯
の
消
費
者
数
に
正
比
例

す
る
、
b
。
各
世
帯
の
生
産
物
の
収
穫
量
は
投
入
さ
れ
た
労
働
の
労
働
強
度
に
正

比
例
す
る
、
さ
ら
に
。
．
各
世
帯
の
利
用
し
う
る
土
地
資
源
は
限
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
d
．
労
働
力
は
各
世
帯
内
部
の
労
働
者
の
み
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
前

提
す
る
な
ら
ば
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
い
う
概
念
に
た
い
し
て
こ
の
規
則
の

も
つ
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
生
計
の
基
準
は
、
最
大
限
に
効
率
の
よ
い
世
帯

に
照
準
し
て
設
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
多
数
の
世
帯
の
到
達
範
囲
内

の
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
有
能
な
労
働
力
の
中
の
一
定

の
潜
在
力
が
徒
費
さ
れ
て
い
る
」
（
勺
●
δ
O
）
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
消
費

者
数
に
比
し
て
労
働
者
数
の
多
い
世
帯
の
消
費
者
一
人
当
た
り
に
換
算
し
た
作
物

の
生
産
高
は
、
消
費
者
数
に
比
し
て
労
働
者
数
の
も
っ
と
も
少
な
い
世
帯
の
そ
れ

と
等
し
く
、
し
た
が
っ
て
前
者
で
は
（
あ
る
い
は
理
屈
の
う
え
で
は
後
者
を
除
く

す
べ
て
の
世
帯
に
お
い
て
）
、
労
働
力
が
過
少
利
用
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、

み
ず
か
ら
の
世
帯
の
適
正
消
費
量
以
上
に
は
生
産
物
を
生
産
し
な
い
、
そ
の
た
め

に
働
か
な
い
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
を
と
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
各
世

帯
が
こ
の
理
論
上
の
直
線
の
上
に
実
際
に
配
置
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
各
世
帯
は
ま

さ
に
「
生
計
の
た
め
の
生
産
」
と
い
う
限
ら
れ
た
目
的
に
そ
っ
て
、
労
働
力
を
過

少
利
用
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
北
ロ
r
デ
シ

ア
の
マ
ズ
ル
i
族
と
西
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
カ
バ
ウ
ク
族
の
デ
ー
タ
か
ら
、
次
の
こ

と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
程
度
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

一
方
で
は
理
論
上
の
直
線
の
下
に
位
置
す
る
世
帯
群
が
あ
り
、
他
方
で
は
理
論
上

の
直
線
の
は
る
か
上
に
位
置
す
る
世
帯
主
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

直
線
の
下
に
位
置
す
る
世
帯
群
は
、
世
帯
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
だ

け
の
生
産
物
を
産
出
し
て
お
ら
ず
、
飢
え
の
危
機
に
み
ま
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
他
方
直
線
の
う
え
に
位
置
す
る
世
帯
群
は
、
余
剰
労
働
力
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
己
の
世
帯
の
生
計
の
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
以
上
の
生
産
物
を
生

産
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
社
会
が
、
こ
の
よ
う
な
世

帯
間
の
不
均
衡
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
続
し
続
け
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
後
者

・
か
ら
前
者
へ
の
余
剰
生
産
物
の
流
れ
が
、
容
易
に
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実

マ
ズ
ル
i
族
で
は
、
「
（
生
産
に
失
敗
し
た
家
族
は
）
ま
さ
し
く
他
の
家
族
に
依
存

で
き
る
こ
と
が
前
も
っ
て
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
失
敗
で
き
た
」

　
（
勺
』
ω
G
o
）
の
だ
し
、
カ
バ
ウ
ク
族
で
は
「
一
方
の
端
に
は
、
ビ
ッ
グ
マ
ン
な
い

し
そ
の
志
望
者
と
一
党
が
集
ま
っ
て
、
生
産
を
突
然
活
気
づ
か
せ
…
…
他
端
に
は

ビ
ッ
グ
マ
ン
を
称
賛
し
、
他
人
の
野
心
に
甘
ん
じ
て
寄
食
す
る
人
々
が
集
ま
っ
て

く
る
」
（
勺
．
一
ω
㎝
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
社
会
に

お
い
て
も
、
現
実
は
そ
の
理
念
型
か
ら
逸
脱
し
、
そ
れ
に
本
来
含
ま
れ
て
い
る
は

ず
の
離
散
的
傾
向
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
矯
め
ら
れ
る
。
労
働
強
化
に
よ
っ
て
生
産

さ
れ
る
余
剰
生
産
物
の
移
転
／
贈
与
が
、
離
散
的
な
各
家
族
集
団
間
に
模
を
打
ち
、

「
社
会
」
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
労
働
の
強
化

と
余
剰
生
産
物
の
移
転
を
う
な
が
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

　
サ
ー
リ
ン
ズ
は
こ
の
問
い
に
、
二
つ
の
答
え
を
用
意
す
る
。
ひ
と
つ
は
親
族
シ

ス
テ
ム
で
あ
り
、
他
は
政
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
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親
族
シ
ス
テ
ム
は
、
二
重
の
や
り
方
で
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
過
少
生
産
を

は
ば
む
。
ま
ず
第
一
に
、
親
族
シ
テ
ム
は
、
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
間
の
相
互
性

の
義
務
に
も
と
づ
き
、
労
働
資
源
の
よ
り
多
い
世
帯
に
労
働
強
化
の
圧
力
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
余
剰
生
産
物
が
生
産
さ
れ
、
労
働
資
源
の
少

な
い
世
帯
に
移
転
さ
れ
る
。
第
二
に
、
親
族
シ
ス
テ
ム
は
、
地
域
資
源
の
集
約
的

な
開
発
を
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
資
源
の
過
少
利
用
を
は
ば
む
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
親
族
シ
ス
テ
ム
は
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
あ
る
二
重
の

矛
盾
（
世
帯
生
産
の
不
安
定
性
と
社
会
の
離
散
性
）
を
の
り
こ
え
る
。
け
れ
ど
も

生
産
様
式
が
家
族
制
経
済
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
「
社
会
」
と
「
世
帯
」
の

