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は
じ
め
に

二
〇
一
二
年
六
月
十
八
日
、
私
は
弦
書
房
か
ら
『
日
本
の
石
炭
産
業
遺
産
』
を
出

版
し
た
。
共
著
と
し
て
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
五
日
に
出
版
し
た
『
福
岡
の
近

代
化
遺
産
』（
弦
書
房
）
が
あ
る
が
、
単
著
と
し
て
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

単
行
本
（
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
）
で
、
総
ペ
ー
ジ
数
は
二
八
八
ペ
ー
ジ
の
本
書
で
は
、

は
じ
め
に
明
治
期
か
ら
始
ま
っ
た
石
炭
産
業
の
現
状
に
触
れ
、
今
も
石
炭
が
社
会
と

は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
現
状
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
産
業

の
跡
が
遺
産
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
語
っ
た
。

し
か
し
、
石
炭
を
見
た
こ
と
も
な
い
若
い
人
が
多
い
中
、
そ
の
石
炭
が
日
本
の
ど

こ
で
産
出
さ
れ
て
い
た
か
検
討
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
読
者

に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
全
国
の
主
要
炭
田
地
図
を
載
せ
る
こ
と
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
地
域
で
ど
れ
だ
け
の
石
炭
が
産
出
さ
れ
た
か
を
折
れ
線
グ
ラ
フ

で
表
し
、
炭
鉱
遺
産
分
布
地
図
で
現
在
の
遺
産
の
あ
る
位
置
を
示
し
て
み
た
。
読
者

層
は
、
近
代
史
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
、
産
業
考
古
学
を
学
ん
で
い
る
人
及
び
そ
れ
ら
に

興
味
の
あ
る
一
般
（
高
校
生
以
上
を
対
象
）
と
し
た
が
、
一
般
書
と
し
て
も
読
め
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
書
の
中
の
記
録
は
、
全
国
三
三
〇
ケ
所
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
取
り
上
げ
た

九
十
ケ
所
の
石
炭
産
業
遺
産
は
北
海
道
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
東
京
都
、
山
口
県
、

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
沖
縄
県
に
所
在
し
、
日
本
全
国
に
石
炭
産

業
遺
産
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
存
あ
る
い
は
放
置
さ
れ
た
石
炭
産
業

関
連
施
設
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
調
査
し
て
い
る
が
、
全
て
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
書

に
よ
り
各
地
に
残
存
し
て
い
る
遺
産
か
ら
、
石
炭
産
業
の
歩
ん
で
き
た
軌
跡
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
七
月
八
日
の
西
日
本
新
聞
朝
刊
や
、
八
月
四
日
の
図
書
新
聞

三
〇
七
三
号
、
八
月
五
日
の
熊
本
日
日
新
聞
朝
刊
、
八
月
二
十
七
日
の
毎
日
新
聞
朝

刊
に
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
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『
日
本
の
石
炭
産
業
遺
産
』
を
書
き
上
げ
て



造
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
五
月
十
日
に
竣
工
し

て
い
る
高
さ
四
七
・
六
五
ｍ
、
長
辺
十
五
・
三
ｍ
、
短
辺
一
二
・
三
ｍ
の
巨
大
な
建
造

物
で
あ
る
。
当
時
の
第
四
海
軍
燃
料
廠
が
石
炭
採
掘
の
た
め
に
建
設
し
、
炭
層
に
垂

直
に
掘
ら
れ
た
竪
坑
が
地
下
四
三
〇
ｍ
ま
で
延
び
て
い
る
。
そ
の
竪
坑
を
使
っ
て
地

下
へ
昇
降
す
る
施
設
と
な
っ
て
い
る
が
、
櫓
と
巻
上
機
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
ワ
イ

ン
デ
ィ
ン
グ
・
タ
ワ
ー
（
塔
櫓
捲
式
）
と
呼
ば
れ
る
特
徴
的
な
形
を
し
て
い
る
。
最

盛
期
に
は
こ
の
竪
坑
か
ら
年
間
五
十
万
ト
ン
も
の
石
探
査
採
掘
さ
れ
た
が
、
閉
山
後

は
廃
墟
と
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

私
は
、
産
業
考
古
学
会
か
ら
こ
の
建
造
物
は
重
要
文
化
財
に
も
な
り
う
る
貴
重
な

文
化
財
だ
と
聞
か
さ
れ
、そ
の
重
要
性
と
い
う
の
が
当
時
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、

