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【
要
約
】
　
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
中
葉
と
は
、
各
地
に
点
在
し
て
い
た
研
究
会
・
郷
土
史
家
た
ち
の
多
く
が
民
俗
学
を
指
標
に
再
編
さ
れ
て

い
く
過
程
で
も
あ
る
。
当
該
期
に
柳
田
国
男
の
許
で
そ
の
組
織
化
の
中
心
的
担
い
手
と
な
っ
た
民
俗
学
者
・
橋
浦
泰
雄
は
併
行
し
て
社
会
主
義
運
動
に
も

従
事
し
て
い
た
が
、
同
時
代
の
政
治
的
対
立
か
ら
距
離
を
置
き
、
人
間
関
係
の
構
築
も
運
動
家
そ
の
も
の
の
誠
実
さ
を
尺
度
と
し
た
。
こ
の
立
脚
点
は
や

が
て
民
俗
学
者
と
し
て
橋
浦
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
赴
く
時
、
調
査
地
に
お
い
て
政
治
と
研
究
を
互
い
に
混
在
さ
せ
ず
に
現
地
の
協
力
者
と
接
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
た
信
頼
を
築
く
要
因
と
な
っ
た
。
一
九
二
六
、
二
八
年
の
長
崎
県
の
五
島
調
査
、
あ
る
い
は
一
九
三
〇
年
代
初

頭
に
行
わ
れ
た
長
野
県
の
東
筑
摩
郡
調
査
で
橋
浦
の
知
己
と
な
っ
た
郷
土
史
家
は
、
東
京
で
社
会
主
義
者
検
挙
の
報
が
届
く
度
に
橋
浦
の
身
を
案
じ
る
書

簡
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
交
流
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
経
験
を
常
と
す
る
郷
土
研
究
の
方
法
が
彼
ら
の
人
間
関
係
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
一
九
三
五
年
に
設
立
さ
れ
た
郷
土
研
究
の
全
国
組
織
「
民
間
伝
承
の
会
」
の
組
織
方
針
は
橋
浦
の
提
醤
に
沿
っ
た
も
の
だ
が
、
橋
浦
は
そ
れ
ぞ
れ

の
郷
土
で
既
に
活
動
し
て
い
る
郷
土
研
究
会
を
横
か
ら
繋
ぐ
組
織
形
態
を
第
一
と
し
た
。
信
頼
で
き
る
郷
土
史
家
が
ど
れ
だ
け
誠
実
な
郷
土
調
査
を
地
元

で
行
っ
て
い
る
か
に
力
点
を
置
く
こ
と
と
な
る
点
で
、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
の
一
〇
年
に
わ
た
る
橋
浦
の
郷
土
研
究
を
め
ぐ
る
経
験
か
ら
創
出
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
〔
号
　
二
〇
〇
九
年
一
月
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郷
土
研
究
の
組
織
化

　
「
手
段
」
と
し
て
の
郷
土

　
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
中
葉
に
か
け
て
民
間
学
上
の
組
織
と
い
う
観
点
か
ら
郷
土
研
究
を
見
る
と
、
そ
れ
は
各
地
に
点
在
し
て

い
た
研
究
会
・
郷
土
史
家
た
ち
の
多
く
が
、
次
第
に
民
俗
学
を
指
標
に
再
編
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
こ
の
動
向
は
一
九
三
五
年
八
月
、

民
俗
学
の
全
国
組
織
と
も
い
え
る
「
民
間
伝
承
の
会
」
設
立
を
以
て
、
ひ
と
ま
ず
の
帰
結
点
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
こ
に
到
る
約
十
年

、
と
は
、
柳
田
国
男
に
と
っ
て
自
身
の
昆
俗
学
が
、
組
織
と
資
料
的
蓄
積
の
両
面
に
お
い
て
そ
の
基
盤
を
整
え
た
時
期
で
も
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
、
　
九
三
三
年
差
行
わ
れ
た
連
続
講
義
「
民
間
伝
承
論
」
に
お
い
て
柳
田
は
、
民
俗
資
料
を
三
つ
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属

性
と
そ
れ
を
知
覚
す
る
主
体
と
な
る
も
の
を
対
照
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
土
地
に
短
期
間
立
ち
寄
っ
た
旅
人
の
目
で
捉
え
る
事
の
で
き
る

事
象
、
次
い
で
寄
寓
者
と
し
て
相
当
の
年
月
を
そ
の
土
地
で
過
ご
し
土
地
の
雷
葉
に
習
熟
し
た
者
の
目
・
耳
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
象
、

そ
し
て
最
後
に
そ
の
土
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
者
が
前
代
か
ら
受
け
継
い
だ
感
覚
に
よ
っ
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
事
象
を
掲
げ
、
こ
れ
を
「
心
意