間
の
矛
盾
は
存
在
し
続
け
、
危
機
的
な
状
況
に
お
い
て
分
節
的
な
世
帯
間
の
割
れ

目
が
突
如
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
サ
ー
リ
ン
ズ
は
い
う
。

　
未
開
社
会
が
進
化
す
る
に
つ
れ
て
、
家
族
制
経
済
の
統
制
は
、
親
族
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
も
の
か
ら
政
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
へ
と
移
行
す
る
。
後
者
の
社
会
に

お
い
て
は
、
権
力
を
も
つ
首
長
が
、
家
族
制
経
済
の
自
己
本
位
性
に
対
立
し
て

「
公
共
の
経
済
原
則
を
、
人
格
化
」
す
る
。

　
「
家
族
制
生
産
様
式
」
と
政
治
シ
ス
テ
ム
の
間
の
関
係
を
、
サ
ー
リ
ン
ズ
は
次

に
よ
う
に
述
べ
る
。
「
家
族
制
生
産
様
式
に
本
来
的
な
性
向
で
あ
る
、
遠
心
的
傾

向
を
、
政
治
が
否
定
で
き
る
か
ど
う
か
に
、
一
切
は
か
か
っ
て
い
る
。
い
い
か
え

る
と
、
…
…
所
与
の
社
会
が
そ
の
生
産
能
力
の
限
界
ま
で
に
近
づ
い
て
ゆ
け
る
か

ど
う
か
は
、
次
の
二
つ
の
あ
い
争
う
政
治
原
理
の
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
し
め
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
家
族
制
生
産
様
式
に
か
き
こ
ま
れ
た
遠
心

的
分
散
の
原
理
…
…
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
階
層
制
と
同
盟
と
い
う
卓
越
し
た
制

度
が
つ
く
り
だ
す
社
会
的
合
意
…
…
の
原
理
。
」
（
℃
」
詔
）

　
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
社
会
的
合
意
の
原
理
」
を
あ
ら
わ
し
、
「
公
共
の

経
済
原
則
を
人
格
化
す
る
」
権
力
者
で
あ
る
首
長
は
、
そ
の
対
極
に
た
つ
家
族
制

経
済
に
も
と
つ
く
「
ア
ナ
ー
キ
ー
な
社
会
？
」
の
中
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
（
首
長
の
政
治
的
）
権
威
組
織
は
、
親
族
制
の
次
元

と
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
経
済
的
影
響
力
は
、
親
族
機
能
の
徹
底
化
と
し

て
、
も
っ
と
も
よ
く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
（
℃
」
㎝
ω
）
。
「
親
族
制
と
は
、

相
互
性
、
相
互
扶
助
の
社
会
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
勺
．
一
繍
）
の
で
あ
る
か

ら
、
「
親
族
制
機
能
の
徹
底
化
」
と
は
「
親
族
制
の
い
っ
そ
う
高
い
形
態
を
い
み

し
、
し
た
が
っ
て
、
相
互
性
と
き
っ
ぷ
の
よ
さ
の
よ
り
高
い
形
態
を
い
み
す
る
も

の
」
（
勺
●
δ
ω
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
「
相
互
性
と
き
っ
ぷ
の
よ
さ
」
が
権
力
者
を
生
み
だ
す
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
贈
与
が
帯
革
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
貰
い
手
は
贈
り
手
に

た
い
し
て
、
用
心
深
く
敏
感
な
関
係
を
解
消
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
「
気
前
の
よ
さ
が
、
…
…
債
務
の
お
し
つ
け
」
（
勺
．
一
念
）
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
贈
り
手
1
1
貰
い
手
と
い
う
経
済
的
な
関
係
が
、
リ
ー
ダ
ー

1
1
配
下
と
い
う
政
治
的
な
関
係
に
転
化
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
原
初
的
な
首
長
制
は
、
権
力
志
向
者
自
身
の
労
働
強
化
と
余
剰

生
産
か
ら
始
ま
る
。
権
力
関
係
と
い
う
非
対
称
的
な
社
会
1
1
政
治
的
関
係
は
、
リ
r

ダ
ー
か
ら
配
下
に
な
さ
れ
る
贈
与
と
、
そ
れ
に
よ
り
生
ず
る
債
務
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
枠
を
越
え
、
そ

の
経
済
的
内
向
性
を
の
り
こ
え
て
、
機
能
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の

よ
う
な
首
長
制
で
は
、
余
剰
生
産
物
は
首
長
世
帯
の
労
働
強
化
（
あ
る
い
は
、
自

己
搾
取
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
限
ら
れ
た

余
剰
生
産
物
を
贈
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
の
統
制
下
に
お
く
こ
と
の
で
き
る

社
会
的
な
範
囲
も
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
原
初
的
な
首
長
制
の
対
極
に
、
他
者
の
余
剰
生
産
を
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搾
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
本
来
の
意
味
で
の
首
長
制
が
あ
る
。
こ
こ
に
、

結
果
的
に
は
対
称
的
な
二
つ
の
権
力
形
態
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
は
、

自
己
搾
取
に
も
と
つ
く
余
剰
生
産
物
を
生
産
し
、
そ
れ
を
一
方
的
に
気
前
よ
く
与

え
る
こ
と
で
、
個
人
的
な
尊
敬
を
享
受
す
る
首
長
。
他
方
で
は
、
構
造
的
に
さ
ず

け
ら
れ
た
指
揮
権
を
も
ち
、
民
衆
の
余
剰
生
産
を
搾
取
す
る
首
長
。
け
れ
ど
も
、

サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
権
力
形
態
は
、
共
に
権
力
の
正
当
化
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
そ
の
根
底
に
、
経
済
的
な
相
互
性
を
お
い
て
い
る
と
い
う

点
で
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
気
前
の
よ
い
贈
与
が
権
力
の
社
会

的
不
平
等
を
打
ち
消
す
。
他
方
で
は
、
民
衆
か
ら
の
余
剰
生
産
物
の
搾
取
が
、
首

長
か
ら
の
再
分
配
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
そ
の
基
礎
に
、
余

剰
生
産
物
の
贈
与
や
分
配
を
お
く
こ
と
で
、
「
家
族
制
生
産
様
式
」
に
お
け
る
労

働
強
化
と
生
産
の
刺
激
剤
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
が
組
織
す
る
こ

と
の
で
き
る
社
会
的
な
範
囲
は
、
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
。

　
さ
て
、
自
己
搾
取
に
よ
っ
て
権
力
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
原
初
的
な
首
長
の