個
人
的
に
調
査
を
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
緒
と
い
っ
て
い
い
。
そ

の
現
地
調
査
は
一
九
九
八
年
か
ら
十
三
年
か
け
て
行
い
、
全
国
の
石
炭
産
業
遺
産
の

保
存
・
活
用
の
事
例
を
調
査
す
る
に
つ
れ
て
、
い
つ
と
な
く
資
料
が
次
第
に
集
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
本
と
な
る

ま
で
の
一
覧
と
な
っ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、私
に
は
こ
う
し
た
産
業
遺
産
の
本
を
出
版
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
が
、

勧
め
ら
れ
て
こ
の
遺
産
一
覧
を
元
に
本
を
書
く
作
業
に
入
っ
た
。
作
業
は
、
ま
ず
は

石
炭
産
業
遺
産
を
九
十
ケ
所
に
ま
と
め
た
。
そ
の
基
準
は
、
単
位
と
し
て
そ
の
石
炭

産
業
遺
産
が
時
代
背
景
を
物
語
る
も
の
と
し
、
そ
の
地
域
・
地
区
で
保
存
・
活
用
さ

れ
て
い
る
も
の
や
、
特
に
記
録
し
て
お
き
た
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と
と
し
た
。
書
き
き

れ
な
い
そ
の
他
の
も
の
は
、
末
尾
の
全
国
の
石
炭
産
業
遺
産
一
覧
表
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
数
は
三
三
〇
ケ
所
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
所
在
地
・

竣
工
年
・
指
定
な
ど
の
基
礎
情
報
を
示
し
て
い
る
ほ
か
、
住
所
や
連
絡
先
、
見
学
の

可
否
も
記
載
し
た
こ
と
で
、
資
料
的
価
値
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か

調
査
の
き
っ
か
け

こ
こ
で
い
う
「
石
炭
産
業
遺
産
」
の
「
産
業
遺
産
」
と
は
、
人
々
が
生
活
す
る
う

え
で
生
み
出
さ
れ
た
製
品
や
、そ
の
製
品
を
つ
く
る
た
め
の
道
具
・
施
設
の
中
か
ら
、

特
に
重
要
で
伝
承
す
べ
き
遺
物
や
遺
跡
と
定
義
で
き
る
。
そ
れ
に
は
大
き
な
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
（
社
会
基
盤
）
や
、
工
場
な
ど
の
施
設
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
機

械
、
道
具
な
ど
の
小
さ
な
も
の
も
含
ま
れ
、
そ
の
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
産
業

遺
産
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
産
業
遺
産
（Industrial H

eritage
）」
は
産
業
革
命
以
降
の
鉱
工
業
の
遺
産
を

指
す
こ
と
が
多
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
産
業
考
古
学
が
成
立
し
た
後
、
研
究
対
象
の
明

確
化
の
た
め
に
定
義
付
け
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
国
際
産
業
遺
産
保
存
委

員
会
（T

ICCIH

）
は
、
二
〇
〇
三
年
に
採
択
し
た
ニ
ジ
ニ
ー
タ
ギ
ル
憲
章
に
お
い

て
「
歴
史
的
・
技
術
的
・
社
会
的
・
建
築
学
的
、
あ
る
い
は
科
学
的
価
値
の
あ
る
産

業
文
化
の
遺
物
か
ら
な
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

本
書
で
は
、そ
の
な
か
で
「
石
炭
産
業
」
に
特
化
し
た
も
の
を
「
石
炭
産
業
遺
産
」

と
定
義
し
た
。
つ
ま
り
、
石
炭
を
採
掘
し
、
燃
料
や
工
業
用
原
料
と
し
て
需
要
に
供

給
す
る
施
設
な
ど
を
中
心
に
、
そ
の
他
に
関
連
す
る
も
の
は
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
取

り
上
げ
た
つ
も
り
で
い
る
。
時
代
と
し
て
は
幕
末
か
ら
昭
和
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て

い
る
。
ま
た
、「
石
炭
産
業
遺
産
」
は
、「
炭
鉱
遺
産
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
文
化
庁