伝
承
」
と
し
て
最
も
重
視
し
た
。
民
俗
学
の
敷
街
に
伴
っ
て
ひ
と
つ
の
焦
点
と
な
る
の
が
、
民
俗
学
と
郷
土
研
究
の
関
係
で
あ
る
。
当
時
か
ら

混
同
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
の
ふ
た
つ
の
区
分
に
対
し
、
柳
田
は
別
稿
で
「
郷
土
」
と
は
手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

目
的
な
の
で
は
な
い
と
明
旦
し
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
心
意
伝
承
に
関
わ
る
民
俗
事
象
の
記
録
を
終
局
の
目
的
と
す
る
場
合
、
そ
れ
を

豊
富
に
保
存
し
て
い
る
「
郷
土
」
を
媒
介
項
と
す
る
こ
と
が
手
近
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
柳
田
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
“
郷
土
の
手
段
化
”
は
研
究
史
上
、
「
民
俗
を
『
郷
土
』
か
ら
奪
い
去
っ
て
、
資
料
群
に
投
入
す
る
」
も
の

と
し
て
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
批
判
は
地
方
在
住
の
調
査
者
に
特
定
の
課
題
を
与
え
て
そ
の
報
告
を
自
身
の
影
響
下
に
あ
る
雑

誌
に
掲
載
す
る
柳
田
民
俗
学
の
体
制
の
在
り
方
を
も
抽
出
し
、
こ
の
位
置
づ
け
に
沿
い
な
が
ら
特
定
の
地
域
に
焦
点
を
当
て
、
柳
田
の
組
織
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
事
例
研
究
を
行
う
動
向
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
に
重
な
る
形
で
、
～
九
三
〇
年
代
以
降
の
転
向
現
象
を
機
に
柳
田
の
許
へ
参
集
し
た
マ
ル
ク
ス
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思想環境としての郷土研究（鶴見）

主
義
者
が
、
か
つ
て
運
動
家
と
し
て
見
せ
た
組
織
作
り
の
知
見
を
柳
田
民
俗
学
の
組
織
化
に
向
け
て
活
用
し
、
成
功
を
お
さ
め
た
と
す
る
見
方

が
先
行
研
究
に
お
い
て
長
ら
く
定
説
化
し
て
き
緬
・
こ
の
二
つ
の
動
向
を
総
合
す
る
な
ら
ば
・
民
俗
を
「
郷
土
」
か
ら
切
り
離
し
・
マ
ル
ク
ス

主
義
の
運
動
を
特
徴
づ
け
る
上
意
下
達
の
体
制
を
そ
の
ま
ま
中
央
（
柳
田
）
・
地
方
（
郷
土
史
家
）
と
い
う
形
へ
と
推
移
さ
せ
た
の
も
、
多
く
は

こ
れ
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
だ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
課
題
と
な
る
の
は
、
柳
田
民
俗
学
の
地
方
に
対
す
る
組
織
化
を
考
証
す
る
際
、
頻
繁
に
登
場
す
る
、
中
央
の
民
俗
学
者
が
地
方
で

「
理
解
者
」
「
協
力
者
」
を
得
る
、
あ
る
い
は
そ
の
地
方
の
郷
土
史
家
が
外
か
ら
や
っ
て
き
た
民
俗
学
者
か
ら
「
刺
激
」
を
受
け
る
と
は
、
何

を
尺
度
に
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
担
い
手
と
な
っ
た
一
部
の
民
俗
学
者
が
運
動
歴
を
持
つ
者
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
ず
か

ら
両
者
の
交
流
は
時
に
民
俗
資
料
を
通
し
た
人
間
関
係
を
超
え
た
も
の
に
な
り
得
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
先
行
研
究
で
は
捉
え
つ
く
せ
な
い
、

思
想
的
な
往
還
が
成
立
し
て
い
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
小
論
の
課
題
は
、
こ
の
郷
土
研
究
の
再
編
過
程
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
柳
田
の
許
で
組
織
化
に
貢
献
し
た
人
物
・
橋
浦
泰
雄
が
残
し
た
採
集

手
帖
、
郷
土
誌
・
民
俗
誌
、
そ
し
て
地
元
郷
土
史
家
と
の
交
友
を
め
ぐ
る
書
簡
か
ら
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
郷
土
研
究
組
織
の
性
格
を
考
察

し
、
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
郷
土
像
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
郷
土
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
環
境
が
、
そ

れ
を
研
究
す
る
組
織
な
い
し
研
究
者
と
連
関
す
る
時
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
人
的
構
成
の
特
色
と
な
り
え
る
の
か
、

と
い
う
課
題
を
照
射
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
思
想
史
上
の
橋
浦
泰
雄

　
一
九
二
〇
年
代
の
「
ア
ナ
・
ボ
ル
論
争
」
が
実
質
的
に
「
ボ
ル
派
」
の
勝
利
に
終
わ
っ
て
以
降
、
多
く
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
た
ち
は
多
く
が
ボ

ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
に
吸
収
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
石
川
三
四
郎
、
近
藤
憲
二
ら
の
よ
う
に
少
数
の
同
志
た
ち
に
よ
っ
て
孤
立
し
て
思
想
信
条
を
守

る
こ
と
で
戦
時
下
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
「
ア
ナ
・
ボ
ル
論
争
」
が
こ
う
し
た
結
果
に
到
っ
た
説
明
と
し
て
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
マ
ル
ク
ス
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主
義
者
に
比
し
て
強
固
な
組
織
を
作
る
こ
と
へ
の
執
着
が
な
か
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
特
徴
付
け
る
政
治
的
な
拘
束
へ

の
拒
否
感
が
、
そ
の
ま
ま
組
織
運
営
に
も
投
影
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
⑤

　
橋
浦
泰
雄
は
、
柳
田
国
男
に
師
事
し
た
運
動
家
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
立
つ
活
動
歴
を
持
つ
入
物
と
し
て
知
ら
れ
る
～
方
、
練
達
の
採
集

家
・
組
織
者
と
し
て
地
方
を
廻
り
、
柳
田
民
俗
学
を
支
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
～
九
五
〇
年
に
は
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
と
と
も
に

「
民
間
伝
承
の
会
」
が
改
称
し
た
「
日
本
民
俗
学
会
」
の
名
誉
会
員
の
称
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
年
橋
浦
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

学
界
に
対
し
て
自
分
が
な
し
え
た
こ
と
は
学
術
的
な
方
面
で
は
な
く
、
組
織
の
方
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
昭
和
戦
前
期
に
お

け
る
日
本
民
俗
学
の
組
織
作
り
と
は
、
橋
浦
の
考
え
た
方
針
が
基
調
と
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
昭
和
初
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
指
導
者
の
中
に
あ
っ
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
橋
浦
が
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
『
相
互
扶
助
論
』
か
ら

受
け
た
影
響
を
そ
の
後
も
手
放
さ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
戦
後
に
到
る
ま
で
橋
浦
は
自
身
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
よ
り
も
、
「
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ス
ト
」
と
す
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
点
か
ら
見
て
も
、
橋
浦
が
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
無
政
府
共
産
制
」
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
『
相
互
扶
助
論
』
の
成
立
背
景
に
は
、
青
年
時
代
、
地
理
学
協
会
の
調
査
で
シ
ベ
リ
ア
に
お
い
て
実
見
し
た
動
物
の
生
息
状
態
を
子
細

に
観
察
し
、
そ
こ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
へ
の
反
証
と
な
る
事
例
を
見
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
原
体
験
を
起
点
に
、
動
物

世
界
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
種
々
の
事
例
が
説
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
現
象
が
人
間
社
会
へ
と
敷
術
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
経
験
的

な
方
法
は
運
動
家
、
そ
し
て
民
俗
学
者
と
し
て
の
橋
浦
の
行
程
を
も
特
徴
付
け
た
。

　
橋
浦
の
思
想
像
を
よ
く
示
す
事
例
と
し
て
大
杉
栄
へ
の
対
し
方
が
あ
る
。
橋
浦
自
身
は
一
九
二
二
年
一
月
に
行
わ
れ
た
第
三
回
メ
ー
デ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

組
織
方
針
を
め
ぐ
る
会
合
に
お
い
て
自
身
を
「
ボ
ル
派
」
と
規
定
し
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
の
分
岐
を
自
覚
し
て
い
た
が
、
一
九
；
二
年
九
月
初

め
、
橋
浦
は
震
災
直
後
に
有
島
武
郎
の
友
人
で
も
あ
っ
た
出
版
社
・
全
文
閣
の
設
立
者
で
あ
る
足
助
素
一
の
安
否
を
気
遣
い
危
険
を
冒
し
て
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

社
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
同
じ
目
的
で
来
訪
し
て
い
た
大
杉
と
出
会
い
意
気
投
合
し
て
互
い
に
住
所
を
教
え
合
い
、
再
会
を
約
し
て
別
れ
た
。
互

に
依
拠
す
る
思
想
と
は
別
個
に
、
災
害
時
そ
れ
ぞ
れ
が
虚
心
に
と
っ
た
行
動
か
ら
そ
の
人
物
を
見
る
態
度
が
こ
こ
に
あ
る
。
数
日
後
虐
殺
さ
れ
、
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思想環境としての郷土研究（鶴見）

九
月
二
七
日
、
落
合
火
葬
場
に
て
行
わ
れ
た
大
杉
栄
の
骨
上
げ
に
橋
浦
が
参
加
し
た
理
由
も
、
こ
の
体
験
が
基
礎
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

あ
る
い
は
一
九
二
〇
年
四
月
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
家
集
団
・
黒
曜
会
が
第
～
回
展
覧
会
を
行
っ
た
際
、
望
月
桂
は
ア
ナ
派
の
主
張
と
し
て
芸