対
極
に
は
、
他
者
の
搾
取
に
よ
っ
て
物
質
的
な
利
益
を
手
に
入
れ
る
進
ん
だ
形
の

首
長
制
度
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
進
ん
だ
形

の
首
長
制
に
も
限
界
が
課
さ
れ
て
い
る
。
サ
ー
リ
ン
ズ
は
、
ハ
ワ
イ
の
首
長
制
を

例
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
世
帯
経
済
に
も
と
づ
い
て
い
る
首
長
の
徴

収
権
に
は
、
こ
の
社
会
の
親
族
布
置
と
合
致
し
た
道
徳
的
限
界
が
課
さ
れ
て
い
る
。

…
…
あ
る
限
界
ま
で
、
首
長
は
当
然
徴
収
す
べ
き
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

を
こ
え
る
と
、
高
圧
的
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
」
（
勺
■
ミ
ω
）
。
こ
の
よ
う
な
限
界

を
こ
え
て
搾
取
を
お
こ
な
う
首
長
は
、
反
乱
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
、
か
わ
っ
て
よ
り

良
い
（
気
前
の
よ
い
）
首
長
が
王
位
に
つ
く
。
こ
の
よ
う
な
反
乱
は
、
表
面
的
に

は
、
有
力
首
長
と
そ
の
各
支
配
地
区
と
の
争
乱
と
い
う
形
を
と
る
が
、
そ
の
底
に

は
、
自
己
の
生
計
の
維
持
を
目
的
と
す
る
家
族
制
生
産
様
式
と
、
そ
の
潜
在
的
な

生
産
力
を
開
発
し
て
、
社
会
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
の
間
の
、
よ

り
本
質
的
な
角
逐
が
あ
る
。
だ
か
ら
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
家
族
制
生
産
様

式
」
と
い
う
生
産
様
式
自
体
が
の
り
こ
え
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
こ
か
ら
現
れ
た
権

力
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
社
会
も
、
生
産
様
式
に
あ
る
離
散
的
傾
向
に
よ
っ
て
、

常
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
が
サ
ー
リ
ン
ズ
の
家
族
制
生
産
様
式
の
理
論
に
つ
い
て
の
概
略
で

あ
る
。
当
初
の
問
題
設
定
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ー
リ
ン
ズ
の
議
論
は
、
1
．

生
産
様
式
と
い
う
社
会
の
「
下
部
構
造
」
か
ら
と
き
お
こ
し
、
そ
こ
か
ら
2
．
権

力
の
出
現
と
、
そ
れ
に
よ
る
社
会
の
組
織
化
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

点
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
分
析
視
角
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族
制
生
産
様

式
の
過
少
生
産
と
い
う
特
徴
自
体
が
、
裏
返
せ
ば
余
剰
生
産
物
の
潜
在
的
な
生
産

力
に
つ
い
て
も
の
が
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
潜
在
力
を
顕
在
化
し
、
余

剰
生
産
物
を
贈
与
、
ま
た
は
分
配
す
る
と
こ
ろ
に
、
権
力
と
社
会
の
出
現
の
契
機

が
あ
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
分
析
視
角
が
そ
の
射
程
内
に
お
い
て
い
る
い
わ
ゆ
る

「
未
開
社
会
」
で
は
、
生
産
様
式
の
あ
り
か
た
は
、
人
々
の
形
成
す
る
社
会
シ
ス

テ
ム
と
、
そ
の
環
境
で
あ
る
生
態
的
シ
ス
テ
ム
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
形
成

さ
れ
る
二
次
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
生
業
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
、
規

定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
サ
ー
リ
ン
ズ
の
仮
説

を
こ
え
て
、
そ
れ
が
提
起
す
る
問
題
を
探
っ
て
い
く
ひ
と
つ
の
方
向
と
し
て
、
生

態
的
な
環
境
と
、
そ
れ
へ
の
適
応
様
式
で
あ
る
生
業
シ
ス
テ
ム
が
、
サ
ー
リ
ン
ズ

の
提
起
し
た
「
家
族
制
生
産
様
式
」
の
理
念
型
に
強
い
バ
イ
ア
ス
を
あ
た
え
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
生
産
様
式
を
も
つ
民
族
集
団
の
、
「
社
会
」
と
「
権
力
」
に
つ

い
て
分
析
を
加
え
て
み
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
家
族
制
生
産
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様
式
」
の
理
論
の
明
示
的
な
適
用
範
囲
を
み
き
わ
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
権
刀
、

あ
る
い
は
社
会
と
い
っ
た
現
象
に
た
い
し
て
も
つ
よ
り
一
般
的
な
意
味
を
、
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
形
で
よ
り
明
瞭
に
呈
示
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
次
章
以
下
、
エ
チ
オ
ピ
ア
西
南
部
の
ク
シ
系
農
牧
民
ダ
サ
ネ
チ
を
事
例
と
し
て
、

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
試
み
た
い
。

2

ダ
サ
ネ
チ
の
生
業
シ
ス
テ
ム
と
社
会

ω
　
環
境

　
エ
チ
オ
ピ
ア
高
原
に
端
を
発
し
南
へ
流
れ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
西
南
部
最
大
の
川
オ

モ
川
は
、
大
き
な
蛇
行
を
何
回
か
く
り
か
え
し
、
や
が
て
ケ
ニ
ア
国
境
付
近
で
ト
ゥ

ル
カ
ナ
湖
に
流
れ
こ
む
。
ダ
サ
ネ
チ
（
H
）
9
0
9
の
O
口
①
け
O
げ
）
は
、
こ
の
ト
ゥ
ル
カ
ナ

湖
北
岸
、
オ
モ
川
の
河
口
に
住
む
牧
畜
農
耕
民
で
あ
る
。
人
ロ
は
約
一
五
、
○
○

○
人
、
そ
の
テ
リ
ト
リ
ー
は
北
緯
四
度
か
ら
五
度
の
間
、
東
経
三
六
度
に
位
置
し
、

約
二
、
三
〇
〇
㎞
の
広
さ
を
も
つ
。
住
居
地
域
の
標
高
は
三
七
五
m
で
、
半
乾
燥

の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
あ
る
。
降
水
量
は
年
間
二
〇
〇
㎜
か
ら
六
〇
〇
㎜
と
少
な
く
、

し
か
も
不
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
毎
年
く
り
か
え
さ
れ
る
オ
モ
川
と
ト
ゥ
ル
カ