の
い
う
「
近
代
化
遺
産
」
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
経
済

産
業
省
で
は
、
我
が
国
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
産
業
遺
産
を
「
近
代
化
産
業

遺
産
」
と
し
て
認
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
も
入
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
調
査
を
し
た
か
の
き
っ
か
け
だ
が
、
私
の
勤
務
す
る
志
免
町
に
は
「
旧

志
免
鉱
業
所
竪
坑
櫓
」
と
い
う
石
炭
産
業
遺
産
が
所
在
す
る
。
こ
の
竪
坑
櫓
は
、
構
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文
化
を
、
住
民
の
参
加
に
よ
っ
て
総
体
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
場
が
で
き
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
。
海
外
で
は
こ
う
し
た
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
的
な
動
き
が
お
こ
な
わ
れ
、

産
業
遺
産
が
博
物
館
な
ど
で
保
存
・
活
用
さ
れ
て
い
る
の
を
知
り
、
い
ず
れ
日
本
で

も
石
炭
産
業
遺
産
を
文
化
財
と
し
て
残
す
環
境
に
な
る
と
直
感
し
た
と
と
も
に
、
そ

う
い
っ
た
手
法
が
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

二
〇
〇
一
年
に
は
中
国
・
撫
順
市
へ
「
同
型
の
竪
坑
櫓
が
現
存
す
る
」
と
の
情
報

を
聞
き
、
調
査
す
る
た
め
渡
航
し
た
。
そ
こ
で
は
、
戦
後
初
め
て
撫
順
に
南
満
州
鉄

道（
株
）が
建
設
し
た
竪
坑
櫓
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。こ
れ
ら
の
調
査
で
、

現
在
認
識
さ
れ
て
い
る
終
戦
前
に
建
設
さ
れ
た
志
免
鉱
業
所
と
同
様
の
構
造
を
も
つ

櫓
は
、
世
界
で
中
国
撫
順
市
の
龍
鳳
炭
鉱
、
ベ
ル
ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
州
の
ト
ラ
ン

ブ
ル
ー
炭
鉱
を
あ
わ
せ
た
三
ケ
所
だ
け
に
現
存
し
て
い
る
と
い
う
結
果
に
た
ど
り
つ

い
た
。（
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
・
ド
ル
ト
ム
ン
ト
の
ミ
ニ
ス
タ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
炭
鉱
と
、

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
の
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
炭
鉱
に
同
様
の
も
の
が
残
る
と
思
わ
れ

る
）こ

う
し
た
情
報
の
蓄
積
か
ら
、
竪
坑
櫓
は
そ
の
存
在
が
少
し
ず
つ
知
れ
渡
り
、
そ

し
て
二
〇
〇
七
年
七
月
三
十
一
日
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
た
。
翌
年
に
は

『
志
免
鉱
業
所
竪
坑
櫓
』
と
し
て
志
免
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
七
集
が
、
志
免

町
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
竪
坑
櫓
の
文
化
財
的
価
値
が
認
識

さ
れ
、二
〇
〇
九
年
十
二
月
八
日
に
近
代
建
設
技
術
史
上
価
値
が
高
い
も
の
と
し
て
、

国
の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
と
な
っ
た
こ
と
は
、
当
初
の
目
的
を
達
成
し
た
喜
ば

し
い
出
来
事
だ
っ
た
。

今
で
は
、
志
免
町
に
は
竪
坑
櫓
を
中
心
に
炭
鉱
の
遺
産
が
残
る
こ
と
と
な
り
、
福

岡
県
内
で
も
製
鉄
と
石
炭
の
産
業
で
近
代
日
本
を
牽
引
し
て
き
た
遺
産
を
、
九
州
・

山
口
の
産
業
遺
産
と
連
携
さ
せ
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
へ
の
登
録
を
行
お
う
と
い
う
動

と
思
う
。
ま
た
、
石
炭
関
係
年
表
、
炭
鉱
言
葉
、
人
物
中
を
備
え
て
、
調
査
し
た
際

の
参
考
文
献
と
、
参
考
に
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
一
覧
を
掲
載
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と

で
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
も
使
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
し
、
す
で
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
資
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
遺
跡
の
そ
の
後
の
経
過
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
資
料
館
や
博
物
館
の
五
十
件
の
一
覧
も
掲
載
し
た
。
石
炭
関
係
の
資
料