術
家
の
個
性
と
自
由
を
大
切
に
す
る
意
味
で
審
査
は
不
要
と
し
た
が
、
同
会
会
員
だ
っ
た
橋
浦
は
後
年
、
望
月
を
園
顧
し
て
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

お
け
る
無
欲
さ
、
清
潔
さ
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
こ
か
ら
見
る
よ
う
に
橋
浦
の
評
価
の
軸
は
、
直
接
に
自
分
が
そ
の
人
物
が
持
つ
気
質
に
触
れ

る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
一
九
二
〇
年
、
大
杉
栄
は
今
後
の
労
働
運
動
の
構
築
の
さ
れ
方
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
労
働
者
は
未
来
的
な
社
会
組
織
へ
の
展
望
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
樹
葉
を
汲
み
つ
つ
、
こ
れ
を
「
自
身
の
気
質
と
周
囲
の
状
況
と
に
応
じ
て
」
進
め
て
い
く
必
要
が

　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
と
説
い
た
が
、
運
動
の
指
針
を
求
め
る
際
、
当
人
の
気
質
を
重
視
す
る
こ
の
姿
勢
は
、
思
想
信
条
と
し
て
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
よ
り
以
前
に
、

そ
の
人
物
に
備
わ
っ
て
い
る
無
欲
さ
、
誠
実
さ
の
中
に
気
質
と
し
て
の
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て

橋
浦
は
運
動
と
郷
土
研
究
の
両
面
に
お
い
て
、
こ
の
気
質
を
発
揮
し
た
～
典
型
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
橋
浦
が
民
俗
学
を
志
す
伏
線
と
な
っ
た
北
海
道
で
の
紀
行
か
ら
実
質
的
に
運
動
か
ら
離
脱
し
た
一
九
三
四
年
を
お
お
よ
そ

の
時
期
対
象
と
す
る
。
こ
の
時
期
は
橋
浦
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
と
両
立
さ
せ
る
形
で
幾
つ
か
の
重
要
な
郷
土
研
究
に
携
わ
っ
た
と
い
う

意
味
で
、
ま
と
ま
っ
た
時
期
区
分
と
し
て
設
定
が
可
能
で
あ
る
以
外
に
、
郷
土
研
究
、
ひ
い
て
は
民
俗
学
に
つ
い
て
橋
浦
が
自
分
な
り
の
組
織

方
針
を
固
め
た
の
が
ま
さ
に
こ
の
時
期
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
①
柳
田
国
男
門
郷
土
研
究
と
民
俗
学
（
一
）
」
（
『
柳
田
國
男
全
集
睡
第
二
九
巻
　
　
年
十
一
月
号
）
、
同
「
柳
田
圏
男
と
地
方
の
民
俗
研
究
家
－
新
潟
県
佐
渡
外
海

　
筑
摩
書
房
　
二
〇
〇
二
年
置
　
三
八
三
頁
。
初
出
は
『
肥
前
史
談
㎞
　
一
九
三
六

　
年
六
月
。

②
福
繊
ア
ジ
オ
「
柳
謎
国
男
の
方
法
と
地
方
史
研
究
」
（
『
地
方
史
研
究
輪
一
九
七

　
四
年
一
月
口
写
）
　
　
一
一
二
、
　
一
⊥
ハ
百
ハ
。

③
代
表
的
な
も
の
で
は
池
園
哲
夫
「
柳
田
国
男
と
地
方
の
民
俗
研
究
家
－
昭
和

　
初
期
の
佐
渡
の
民
俗
研
究
体
制
一
」
（
『
日
本
民
俗
学
㎞
　
一
一
二
号
　
　
一
九
九
七

府
・
稲
場
美
佐
久
を
例
に
i
偏
（
『
高
志
路
隔
三
三
三
号
　
一
九
九
九
年
八
月

号
）
、
矢
野
敬
一
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
柳
田
國
男
の
方
法
論
と
そ
の
受
容
－

新
潟
県
で
の
郷
土
誌
・
史
の
記
述
を
事
例
と
し
て
一
」
（
『
静
岡
大
学
教
育
学
部

研
究
報
告
　
人
文
・
社
会
科
学
篇
輪
五
五
号
　
二
〇
〇
四
年
）
、
伊
藤
純
郎
「
昭

和
七
年
の
信
州
郷
土
研
究
－
栗
岩
英
治
と
柳
田
国
男
」
（
『
信
濃
隔
六
六
四
号

二
〇
〇
五
年
五
月
号
）
。
池
田
論
文
二
編
は
、
柳
田
、
或
い
は
そ
の
弟
子
の
佐
渡
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来
訪
が
地
元
郷
土
史
家
の
刺
激
と
な
り
、
「
民
間
伝
承
の
会
扁
佐
渡
支
部
結
成
を