ナ
湖
の
氾
濫
に
よ
っ
て
肥
沃
な
土
壌
が
運
び
こ
ま
れ
る
た
め
、
低
地
で
は
耕
作
と

牧
畜
が
可
能
で
あ
る
。

　
ダ
サ
ネ
チ
の
テ
リ
ト
リ
ー
は
、
東
西
を
リ
ッ
ジ
と
丘
に
は
さ
ま
れ
た
平
坦
な
細

長
い
平
野
で
あ
り
、
オ
モ
川
に
よ
っ
て
東
西
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
東
岸
は
西
岸

よ
り
も
低
く
、
主
た
る
冠
水
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
植
生
は
豊
富
で
あ
り
、
農
耕

地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
、
最
良
の
牧
草
地
で
も
あ
る
。
西
岸
は
東
岸
と
異
な

り
、
雨
に
よ
っ
て
し
か
給
水
さ
れ
な
い
。
ま
ば
ら
な
ブ
ッ
シ
ュ
の
は
え
る
半
乾
燥

地
域
で
、
主
と
し
て
放
牧
に
利
用
さ
れ
る
。
ダ
サ
ネ
チ
は
こ
の
西
岸
に
住
み
、
農

1966－1972　（mm）年間降水量表1

年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1966
一 一 一 一 一

0 1 65 35 0 31 0

1967 9 1 75 40 88 16 128 0 4
一 一 一

1968 2 131 35 11 0 13 0
一

0
一 ｝ 一

1969
一 一 一 一 一 一

0 0
一

59 44 0

1970 45 45 42 140 19 0 0 1 0 15 1 24

1971 13 0 6 78 49
一

0
一 一 一

0 76

1972 7 ‘15 20 82 46 49 0 0 22 62 69 6
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繁
期
に
の
み
東
岸
に
移
る
。

　
オ
モ
川
で
は
漁
労
も
行
わ
れ
る
が
、
ダ
サ
ネ
チ
は
一
般
に
漁
労
を
嫌
い
、
農
業
．

と
牧
畜
を
尊
重
す
る
。
こ
と
に
ダ
サ
ネ
チ
は
牛
に
た
い
し
て
強
い
愛
着
を
も
っ
て

お
り
、
自
ら
を
牧
畜
民
と
み
な
し
て
い
る
。
ダ
サ
ネ
チ
社
会
の
経
済
は
、
こ
う
し

た
、
オ
モ
川
河
口
に
展
開
さ
れ
る
農
耕
活
動
と
牧
畜
活
動
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
。

②
　
生
態
的
条
件
と
資
源
の
利
用

　
ダ
サ
ネ
チ
の
主
た
る
生
業
で
あ
る
農
耕
と
牧
畜
は
、
二
つ
の
自
然
の
要
因
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
オ
モ
川
の
氾
濫
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
雨
で

あ
る
。

　
毎
年
く
り
か
え
さ
れ
る
オ
モ
川
の
氾
濫
は
、
ダ
サ
ネ
チ
ラ
ン
ド
の
低
地
、
こ
と

に
オ
モ
川
の
東
岸
に
、
肥
沃
な
土
壌
と
水
を
も
た
ら
す
。
そ
の
た
め
オ
モ
川
東
岸

で
は
農
耕
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
豊
か
な
植
生
と
あ
い
ま
っ
て
最
適
の
牧
草
地
を

提
供
す
る
。
ま
た
雨
季
の
雨
は
、
オ
モ
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
は
冠
水
し
な
い
オ
モ

川
西
岸
に
給
水
し
、
牧
畜
を
可
能
に
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
雨
は
同
時
に
、
東
岸

で
栽
培
さ
れ
る
作
物
を
損
な
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
自
然
の
要
因
と
、

二
つ
の
生
業
形
態
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

オモ川の氾濫

　　　雨

　　　　　　　農拶｝
　　　　，ツ璽

　　ノ　ノノ

話一一一一一→　牧畜

一一→　プラスの影響

一一一→　マイナスの影響

　
こ
う
し
た
自
然
の
要
因
が
、
ダ
サ
チ
ネ
の
生
業
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
規
定

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
　
農
耕
活
動
と
自
然
の
要
因
　
1
　
（
氾
濫
の
不
規
則
性
）

　
オ
モ
川
は
西
南
部
エ
チ
オ
ピ
ア
最
大
の
川
で
あ
り
、
標
高
二
、
○
○
O
m
か
ら

三
、
○
○
O
m
の
あ
た
り
を
集
水
域
と
し
て
い
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
高
地
の
雨
を
集

め
た
オ
モ
川
は
、
南
部
の
河
口
地
域
で
は
、
五
月
頃
か
ら
水
位
の
上
昇
が
始
ま
り
、

八
月
に
最
高
に
達
し
、
氾
濫
す
る
。
こ
の
氾
濫
に
よ
っ
て
冠
水
す
る
地
域
が
ダ
サ

ネ
チ
の
主
要
な
耕
作
地
と
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
か
な

り
不
規
則
で
あ
る
。

　
a
．
ま
ず
第
一
に
、
氾
濫
に
よ
っ
て
冠
水
す
る
地
域
が
年
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
。
ダ
サ
ネ
チ
が
「
低
い
川
（
ざ
≦
霞
耀
く
①
『
）
」
と
呼
ぶ
氾
濫
の
年
は
、
最

も
低
い
地
域
し
か
冠
水
し
な
い
。
逆
に
「
大
き
な
川
（
げ
お
別
才
興
）
」
と
呼
ば
れ

る
氾
濫
の
年
は
、
広
大
な
地
域
が
冠
水
す
る
。

　
b
．
次
に
、
水
位
の
上
昇
と
下
降
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
年
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
。
水
位
の
上
昇
の
最
も
早
い
と
き
は
二
月
に
始
ま
り
最
も
遅
い
と
き
は
十
一

月
に
始
ま
る
。

　
c
．
ま
た
、
氾
濫
に
よ
る
冠
水
の
期
間
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
。
最
も
短
い
と

き
は
二
週
間
で
終
わ
る
が
、
最
も
長
い
と
き
は
四
カ
月
に
も
お
よ
ぶ
。

　
d
．
そ
し
て
、
水
位
の
上
昇
と
下
降
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
（
b
）
、
冠
水
の
期
間
の