を
多
く
所
有
す
る
夕
張
石
炭
博
物
館
、
い
わ
き
市
石
炭
・
化
石
館
、
田
川
市
石
炭
・

歴
史
博
物
館
、
大
牟
田
市
石
炭
産
業
科
学
館
の
ほ
か
に
、
石
炭
産
業
の
史
料
を
多
く

所
蔵
す
る
九
州
大
学
附
属
図
書
館
記
録
資
料
館
産
業
経
済
資
料
部
門
の
紹
介
も
お
こ

な
っ
た
。
記
録
資
料
館
産
業
経
済
資
料
部
門
で
は
、
炭
鉱
札
と
い
う
紙
幣
で
賃
金
を

支
払
っ
た
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
館
の
活
動
に
よ
っ
て
、
炭

鉱
と
い
う
も
の
が
後
世
に
語
り
継
が
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

写
真
に
つ
い
て
は
、
特
に
記
載
が
な
い
限
り
私
が
撮
影
し
た
も
の
を
使
用
し
た
。

私
の
石
炭
産
業
遺
産
の
認
識
と
表
現
が
写
真
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
い
る
し
、分
布
地
図
も
つ
け
た
の
で
、遺
産
見
学
の
手
引
や
見
学
時
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
と
し
て
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

「
旧
志
免
鉱
業
所
竪
坑
櫓
」
に
つ
い
て
の
、
歴
史
的
意
義
や
保
全
方
法
を
検
討
す

る
た
め
は
じ
め
た
調
査
は
、
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

九
九
年
に
は
欧
州
各
地
に
残
る
石
炭
産
業
遺
産
も
見
る
に
至
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
・
ド

イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
の
炭
鉱
が
あ
っ
た
地
域
で
は
石
炭
博
物
館
が
整
備
さ

れ
、
そ
の
中
で
ベ
ル
ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
州
で
は
志
免
町
と
同
型
（
ハ
ン
マ
ー
コ
プ

フ
式
＝
金
槌
型
の
上
部
の
櫓
）
の
竪
坑
櫓
が
現
存
し
、
炭
鉱
観
光
博
物
館
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
保
存
が
成
功
し
た
の
か
、
く

わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
地
域
で
は
受
け
継
が
れ
た
石
炭
産
業
の
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の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
の
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
、
生
活
の
中
で
の
文
化
が
花
開
く
。
そ

し
て
、
文
学
や
絵
画
も
芽
生
え
た
。
各
地
の
唄
と
し
て
「
北
海
盆
歌
」、「
常
盤
炭
坑

節
」、「
正
調
炭
坑
節
」
と
い
う
民
謡
を
紹
介
し
た
。
料
理
や
食
べ
物
で
は
「
ホ
ル
モ

ン
」、「
も
つ
鍋
」と
い
う
馴
染
み
の
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
し「
千
鳥
饅
頭
」、「
ひ

よ
こ
」
と
い
う
お
菓
子
に
つ
い
て
も
炭
鉱
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ

ら
を
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
連
綿
と
引
き
継
が
れ

た
石
炭
を
取
り
巻
く
社
会
で
、
特
徴
あ
る
文
化
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
識
で

き
る
と
思
う
。

本
の
構
成
は
、
炭
鉱
の
所
在
地
を
北
海
道
、
本
州
、
九
州
と
い
っ
た
地
域
別
に
し

て
、
北
海
道
で
は
歌
志
内
炭
鉱
、
空
知
炭
鉱
、
美
唄
炭
鉱
、
夕
張
炭
鉱
、
釧
路
炭
鉱

な
ど
二
八
ケ
所
、
本
州
で
は
古
河
好
間
炭
鉱
、
常
磐
炭
鉱
、
東
京
炭
鉱
、
山
陽
無
煙

鉱
業
所
、
沖
ノ
山
炭
鉱
な
ど
十
六
ケ
所
、
九
州
・
沖
縄
で
は
田
川
鉱
業
所
、
宝
珠
山

炭
鉱
、
志
免
鉱
業
所
、
三
池
炭
鉱
、
杵
島
炭
鉱
、
池
島
炭
鉱
、
端
島
炭
鉱
、
魚
貫
炭

鉱
、
西
表
炭
鉱
な
ど
四
六
ケ
所
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
石
炭
産
業
は
全
国
に
あ