　
ふ
く
む
郷
土
研
究
会
の
活
況
へ
と
繋
が
っ
た
こ
と
、
佐
渡
の
郷
土
研
究
内
部
で
民

　
俗
採
集
を
行
う
者
と
そ
れ
を
収
集
・
分
析
す
る
者
と
い
う
体
制
が
形
成
さ
れ
て
お

　
り
、
そ
の
意
味
で
柳
田
の
研
究
体
制
は
地
方
に
お
い
て
縮
小
再
生
産
さ
れ
て
い
た

　
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
矢
野
論
文
は
柳
田
の
研
究
体
制
下
で
と
も
す
れ
ば
「
受

　
け
身
」
の
存
在
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
な
郷
土
史
家
に
つ
い
て
記
紀
神
話
か
ら
自
立

　
し
た
地
方
の
伝
説
の
意
味
づ
け
な
ど
、
自
分
な
り
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ

　
と
を
指
摘
し
、
伊
藤
論
文
は
郷
土
史
家
が
考
古
学
・
地
理
学
の
成
果
を
取
り
入
れ

　
た
綜
合
的
な
郷
土
誌
の
編
纂
を
志
向
し
、
そ
れ
ぞ
れ
柳
田
の
昆
俗
学
と
接
す
る
こ

　
と
で
自
分
の
問
題
把
握
の
確
か
さ
を
再
認
識
し
た
点
を
強
調
す
る
。
こ
れ
以
外
に

　
伊
藤
純
郎
『
柳
田
国
男
と
信
州
地
方
史
　
　
「
白
足
袋
史
学
」
と
「
わ
ら
じ
史
学
」
』

　
（
刀
水
書
房
　
二
〇
〇
四
年
）
は
、
「
東
筑
摩
郡
誌
別
篇
」
の
編
纂
事
業
中
、
堀

　
一
郎
・
和
歌
森
太
郎
ら
柳
田
に
傾
倒
す
る
少
壮
学
者
主
導
の
も
と
で
、
～
九
四
三

　
年
・
四
四
年
を
中
心
に
行
わ
れ
た
門
氏
神
篇
」
に
お
け
る
調
査
内
容
・
実
施
状
況

　
に
照
準
を
合
わ
せ
、
こ
の
時
の
戦
意
高
揚
を
目
的
と
す
る
編
纂
事
業
が
自
分
の
生

　
ま
れ
た
土
地
を
主
体
的
に
知
ろ
う
と
す
る
当
初
の
研
究
目
的
か
ら
反
れ
て
い
た
こ

　
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
地
元
と
中
央
の
亀
裂
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
嶺
事

　
者
の
記
録
に
近
い
も
の
と
し
て
胡
桃
沢
友
男
隅
柳
田
圏
男
と
信
州
軸
（
岩
田
書
院

　
二
〇
〇
四
年
）
は
、
柳
田
民
俗
学
の
地
方
的
発
展
に
対
し
て
長
野
県
東
筑
摩
郡
が

　
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
父
・
胡
桃
沢
勘
内
の
関
係
資
料
に
よ
っ
て
考
証
し
て

　
い
る
。

④
福
田
ア
ジ
オ
「
日
本
の
民
俗
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
扁
（
噸
国
立
歴
史
民
俗
学
博
物

　
館
研
究
報
告
』
第
二
七
集
　
一
九
九
〇
年
）
。

⑤
橋
浦
泰
雄
（
一
八
八
八
～
一
九
七
九
）
日
本
画
家
・
民
俗
学
者
・
社
会
主
義

　
運
動
家
。
鳥
取
県
岩
美
郡
生
ま
れ
。
生
家
は
地
主
兼
雑
貨
商
。
岩
井
高
等
小
学
校

　
卒
業
。
郷
里
で
文
芸
誌
糊
水
脈
㎞
、
門
我
等
輪
発
行
。
一
九
二
〇
年
日
本
社
会
主
義

　
同
盟
創
立
大
会
に
参
加
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
種
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化