長
さ
も
（
c
）
、
冠
水
す
る
地
域
の
規
模
（
a
）
を
予
測
す
る
て
だ
て
と
は
な
ら
な
い
。

　
e
．
以
上
の
よ
う
な
年
ご
と
の
氾
濫
の
不
規
則
さ
に
加
え
て
、
よ
り
長
期
的
に

み
る
な
ら
ば
、
ト
ゥ
ル
カ
ナ
湖
の
水
位
自
体
大
き
な
変
動
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

バ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
な
ら
ば
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
五
五
年
の
間
、
デ
ル
タ
地

帯
の
湖
岸
は
約
六
〇
㎞
後
退
し
、
デ
ル
タ
地
帯
内
だ
け
で
も
八
○
○
雌
以
上
の
土
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1965－1971冠水の時期・期間・規模表2

年 1 2 3 4 5 6　7　8　9 10　11 12 規模

1965 ◆◇◇◆◇◇ 1j、

1966 ◆◇ 小

1967 ◆◆◇◆◆◆◇◆◆◇◆◇◇◇ 大

1968 ◆◆◇◆◇◆ 小

1969 ◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◇◇◇◆ 中

1970 ◆◆◇◆◆◆◆◆◇◆◆◆◆◆ 大

1971 ◆◇ 小

◆◇斡◇◆　最高水位の期間

地
が
現
れ
た
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
一
八
八
八
年
か
ら
一
八
九
五
年
の
間
は
二
〇
〇

虚
の
土
地
が
浸
水
し
て
お
り
、
ま
た
、
一
九
六
二
年
か
ら
一
九
六
五
年
の
間
に
は

再
び
お
よ
そ
三
五
〇
虚
の
地
域
が
浸
水
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
耕
作
適
地
は
、
年
ご
と
の
短
期
的
な
観
点
か
ら
も
、
よ
り
い
っ
そ

う
の
長
期
的
観
点
か
ら
も
、
変
動
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

　
ダ
サ
ネ
チ
は
オ
モ
川
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
r
ル
で
き
な
い
以
上
、
何
ら
か
の
か

た
ち
で
こ
う
し
た
氾
濫
の
不
規
則
性
と
予
測
不
可
能
性
に
対
処
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

豆
　
農
耕
活
動
と
自
然
の
要
因
　
2
　
（
河
岸
台
地
と
冠
水
低
地
）

　
ダ
サ
ネ
チ
は
氾
濫
に
よ
る
冠
水
地
域
を
、
蝕
Φ
δ
と
呼
ば
れ
る
「
河
岸
台
地

（
弓
一
く
Φ
同
　
σ
9
口
犀
）
」
と
、
げ
鶏
と
呼
ば
れ
る
「
冠
水
低
地
（
冒
巷
α
象
巴
臨
讐
）
」

に
区
別
し
て
い
る
。
「
河
岸
台
地
」
は
川
沿
い
に
あ
り
、
川
よ
り
高
く
、
規
則
的

に
冠
水
す
る
地
域
で
あ
る
。
面
積
は
小
さ
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
「
冠
水
低
地
」

は
、
川
や
湖
に
近
く
な
く
、
川
よ
り
も
低
い
冠
水
地
域
で
あ
る
。
水
路
に
よ
り
水

を
引
き
、
面
積
は
大
き
い
。

　
冠
水
地
域
の
こ
の
二
つ
の
区
別
は
、
ダ
サ
ネ
チ
の
農
耕
活
動
に
と
っ
て
大
き
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ダ
サ
ネ
チ
の
農
耕
牧
畜
サ
イ
ク
ル
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
ダ
サ
ネ
チ
の
栽
培
す
る
作
物
は
、
ソ
ル
ガ
ム
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
マ
メ
な
ど
で

あ
る
が
、
中
で
も
ソ
ル
ガ
ム
は
全
穀
物
の
8
0
％
を
占
め
る
最
も
重
要
な
穀
物
で
あ

る
。
ソ
ル
ガ
ム
は
早
期
に
播
種
し
（
八
～
九
月
初
旬
）
収
穫
さ
れ
る
（
十
二
月
～

一
月
初
旬
）
も
の
と
、
そ
れ
よ
り
も
遅
く
播
種
し
（
十
月
～
十
一
月
）
収
穫
さ
れ

る
（
二
月
～
三
月
）
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
二
回
収
穫
さ
れ
、
三
度
め
に
成
長
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し
て
出
て
く
る
茎
は
、
家
畜
の
飼
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
こ
の
早
期
お
よ
び
晩

期
と
い
う
ふ
た
つ
の
農
耕
活
動
の
舞
台
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
記
の
「
河
岸
台
地
」
と

「
冠
水
低
地
」
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
河
岸
台
地
」
は
川
よ

り
も
高
い
位
置
に
あ
る
た
め
、
水
の
引
く
の
が
早
い
。
そ
の
た
め
早
期
の
播
種
が

可
能
な
の
で
あ
る
。
面
積
が
少
な
い
た
め
収
穫
も
わ
ず
か
だ
が
、
乾
季
直
後
の
食

物
の
欠
乏
し
て
い
る
時
期
（
ダ
サ
ネ
チ
は
「
欠
乏
の
月
」
と
い
う
）
に
、
貴
重
な

収
穫
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
冠
水
低
地
」
は
水
の
引
き
が
遅
い
た
め
、

播
種
お
よ
び
収
穫
も
遅
く
な
る
。
け
れ
ど
も
雨
季
の
前
に
な
さ
れ
る
こ
の
収
穫
は
、

播
種
面
積
が
広
い
た
め
豊
富
な
穀
物
を
も
た
ら
し
、
ダ
サ
ネ
チ
は
し
ば
ら
く
の
問

「
豊
富
な
月
」
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
冠
水
地
域
で
展
開
さ
れ
る
農
耕
活
動
を
規

定
す
る
ふ
た
つ
の
自
然
の
要
因
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
オ
モ
川

の
氾
濫
と
そ
れ
に
よ
る
冠
水
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
雨
季
の
大
雨
で
あ
る
。

冠
水
は
、
ソ
ル
ガ
ム
の
発
芽
に
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
水
が
引
か
ね

ば
播
種
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
雨
季
に
降
る
大
雨
は
、
主
た
る
農
耕