り
、
そ
の
な
か
で
産
業
と
し
て
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
炭
鉱
開
発
者
や
経
営
者
に
も
注
目
し
、
人
物
註
も
付
け
た
、
安
川
敬
一
郎
、

松
本
健
次
郎
、
頭
山
満
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
北
海
道
と
九
州
の
石
炭
開
発
に
お
い

て
資
本
、
人
材
、
技
術
が
相
互
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
常
盤
炭

田
の
大
江
卓
、
竹
内
綱
、
筑
豊
炭
田
の
平
岡
浩
太
郎
、
麻
生
太
吉
、
伊
藤
伝
右
衛
門

な
ど
に
も
注
目
し
、
産
業
と
し
て
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
資
金
は
政
治
や
世
論

に
注
ぎ
込
ま
れ
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
日
本
最
古
の
大
手
資
本
と
い
わ
れ
た
高
島

炭
鉱
の
ト
ー
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
、
後
藤
象
二
郎
と
岩
崎
弥
太
郎
率
い
る
三
菱
財
閥
が

石
炭
を
通
し
て
、
日
本
の
政
財
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の

き
も
あ
る
（「
九
州
・
山
口
の
近
代
化
産
業
遺
産
群
」
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
一
月

五
日
に
暫
定
リ
ス
ト
に
追
加
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

今
で
こ
そ
、
近
代
化
遺
産
と
い
っ
て
保
存
さ
れ
る
文
化
財
は
多
く
な
っ
て
き
て
い

る
が
、
二
〇
〇
〇
年
当
時
は
そ
の
よ
う
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
遺
産
・

遺
跡
は
、
調
査
を
し
て
い
く
と
、
地
域
を
見
直
す
た
め
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
た

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
た
の
で
、
私
は
そ
う
い
っ
た
意
味
か

ら
も
、
残
存
し
て
い
る
遺
産
は
、
歴
史
的
景
観
な
ど
を
含
め
て
、
郷
土
の
歴
史
を
伝

え
る
役
割
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
産
は
、
や
や
も
す
る
と
マ
ニ
ア
の
人
た
ち
に
「
廃
墟
」
と

し
て
の
紹
介
を
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
近
現
代
の
遺
産
・
遺
跡
が
、
地
域

を
理
解
す
る
上
で
大
変
重
要
な
存
在
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
、
本
書
で
は
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
学
術
的
な
観
点
か
ら
遺
産
を
紹
介
す

る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
豊
富
な
写
真
で
、「
廃
墟
」
感
を
跳
ね
返
す
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
、
文
化
財
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
高
め
ら
れ
れ
ば
と

意
図
し
な
が
ら
作
成
し
た
。

炭
鉱
そ
の
も
の
が
文
化

本
書
の
内
容
は
、
炭
鉱
跡
な
ど
の
工
場
跡
、
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

石
炭
輸
送
関
連
の
遺
跡
、
石
炭
で
財
を
な
し
た
人
物
と
そ
の
邸
宅
、
そ
こ
で
働
い
て

い
た
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
痕
跡
、
石
碑
や
信
仰
の
対
象
な
ど
幅
広
く
と
ら
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
炭
鉱
が
も
つ
社
会
性
を
見
つ
め
た
か
っ
た
た
め
だ
。
炭
鉱
に
は
い
ろ

い
ろ
な
文
化
が
栄
え
た
。「
炭
鉱
そ
の
も
の
が
文
化
」と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。

炭
鉱
住
宅
や
共
同
浴
場
、
商
店
街
、
劇
場
・
映
画
館
の
施
設
の
建
設
や
、
鉱
業
所
で
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そ
し
て
ど
の
季
節
、
ど
ん
な
場
所
で
も
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
で
行
動
し
た
。
そ
の
理
由

は
、
ダ
ニ
や
シ
ラ
ミ
、
危
険
な
生
物
と
の
遭
遇
の
可
能
性
も
あ
っ
て
、
安
全
な
場
所

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

北
海
道
エ
リ
ア
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
を
利
用
し
た
。
北
海
道
の
遺
構
探
訪