　
運
動
に
加
わ
る
。
～
九
三
八
年
～
四
八
年
『
民
間
伝
承
㎞
編
集
長
。
東
北
帝
大
農

　
科
大
で
教
え
を
受
け
た
弟
・
季
雄
を
介
し
て
早
く
か
ら
有
島
武
郎
と
交
友
関
係
に

　
あ
っ
た
。
日
本
共
産
党
（
第
一
次
）
創
立
メ
ン
バ
ー
の
橋
浦
時
雄
は
実
弟
。

⑥
「
橋
浦
泰
雄
氏
に
聞
く
扁
（
一
九
七
九
年
五
月
二
〇
日
録
音
テ
ー
プ
鳥
取

　
民
俗
学
会
で
の
講
演
録
　
鳥
取
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

⑦
一
九
九
七
年
＝
再
七
日
宮
沢
嚢
子
氏
（
橋
浦
泰
雄
次
女
）
か
ら
筆
者
聞
き

　
取
り
。

⑧
橋
浦
泰
雄
『
五
塵
録
民
俗
的
自
伝
駈
（
創
樹
社
一
九
八
二
年
と
西
九
一

　
二
五
〇
頁
。

⑨
橋
浦
泰
雄
コ
九
二
～
年
七
月
～
九
日
～
二
三
日
、
二
月
～
六
日
以
上
日
記

　
的
メ
モ
　
一
九
六
九
年
一
月
一
日
～
」
の
う
ち
九
月
二
二
B
の
項
（
鳥
取
県
立
図

　
書
館
所
蔵
）
。

⑩
橋
浦
泰
雄
「
橋
浦
泰
雄
氏
に
聞
く
」
（
『
美
術
運
動
』
～
九
七
四
年
七
月
号
）

　
五
四
…
五
五
頁
。

⑪
大
杉
栄
「
社
会
的
理
想
論
扁
（
一
九
二
〇
年
六
月
）
『
大
杉
栄
全
集
』
第
六
巻

　
現
代
田
心
潮
社
　
　
一
九
⊥
ハ
四
年
　

四
7
て
百
ハ
。
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二
　
初
　
期
　
調
　
査

思想環境としての郷土研究（鶴見）

　
「
尻
　
屋
　
村
」

　
大
正
末
、
橋
浦
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
の
特
徴
は
、
「
原
始
共
産
制
の
遺
制
」
発
掘
と
い
う
明
確
な
主
題
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

民
俗
学
史
の
上
で
す
で
に
定
ま
っ
た
見
方
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ま
だ
系
統
的
な
民
俗
採
集
の
技
術
的
な
訓
練
を
経
て
い
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
こ
の
問
題
設
定
を
過
剰
に
意
識
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
調
査
は
畢
寛
、
共
同
分
配
・
共
同
労
働
に
凝
集
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

典
型
が
一
九
二
五
年
五
月
に
行
わ
れ
た
青
森
県
下
北
半
島
の
亀
屋
村
調
査
で
あ
る
。

　
一
九
二
三
年
九
月
か
ら
橋
浦
は
札
幌
に
居
住
し
て
い
た
兄
の
家
業
を
手
伝
う
た
め
、
頻
繁
に
北
海
道
へ
渡
り
、
余
暇
を
見
つ
け
て
は
画
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

探
し
て
道
内
を
旅
行
し
て
い
た
。
さ
ら
に
建
築
家
・
田
上
義
也
を
は
じ
め
と
す
る
札
幌
の
芸
術
家
グ
ル
ー
プ
と
交
流
し
、
～
九
二
五
年
に
は
札

幌
と
函
館
で
個
展
を
行
っ
た
。
そ
の
線
上
で
橋
浦
は
岩
内
出
身
の
画
家
・
木
田
金
次
郎
が
漁
師
と
し
て
立
ち
寄
っ
た
際
実
見
し
た
尻
屋
村
の
生

活
様
式
を
聞
き
、
自
身
も
実
地
に
検
分
す
る
こ
と
を
考
え
、
亀
屋
村
を
訪
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
記
録
は
「
尻
屋
村
」
と
題
し
て
『
同
愛
』

一
九
二
六
年
一
月
か
ら
三
月
号
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
叙
情
豊
か
に
綴
ら
れ
た
こ
の
紀
行
文
は
、
的
確
な
取
材
記
録
の
中
に
自
身
が
目
指

す
理
想
的
な
生
活
事
象
に
出
会
っ
た
感
動
が
垣
間
見
え
る
点
で
、
当
時
の
橋
浦
の
内
面
を
率
直
に
吐
露
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
ず
、
橋
浦
は
同
村
に
お
け
る
年
齢
階
層
に
応
じ
た
労
働
形
態
と
均
等
所
得
、
村
有
の
種
牡
牛
馬
が
村
民
の
求
め
に
応
じ
て
無
料
で
使
用
で

き
る
こ
と
な
ど
、
細
か
な
「
共
産
制
」
の
事
例
を
紹
介
し
、
次
い
で
そ
れ
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し
て
地
理
的
な
問
題
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

近
隣
の
漁
村
が
漁
労
期
に
入
る
と
北
海
道
へ
出
稼
ぎ
に
渡
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
潮
流
の
関
係
上
豊
富
な
漁
獲
量
を
有
す
る
懸
屋
村
は
そ

の
必
要
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
資
本
主
義
化
の
波
に
晒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
互
助
的
な
不
文
律
が
生
き
残
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
地

元
小
学
校
校
長
の
話
を
引
き
つ
つ
、
生
活
格
差
の
な
い
こ
と
は
村
民
の
気
質
を
穏
や
か
な
も
の
と
し
、
争
い
ご
と
の
起
こ
る
こ
と
が
な
い
点
を