地
で
あ
る
オ
モ
川
の
東
岸
と
デ
ル
タ
地
帯
を
沼
に
変
え
、
作
物
を
だ
め
に
し
て
し

ま
う
。
だ
か
ら
、
ダ
サ
ネ
チ
の
農
耕
期
間
と
収
穫
は
、
こ
の
二
つ
の
要
因
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
冠
水
の
水
の
引
き
が
遅
い
か
、
雨
季
の
大
雨
の
到

来
が
早
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
の
条
件
が
重
な
っ
た
場
合
、
農
耕
期
間
は
’

短
く
な
り
、
収
穫
は
少
な
い
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
氾
濫
に
よ
る
冠
水
の
面

積
に
よ
っ
て
も
、
収
穫
は
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
自
然
条
件
は
、
ダ
サ
ネ
チ
に
と
っ
て
予
測

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
不
安
定
な
環
境
の
中
で
、
ダ
サ
ネ
チ
は
ど

の
よ
う
な
適
応
戦
略
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、

「
河
岸
台
地
」
で
あ
る
。

農耕・牧畜カレンダー表3

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　11　12

農耕

　　　　　　　　河岸台地　　◆◆◆◆◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◎◎

@　　　　　　　　　　冠水低地　　　軸◆◆◆◇◇◇◇◇◇◇

栫栫栫栫掾掾掾掾

牧畜 　　　　　←　　　西岸での放牧　　　　　→

穴ﾝでの放牧→　　　　　　　　　　　　　　　←

食糧 豊富　　　　　　／　　　　　　欠乏

収穫期◎◎◎◎成育期◇◇◇◇播種期◆◆◆◇◆
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「
河
岸
台
地
」
は
、
ダ
サ
ネ
チ
の
生
計
活
動
に
お
い
て
、
次
の
点
で
重
要
で
あ
る
。

a
．
　
「
冠
水
低
地
」
で
の
農
耕
は
、
年
ご
と
に
異
な
る
冠
水
と
大
雨
の
時
期
に
左

右
さ
れ
る
。
「
河
岸
台
地
」
は
比
較
的
規
則
的
に
冠
水
す
る
し
、
水
の
引
き
も
早

い
。
そ
の
た
め
早
期
に
播
種
お
よ
び
収
穫
が
で
き
、
大
雨
の
影
響
も
受
け
に
く
い
。

従
っ
て
、
不
安
定
な
「
冠
水
低
地
」
で
の
農
耕
の
「
保
険
」
と
な
る
。

b
．
農
耕
活
動
に
用
い
ら
れ
る
労
働
力
は
、
世
帯
内
で
ま
か
な
わ
れ
る
。
（
ダ
サ

ネ
チ
の
世
帯
は
、
男
と
そ
の
妻
及
び
子
供
達
か
ら
な
る
、
二
世
代
の
核
家
族
で
あ

る
）
。
広
域
の
「
冠
水
低
地
」
で
の
農
耕
活
動
は
、
労
働
力
の
少
な
い
世
帯
に
と
っ

て
過
重
な
労
働
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
晩
期
に
播
種
、
収
穫
さ
れ
る
穀
物
の
半
分

も
、
住
居
に
近
い
「
河
岸
台
地
」
で
栽
培
さ
れ
る
。

c
．
「
河
岸
台
地
」
は
、
乾
季
の
最
も
食
糧
の
欠
乏
し
て
い
る
時
期
に
、
早
期
に

植
え
ら
れ
た
ソ
ル
ガ
ム
の
収
穫
を
も
た
ら
す
。
こ
の
収
穫
は
量
的
に
は
大
き
な
も

の
で
は
な
い
が
、
乾
季
中
に
あ
ま
り
肉
の
与
え
ら
れ
な
い
女
性
や
子
供
に
と
っ
て
、

重
要
で
あ
る
。

d
．
「
冠
水
低
地
」
に
は
、
耕
作
地
ば
か
り
で
な
く
、
家
畜
の
放
牧
地
も
確
保
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
牧
畜
と
の
か
ね
あ
い
で
、
農
耕
活
動
の
重
点

は
、
「
河
岸
台
地
」
に
お
か
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
ダ
サ
ネ
チ
に
と
っ
て
耕
作
地
と
し
て
の
「
河
岸
A
口
地
」

を
確
保
す
る
こ
と
は
、
不
安
定
な
生
態
的
条
件
の
も
と
で
の
生
存
を
確
保
す
る
た

め
に
、
絶
対
に
必
要
な
条
件
と
な
る
。
事
実
「
河
岸
台
地
」
に
は
毎
年
、
耕
作
地

を
求
め
て
世
帯
が
集
中
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
面
積
の
少
な
い
「
河
山
戻
買
地
」
を
、

ダ
サ
ネ
チ
の
各
世
帯
に
分
配
す
る
社
会
的
仕
組
み
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
次
の
興
味
深
い
問
い
と
な
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
問

い
に
答
え
る
前
に
、
ダ
サ
ネ
チ
の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
生
業
で
あ
る
牧
畜
に
目

を
転
じ
て
み
よ
う
。

皿
　
牧
畜
活
動
と
自
然
の
要
因

　
ダ
サ
ネ
チ
は
一
人
あ
た
り
三
～
四
頭
の
牛
と
、
九
～
一
〇
頭
の
や
ぎ
、
羊
な
ど

の
小
家
畜
を
も
っ
て
い
る
。
ダ
サ
ネ
チ
全
体
で
合
計
す
る
と
、
牛
は
四
五
、
○
0

0
～
六
〇
、
○
○
○
頭
、
や
ぎ
、
羊
は
＝
二
五
、
0
0
0
～
一
五
〇
、
○
0
0
頭

に
も
の
ぼ
る
。
一
方
、
二
、
○
○
○
虚
あ
る
ダ
サ
ネ
チ
ラ
ン
ド
の
大
部
分
は
ツ
ェ

ツ
ェ
バ
エ
が
棲
息
し
て
い
た
り
、
泥
沼
や
湿
地
で
あ
っ
た
り
す
る
。
だ
か
ら
牧
畜

が
可
能
な
地
域
に
お
け
る
家
畜
の
密
度
は
、
か
な
り
の
高
さ
に
な
る
。
そ
れ
に
加

え
、
ダ
サ
ネ
チ
に
は
牛
疫
や
旱
越
の
記
録
が
な
く
、
家
畜
は
年
の
半
分
は
新
鮮
な

牧
草
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
増
加
率
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
家