に
は
、
四
月
初
旬
ま
で
は
雪
が
解
け
て
お
ら
ず
遺
構
が
埋
も
れ
て
、
全
く
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
し
、
夏
に
行
く
と
草
木
が
繁
殖
し
す
ぎ
て
中
に
は
入
れ
な
い
か
ら
だ
っ

た
。
僻
地
が
多
く
、
雪
解
け
の
時
期
で
、
キ
タ
キ
ツ
ネ
や
蝦
夷
鹿
と
顔
を
遇
わ
す
こ

と
が
で
き
た
が
、
熊
と
遭
遇
し
な
か
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
食
べ
物

は
大
産
地
と
し
て
非
常
に
お
い
し
か
っ
た
こ
と
は
思
い
出
と
な
っ
た
。

本
州
エ
リ
ア
で
一
番
心
に
残
っ
た
の
は
常
磐
の
言
葉
だ
。
福
島
弁
は
音
が
濁
る
こ

と
が
多
く
、「
ベ
ェ
言
葉
」
で
話
さ
れ
る
と
、
小
さ
な
こ
と
に
く
よ
く
よ
し
な
い
と

い
っ
た
気
が
し
て
く
る
。
ほ
ん
と
に
調
査
中
に
も
親
切
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
り
す

る
と
、「
お
だ
が
い
さ
ま
」
と
い
っ
た
や
さ
し
い
当
地
の
人
柄
も
感
じ
、
地
域
が
柔

ら
か
い
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
、
東
京
に
つ
い
て
は
、
炭
鉱
施
設
は
残
っ
て
は
い
な

い
が
、
唯
一
、
バ
ス
停
の
名
前
に
「
東
京
炭
鉱
」
と
記
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
写
真
を

撮
る
だ
け
に
足
を
運
ん
だ
り
も
し
た
こ
と
は
思
い
出
に
残
る
。

九
州
・
山
口
エ
リ
ア
は
、
夏
に
行
く
と
草
木
が
繁
殖
し
す
ぎ
て
遺
構
の
中
に
は
入

れ
な
い
の
で
、
三
月
頃
に
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
筑
豊
の
遺
構
の

密
集
度
は
日
本
一
で
、
石
炭
産
業
の
関
連
遺
産
を
一
環
と
し
て
見
る
に
は
一
番
の
地

域
で
あ
る
。
ま
た
、
最
南
端
に
あ
る
石
炭
産
業
遺
産
の
島
、
西
表
島
に
は
十
月
に

行
っ
た
が
、
台
風
の
接
近
個
数
も
減
り
、
暑
さ
も
和
ら
ぐ
時
期
で
も
あ
っ
た
。
亜
熱

帯
の
青
い
海
と
白
い
雲
を
眺
め
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
林
に
潮
風
を
感
じ
な
が
ら
散
策

す
る
と
、
南
国
を
肌
で
感
じ
る
。
サ
キ
シ
マ
ス
オ
ウ
ノ
キ
や
ヤ
エ
ヤ
マ
セ
マ
ル
ハ
コ

ガ
メ
、
大
き
な
蟹
・
シ
ジ
ミ
と
い
っ
た
動
植
物
の
す
ば
ら
し
さ
を
堪
能
で
き
た
。
た

一
例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
炭
鉱
と
一
口
に
言
っ
て
も
華
や
か
な
り
し
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
一

方
で
は
、
事
故
や
労
使
紛
争
、
閉
山
問
題
な
ど
暗
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
炭
鉱
開
発

は
労
働
集
約
型
産
業
で
も
あ
っ
た
。
炭
鉱
で
は
、
労
働
力
の
流
出
を
防
ぐ
手
法
と
し

て
、
納
屋
制
度
と
も
呼
ば
れ
る
独
特
の
集
団
を
組
ん
で
い
た
。
ま
た
、
友
子
制
度
な

ど
も
発
達
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
で
は
、
史
実
と
し
て
囚
人
、
徴
用
、
戦
争
捕

虜
を
酷
使
し
た
陰
の
歴
史
も
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

歴
史
と
し
て
の
石
炭
産
業
遺
産
は
、
炭
鉱
事
故
や
、
労
使
闘
争
、
鉱
害
復
旧
事
業

な
ど
と
い
っ
た
出
来
事
を
包
括
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
時
代
の
隆
盛
の
光
と
衰
退
の
影
の
部
分
が
つ
き
ま
と
う
が
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
時
代
の
流
れ
や
社
会
の
変
遷
を
、
石
炭
産
業
遺
産
を
通
じ
て
解
明
し
て
い
く