強
調
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
基
底
に
は
男
女
の
別
な
く
十
代
初
め
か
ら
配
分
権
を
持
つ
不
文
律
が
あ
り
、
そ
れ
が
村
民
に
責
任
感
を
根
付
か
せ
、
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自
治
意
識
を
高
め
た
と
し
た
。
そ
し
て
自
足
で
き
る
分
を
以
て
事
足
れ
り
と
す
る
風
面
村
の
「
共
産
制
」
は
、
「
期
せ
ず
し
て
翠
黛
の
海
岸
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

山
林
と
を
必
然
的
に
豊
満
な
ら
し
め
た
し
と
、
同
村
の
慣
習
を
周
囲
の
自
然
環
境
と
の
連
関
か
ら
説
き
起
こ
し
た
。

　
こ
れ
ら
対
象
へ
の
橋
浦
の
深
い
思
い
入
れ
ば
、
逆
に
自
身
の
想
定
に
そ
ぐ
わ
な
い
言
動
に
接
し
た
時
、
強
い
拒
否
反
応
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

実
際
、
当
時
の
～
部
雑
誌
・
新
聞
に
は
異
装
の
村
落
を
訪
ね
、
そ
こ
に
残
存
す
る
慣
習
の
中
に
「
共
産
制
」
の
色
彩
の
濃
い
も
の
を
紹
介
す
る

記
事
が
散
見
さ
れ
て
お
り
、
早
い
も
の
で
は
『
種
蒔
く
人
』
～
九
二
三
年
五
月
号
か
ら
始
ま
っ
た
特
集
「
日
本
に
實
在
せ
る
共
産
制
」
が
第
一

圃
と
し
て
尻
屋
村
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
橋
浦
が
村
役
場
出
張
所
書
記
か
ら
取
材
を
行
っ
た
際
、
同
書
記
は
こ
れ
ら
の
記
事
が
与
え
る
影
響
へ

の
危
惧
か
ら
繰
り
返
し
橋
浦
に
、
村
の
慣
習
は
あ
く
ま
で
旧
式
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
「
大
杉
さ
ん
な
ど
の
過
激
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

共
産
主
義
」
と
は
成
り
立
ち
が
全
然
異
な
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
の
に
対
し
、
橋
浦
は
強
い
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
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「
村
制
調
書
」

　
六
月
に
尻
屋
か
ら
東
京
へ
戻
っ
た
橋
浦
は
、
有
島
と
共
通
の
友
人
で
叢
文
閣
の
社
・
王
・
足
助
素
一
に
尻
屋
村
で
見
聞
し
た
こ
と
を
伝
え
、
さ

ら
に
足
助
の
紹
介
で
七
月
上
旬
、
堺
利
彦
を
訪
ね
た
。
堺
は
当
該
の
主
題
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
は
、
柳
田
国
男
を
訪
問
す
る
こ
と
が
い
い
と

告
げ
た
。
こ
の
言
に
従
い
橋
浦
は
九
月
五
日
、
啓
明
会
主
催
の
講
演
「
南
島
研
究
の
現
状
」
の
控
室
に
柳
田
を
訪
れ
、
自
身
の
抱
負
を
語
っ
た
。

そ
の
時
、
柳
田
が
教
示
し
た
の
は
、
細
か
な
民
俗
事
象
は
各
個
が
有
機
的
に
繋
が
り
合
っ
て
お
り
、
お
も
む
ろ
に
調
査
地
で
「
原
始
共
産
制
の

遺
制
」
を
尋
ね
て
も
、
当
事
者
の
当
惑
を
招
く
だ
け
で
あ
る
た
め
、
自
身
の
課
題
は
課
題
と
し
て
手
許
に
置
き
な
が
ら
、
生
活
全
般
に
わ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

総
論
的
な
立
場
か
ら
調
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
沿
い
つ
つ
、
橋
浦
は
九
月
一
〇
日
か
ら
約
三
ヶ
月
間

に
わ
た
っ
て
旧
慣
が
残
存
す
る
場
所
と
し
て
柳
田
が
示
し
た
飛
騨
、
美
濃
、
三
陸
沿
岸
等
を
廻
っ
て
民
俗
採
集
に
つ
と
め
る
。

　
こ
の
時
の
記
録
は
、
「
理
想
郷
を
訪
ね
て
」
と
「
村
制
調
書
」
の
二
種
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
有
島
武
郎
の
個
人
雑
誌
に
淵
源
を
持

つ
『
泉
』
に
一
九
二
五
年
～
○
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
橋
浦
が
旅
行
に
携
行
し
た
採
集
手
帖
で
あ
り
、
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あ
く
ま
で
橋
浦
個
人
が
自
身
に
資
す
る
た
め
に
書
き
付
け
た
記
録
で
あ
る
。
「
理
想
郷
を
訪
ね
て
」
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
通
り
そ
こ
に
描
き

出
さ
れ
た
目
的
に
向
け
て
誠
実
に
対
象
地
を
歴
訪
す
る
姿
が
足
助
ら
『
泉
』
同
人
の
共
感
を
得
た
が
、
「
理
想
郷
」
の
噂
を
聞
き
、
訪
れ
て
み