畜
は
、
利
用
可
能
な
放
牧
地
に
強
い
圧
力
を
か
け
、
土
地
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
や

す
い
。
こ
う
し
た
過
放
牧
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、
ダ
サ
ネ
チ
は
二
つ
の
方
法
を

用
い
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
は
、
様
々
な
機
会
に
家
畜
を
屠
殺
し
て
、
家
畜
の
個
体
数
を
減
ら
す
や

り
方
で
あ
る
。
ア
ル
マ
ゴ
ー
ル
は
、
ダ
サ
ネ
チ
に
お
け
る
家
畜
の
屠
殺
の
機
会
を
、

儀
礼
的
－
世
俗
的
、
共
同
的
1
非
共
同
的
（
各
世
帯
別
）
の
二
つ
の
軸
の
交
差
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
四
つ
の
場
合
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に

せ
よ
、
家
畜
の
屠
殺
が
義
務
的
で
あ
る
場
合
は
少
な
く
、
多
く
の
場
合
は
何
ら
か

の
日
置
を
設
け
て
は
家
畜
が
屠
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
屠
殺
は
、

穀
物
の
貯
え
が
そ
こ
を
つ
く
乾
季
（
ダ
サ
ネ
チ
の
言
葉
で
は
「
欠
乏
の
月
」
）
に

ひ
ん
ぱ
ん
に
な
さ
れ
る
。

　
過
放
牧
の
危
険
を
避
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
や
り
方
は
、
季
節
毎
に
家
畜
の
群
れ

を
移
動
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
移
動
は
、
た
い
へ
ん
複
雑
で
あ
る
。

　
ダ
サ
ネ
チ
は
雨
季
を
、
三
～
四
月
を
大
雨
（
臣
σ
q
『
巴
房
）
、
十
～
十
一
月
を
小

雨
（
の
§
騨
一
＝
巴
房
）
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
大
雨
の
後
、
家
畜
と
そ
れ
を
追
う

人
々
は
、
オ
モ
河
西
岸
を
西
へ
向
か
う
。
ダ
サ
ネ
チ
は
こ
れ
に
続
く
オ
モ
川
西
岸
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で
の
牧
畜
の
シ
ー
ズ
ン
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。

　
大
雨
に
続
く
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
時
期
は
、
「
新
鮮
な
牧
地
（
h
お
ω
げ

冨
ω
ぴ
霞
Φ
ω
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
時
期
は
草
も
水
も
豊
富
で
あ
る
。
牛
は
一
〇

～
一
五
頭
の
、
小
家
畜
は
四
〇
～
五
〇
頭
の
群
れ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
の
場
所

が
過
度
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
群
れ
の
移
動
は
す
ば
や
く
行
わ
れ
る
。

　
続
く
六
月
ま
で
の
時
期
は
、
新
鮮
な
牧
場
と
乾
燥
し
た
牧
場
が
入
り
混
じ
る
の

で
、
「
混
合
（
巨
碁
自
Φ
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
家
畜
は
さ
ら
に
西
に
向
か
い
、
水
場

の
ま
わ
り
で
放
牧
さ
れ
る
。

　
七
月
、
八
月
、
九
月
の
乾
季
の
三
か
月
は
、
「
乾
燥
（
露
岩
Φ
ω
ω
）
」
と
呼
ば
れ

る
。
家
畜
と
人
々
は
牧
草
を
求
め
て
さ
ら
に
西
に
向
か
い
、
ほ
と
ん
ど
国
境
近
く

ま
で
達
す
る
。
水
場
は
遠
い
の
で
、
一
日
お
き
に
水
場
と
牧
草
地
の
間
を
往
復
す

る
。
反
対
に
、
乳
牛
や
毎
日
水
を
必
要
と
す
る
子
牛
の
群
れ
は
川
に
向
か
う
。
成

牛
を
世
話
す
る
若
者
達
か
ら
な
る
キ
ャ
ン
プ
（
家
畜
キ
ャ
ン
プ
）
は
、
牧
草
地
の

近
く
に
設
営
さ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
の
家
畜
の
所
有
者
た
ち
は
、
家
畜
キ
ャ
ン
プ

と
オ
モ
川
東
岸
の
居
住
地
の
間
に
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
す
る
。

　
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
小
雨
の
季
節
が
過
ぎ
、
十
一
月
の
半
ば
に
な
る

と
、
牛
の
群
れ
は
オ
モ
川
を
渡
っ
て
東
岸
に
向
か
う
。
オ
モ
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て

冠
水
し
な
が
ら
、
耕
作
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
地
域
は
、
緑
の
牧
草
地
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
ソ
ル
ガ
ム
の
収
穫
の
終
わ
っ
た
後
の
畑
も
、
牧
場
と
し
て
利
用

さ
れ
る
。
再
び
大
雨
の
や
っ
て
く
る
三
月
ま
で
の
こ
の
時
期
は
、
オ
モ
川
の
東
岸

で
は
農
耕
と
牧
畜
が
平
行
し
て
行
わ
れ
る
。

　
ダ
サ
ネ
チ
は
、
こ
う
し
た
季
節
毎
の
家
畜
の
群
れ
の
移
動
を
、
様
々
な
種
類
の

牧
草
を
最
も
有
効
に
利
用
す
る
た
め
だ
と
説
明
す
る
。
家
畜
は
単
に
小
さ
な
群
れ

に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
成
牛
の
群
れ
、
子
牛
の
群
れ
、
や
ぎ
の

群
れ
、
羊
の
群
れ
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
群
れ
の
性
質
に
応
じ
て
、
移
動
の
パ
タ
ー
ン
も
異
な
っ
て
く
る
。
例

え
ば
、
牛
は
草
の
う
え
の
ほ
う
を
食
べ
る
が
、
や
ぎ
や
羊
は
根
っ
こ
ま
で
か
じ
っ

て
引
き
抜
い
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
小
家
畜
よ
り
も
前
に
、
牛
は
放
牧
さ

れ
る
。
ま
た
小
雨
の
時
期
の
後
、
小
家
畜
は
オ
モ
川
を
泳
ぎ
き
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
牛
の
群
れ
の
み
が
東
岸
に
渡
る
。
け
れ
ど
も
ア
ル
マ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