こ
と
こ
そ
、
次
代
の
繁
栄
の
基
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
資
料
だ
け
で
見
て
い
っ
て
も
、
現
代
人
に
は
稼
動
し
て
い
る
炭
鉱
と
い
う

も
の
は
想
像
で
き
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
そ
の
歴
史
を
知
る
手
立
て
と
し
て
、
炭
鉱

社
会
を
舞
台
に
し
た
内
外
の
映
画
作
品
の
解
説
を
付
け
加
え
た
。
国
内
映
画
の
『
青

春
の
門
』『
幸
福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
な
ど
の
叙
情
的
作
品
や
、
海
外
の
『
わ
が

谷
は
緑
な
り
き
』、『
ブ
ラ
ス
』
な
ど
の
炭
鉱
で
の
絆
を
捉
え
た
作
品
を
紹
介
し
て
い

る
。
ほ
と
ん
ど
炭
鉱
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
代
人
に
は
、
動
画
と
し
て
の
記

録
は
炭
鉱
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
理
解
す
る
に
は
最
良
の
提
示
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

調
査
を
通
し
て

調
査
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
調
査
地
が
亜
寒
帯
湿
潤
気
候
か

ら
熱
帯
雨
林
気
候
ま
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
、
調
査
の
時
期
か
ら
選
定
し
て
行
っ
た
。
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ま
も
る
こ
と
で
も
あ
る
。
N
P
O
な
ど
若
い
世
代
で
全
国
的
に
連
携
し
、
石
炭
産
業

遺
産
の
交
流
を
深
め
る
事
業
が
少
し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
る
。
石
炭
産
業
を
核
と
し
て

歴
史
的
価
値
、
文
化
的
価
値
、
社
会
的
価
値
が
結
実
し
た
町
が
形
成
さ
れ
て
き
た
場

所
は
、
そ
れ
ら
の
価
値
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
う
し
、
人
類
共
通
の
文

化
遺
産
と
し
て
、
守
る
活
動
の
充
実
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。

お
わ
り
に

日
本
は
ア
ジ
ア
で
最
初
に
産
業
革
命
を
達
成
し
た
国
で
あ
り
、
実
際
に
鉄
と
石
炭

は
そ
の
時
代
の
国
家
の
屋
台
骨
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
遺
産
は
そ
の
証
で
も
あ
る
。

本
書
で
紹
介
し
て
い
る
こ
う
し
た
炭
鉱
の
歴
史
を
多
角
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
も
石
炭
の
大
消
費
地
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
、
石
炭
産
業
遺
産
が
改
め
て
見
直

さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
と
思
う
。
加
え
て
、
炭
鉱
の
歴
史
や
事
象
に
現
代
社
会
が
見

習
う
点
は
多
い
と
感
じ
ら
れ
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
社
会
か
ら
考
え
る
と
、
余
所
者
が
集
ま
っ
て
で
き
た
、

物
資
も
人
心
も
豊
か
な
人
工
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
た
点
は
考
察
す
べ

き
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
純
然
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
で
は
、

炉
心
溶
融
と
建
屋
爆
発
事
故
が
発
生
し
、
原
子
炉
は
廃
炉
の
途
上
に
あ
る
が
、
私
は

非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と
感
じ
た
。
原
子
力
発
電
の
代
替
と
し
て
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
や

風
力
の
ほ
か
に
、
火
力
発
電
が
増
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
火
力
発
電
用
の
石
炭

は
中
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
か
ら
輸
入
し
て
い
る
た
め
、
日
本
の
石
炭
産
業
も

復
活
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
感
じ
て
い
る
。
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
社
会
と
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
日
本
の
石
炭
産
業
が
遺
産
と
な
っ
た
よ
う
に
、

だ
し
毒
性
の
強
い
サ
キ
シ
マ
ハ
ブ
に
は
注
意
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お