家
畜
を
小
さ
な
群
れ
に
分
け
て
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
牧
草
を
求
め
て
移

動
さ
せ
る
こ
う
し
た
移
牧
の
形
態
は
、
過
放
牧
の
危
険
を
避
け
る
の
に
役
立
っ
て

い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
さ
な
群
れ
は
容
易
に
移
動
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、

一
定
の
土
地
を
過
度
に
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ど
ち
ら
の
解
釈
を
と
る
に
せ
よ
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ
う
し
た

複
雑
な
移
牧
の
形
態
を
維
持
し
て
い
く
の
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
力
の
問
題
で
あ

る
。　

二
つ
の
雨
季
の
間
、
西
岸
で
牧
畜
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ

の
家
畜
の
群
れ
を
追
っ
て
、
小
石
数
の
家
畜
キ
ャ
ン
プ
や
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
に

別
れ
て
住
ん
で
い
る
。
才
モ
川
の
西
岸
台
地
に
あ
る
住
居
と
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ン
プ

の
間
に
は
、
穀
物
、
肉
、
ミ
ル
ク
、
労
働
力
の
は
ん
さ
な
や
り
と
り
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
複
雑
な
牧
畜
形
態
を
各
世
帯
が
独
立
し
て
維
持
し
て
い
く
の
に
、
二
世

代
核
家
族
で
あ
る
ダ
サ
ネ
チ
の
世
帯
内
労
働
力
の
み
で
は
、
様
々
な
困
難
が
生
ず

る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
労
働
力
の
不
足
は
、
農
耕
と
牧
畜
が
東
岸
で
平
行
し
て
行

わ
れ
る
十
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
。
「
農
耕
と
牧
畜
は
、

そ
れ
に
利
用
さ
れ
る
土
地
よ
り
も
、
投
入
さ
れ
る
労
働
力
を
め
ぐ
っ
て
競
合
し
て

い
る
。
そ
こ
で
の
成
功
は
、
一
方
向
活
動
か
ら
他
方
の
活
動
へ
と
す
ば
や
く
労
働

を
転
換
す
る
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
」
（
℃
●
8
）
と
ア
ル
マ
ゴ
ー
ル
は
述
べ
て

い
る
。
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こ
こ
ま
で
、
ダ
サ
ネ
チ
の
お
か
れ
て
い
る
生
態
的
環
境
と
、
そ
の
中
で
展
開
さ

れ
て
い
る
生
業
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
氾
濫
原
農
耕
と
移
牧
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た

結
果
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
a
．
ダ
サ
ネ
チ
は
牛
に
強
い
愛
着
を
も
ち
、
自
ら
を
牧
畜
民
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
オ
モ
川
の
氾
濫
を
利
用
し
て
行
う
農
耕
は
、
彼
ら
の
生
存
に

と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
氾
濫
原
農
耕
は
、
オ
モ
川
の
氾
濫
の
規
模
、

時
期
、
期
間
お
よ
び
雨
季
の
大
雨
の
時
期
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
農
耕
活
動
を
規
定
す
る
こ
れ
ら
の
自
然
の
要
因
は
、
非
常
に
不
規
則
で
あ
る
う

え
に
、
予
測
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
規
則
性
、
予
測
不
可
能
性
に
対
処
す

る
た
め
に
、
ダ
サ
ネ
チ
は
冠
水
す
る
地
域
を
「
河
岸
台
地
」
と
「
冠
水
低
地
」
に

区
別
す
る
。
「
河
岸
台
地
」
は
面
積
は
少
な
い
が
、
比
較
的
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
冠

水
し
、
し
か
も
水
の
引
き
が
早
い
。
だ
か
ら
「
河
岸
台
地
」
で
の
農
耕
は
、
面
積

が
大
き
く
て
収
穫
も
多
い
が
、
よ
り
不
安
定
で
も
あ
る
「
冠
水
低
地
」
で
の
農
耕

活
動
に
対
す
る
一
種
の
「
保
険
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
河
岸
台
地
」
は
ダ
サ

ネ
チ
の
各
世
帯
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
社
会
的
資
源
で
あ
り
、

事
実
毎
年
こ
の
資
源
を
求
め
て
「
河
岸
台
地
」
に
世
帯
が
集
中
す
る
。
そ
れ
な
ら

ば
、
こ
の
貴
重
な
資
源
は
、
そ
れ
を
求
め
る
各
世
帯
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
仕
組

み
で
分
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
一
の
問
題
。

　
b
．
ダ
サ
ネ
チ
の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
生
業
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
牧
畜
は
、
利

用
可
能
な
牧
草
地
に
対
し
て
家
畜
の
数
が
多
い
た
め
、
過
放
牧
の
危
険
を
は
ら
ん

で
い
る
。
そ
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、
家
畜
は
季
節
毎
に
小
さ
な
群
れ
に
分
か
れ

て
、
複
雑
で
す
ば
や
い
移
動
を
く
り
か
え
す
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
移
牧
は
多
く

の
労
働
力
を
要
す
う
え
に
、
農
繁
期
に
は
農
耕
活
動
と
の
間
で
労
働
力
を
め
ぐ
る

競
合
を
引
き
起
こ
す
。
ダ
サ
ネ
チ
の
各
世
帯
は
、
こ
う
し
た
労
働
力
の
不
足
を
ど

の
よ
う
に
し
て
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
ひ
と
ま
ず
自
然
の
生
態
的
条
件
と
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々

の
相
互
作
用
の
結
果
形
成
さ
れ
る
生
業
シ
ス
テ
ム
の
記
述
を
終
え
、
次
節
以
下
、

そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
上
記
の
二
つ
の
問
題
に
そ
い
つ
つ
、
そ
の
生
業
シ
ス
テ

ム
を
稼
動
さ
せ
て
い
る
人
々
が
ど
の
よ
う
な
形
で
社
会
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の

か
、
つ
ま
り
、
労
働
力
の
分
配
や
資
源
に
た
い
す
る
権
利
の
分
配
と
い
っ
た
問
題

を
含
む
「
生
産
様
式
」
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
つ
づ
く
〕

　
注

　
①
以
下
の
ダ
サ
ネ
チ
の
生
業
お
よ
び
社
会
に
関
す
る
記
述
は
、
≧
日
9
。
ひ
q
o
「

報
を
、
筆
者
が
本
稿
の
問
題
設
定
に
沿
っ
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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