く
。以

上
の
よ
う
に
調
査
で
感
じ
た
こ
と
は
、
石
炭
産
業
遺
産
の
あ
る
地
は
、
過
去
と

の
対
話
が
で
き
る
と
い
う
場
所
だ
け
で
な
く
、
現
在
住
ん
で
い
る
人
々
の
日
々
の
生

活
に
ふ
れ
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遺
産
が
、
自
然
に
還
っ
て

い
っ
て
い
る
場
所
が
多
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
「
気
付

き
」
の
場
と
な
り
、
そ
れ
が
私
の
財
産
と
な
っ
た
。
自
然
の
い
た
ず
ら
に
感
動
し
、

人
と
の
会
話
で
そ
の
地
域
自
体
に
関
心
を
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
、
こ
れ
ら
の
場
所
の
多

く
に
は
遺
産
を
伝
承
す
る
「
語
り
部
」
の
存
在
も
あ
っ
た
。
昔
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ

る
昔
話
、
民
話
な
ど
を
現
代
に
語
り
継
い
で
い
る
人
を
「
語
り
部
」
と
い
う
が
、
こ

こ
で
の
「
語
り
部
」
は
石
炭
産
業
の
思
い
出
の
「
も
の
」
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
説

明
し
、
伝
承
し
て
い
る
人
で
、
石
炭
産
業
に
つ
い
て
具
体
的
な
物
を
見
て
、触
っ
て
、

話
し
を
し
て
、
そ
の
価
値
や
背
景
を
聞
く
人
々
に
実
感
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

ら
の
多
く
は
高
齢
者
で
、
生
の
声
を
聞
け
る
の
は
今
の
う
ち
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
「
語
り
部
」
た
ち
の
よ
う
に
石
炭
産
業
と
い
う
も
の
を
、
語
り
継
ぐ
方

策
を
、
今
後
、
と
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

人
が
つ
く
り
上
げ
た
社
会
の
出
来
事
を
人
が
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
健
全
な
社
会

を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
が
す
べ
き
仕
事
と
思
う
。
石
炭
は
、
今
で
も
私

た
ち
の
生
活
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
で
、
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
「
石
炭
」

が
受
け
入
れ
ら
れ
、
発
展
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
産
業
が
近
代
に
お
い
て
日
本
の
発

展
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
の
か
を
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
遺
構
の
保
存
や
記
録
で

し
か
な
い
。
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
に
、
石
炭
産
業
を
支
え
た
炭
鉱
夫

や
そ
の
家
族
の
有
様
ま
で
も
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
有
意
義
な
も
の
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
遺
産
を
守
る
総
合
的
な
取
り
組
み
は
、
地
域
住
民
の
精
神
の
拠
り
所
を
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原
子
力
発
電
所
の
地
が
遺
産
に
な
る
日
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、私
は
今
後
の
科
学
の
進
展
に
つ
い
て
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

現
代
社
会
は
、
い
つ
の
ま
に
か
競
争
と
排
除
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
私
自
身
、

こ
れ
か
ら
は
共
助
と
包
摂
の
社
会
が
必
要
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
石
炭
産

業
の
社
会
は
、
こ
の
日
本
の
全
体
で
築
い
て
き
た
社
会
・
歴
史
と
相
似
し
て
い
る
。

打
ち
捨
て
ら
れ
た
石
炭
産
業
遺
産
の
中
に
は
、
未
来
へ
つ
な
が
る
何
か
が
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

地
域
の
人
々
に
「
炭
鉱
が
あ
っ
た
」
と
い
う
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
き
っ
か
け
は
、
や

は
り
坑
口
施
設
な
ど
、
現
存
す
る
様
々
な
遺
産
群
で
あ
る
が
、
全
国
の
炭
鉱
遺
産
か

ら
感
じ
取
れ
る
も
の
は
、
石
炭
が
も
た
ら
し
た
豊
か
さ
と
と
も
に
、
近
代
日
本
の
繁

栄
の
光
と
影
の
記
憶
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
た
び
刊
行
と
な
っ
た
書
物
が
、
石
炭
産
業
遺
産
の
保
存
と
記
録
の
継
承
を
喚

起
し
、
文
化
財
保
護
へ
の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
一
助
と
な
れ
ば
、
近
現
代
史
研
究

の
研
究
を
し
て
い
る
も
の
の
一
人
と
し
て
ま
こ
と
に
幸
甚
で
あ
る
。
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