る
と
期
待
を
裏
切
る
も
の
だ
っ
た
叙
述
が
散
見
さ
れ
、
依
然
と
し
て
「
尻
屋
村
」
に
兇
ら
れ
た
感
情
的
な
部
分
を
残
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
比
し
て
「
村
制
調
書
」
は
旅
の
始
め
の
部
分
は
統
計
表
や
既
存
の
郷
土
誌
か
ら
の
参
照
が
あ
る
も
の
の
、
主
観
を
交
え
ず
村
の
沿
革

に
始
ま
り
、
冠
婚
葬
祭
、
生
業
、
産
物
、
家
族
制
度
と
、
細
か
く
項
目
を
細
分
化
さ
せ
て
村
落
の
生
活
全
般
を
眼
下
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
柳
田
の
助
言
を
念
頭
に
ま
と
め
た
記
録
で
も
あ
る
。
目
を
引
く
の
は
、
「
藁
屋
村
」
に
お
い
て
駆
使
さ
れ
た
生
活
と
周
囲
の
自
然

を
複
合
的
に
捉
え
る
記
述
が
よ
り
正
確
さ
を
増
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
岐
阜
県
飛
騨
国
益
田
郡
高
根
村
」
で
の
調
査
事
例
で
は
、

も
と
も
と
水
田
僅
少
の
地
で
主
要
産
物
で
あ
る
蛭
類
を
も
っ
て
米
購
入
に
充
て
て
い
た
高
根
村
の
山
野
が
、
「
昔
日
は
実
に
豊
満
な
る
密
林
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
し
由
な
る
も
、
牛
馬
の
飼
料
ヲ
得
る
為
め
と
、
盤
根
を
得
ん
が
為
め
に
乱
伐
し
て
火
を
放
ち
、
爾
後
年
々
火
を
放
つ
為
め
樹
木
成
育
せ
ず
」

と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
自
身
の
想
定
に
叶
っ
た
「
理
想
郷
」
の
抽
出
で
は
な
く
、
自
身
が
見
聞
き
し
た
民
俗
事
象

か
ら
眼
前
の
問
題
を
捉
え
る
と
い
う
新
し
い
視
点
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
富
山
県
東
礪
波
郡
利
賀
村
」
の
「
不
文
規
約
」
の
項
で
は
、

長
男
以
外
は
分
家
の
風
習
が
強
く
、
分
家
し
た
者
は
共
同
由
林
地
で
自
活
の
道
を
立
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
山
林
が
保
安
林
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
域
内
の
採
集
を
一
切
禁
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
他
県
へ
出
稼
ぎ
す
る
事
例
が
増
え
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。

　
前
者
は
特
産
物
へ
の
過
度
の
依
存
か
ら
生
ま
れ
た
環
境
破
壊
、
後
者
は
県
当
局
に
よ
る
自
治
機
構
の
解
体
が
法
上
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
い
ず
れ
も
細
か
な
採
集
項
目
を
念
頭
に
集
め
ら
れ
た
豊
富
な
事
例
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
改
め
て
自
身
の
関
心
に
沿

っ
た
問
題
に
向
け
て
再
構
成
が
な
さ
れ
て
お
り
、
『
相
互
扶
助
論
』
を
起
点
と
す
る
橋
浦
の
初
発
の
問
題
意
識
が
柳
田
の
示
唆
に
よ
っ
て
精
度

を
高
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
付
言
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
調
査
地
も
数
日
間
の
滞
在
だ
っ
た
こ
と
は
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
人
物
と

そ
の
後
の
関
係
を
希
薄
な
も
の
と
し
た
。
あ
く
ま
で
試
験
的
な
採
集
紀
行
だ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
こ
の
在
地
の
人
物
と
の
関
係
性
が
～
変

ず
る
の
が
、
翌
年
に
行
わ
れ
た
五
島
調
査
で
あ
る
。
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①
竹
田
民
郎
「
柳
田
民
俗
学
の
軌
跡
」
（
百
本
史
研
究
』
第
六
三
号
一
九
六
二

　
年
一
一
月
）
ほ
か
。

②
小
谷
博
貞
噸
木
田
金
次
郎
の
交
流
圏
f
橋
浦
泰
雄
と
田
上
義
也
の
こ
と
〈
朱

　
完
〉
』
（
私
家
版
　
二
〇
〇
二
年
　
木
田
金
次
郎
美
術
館
所
蔵
）
四
九
頁
。

③
橋
浦
泰
雄
「
尻
屋
村
（
＝
～
）
」
（
四
同
愛
魅
～
九
二
六
年
三
月
号
）
二
八
頁
。

④
橋
浦
泰
雄
「
尻
麗
村
（
こ
と
（
㎎
同
愛
』
一
九
二
六
年
二
月
号
）
二
六
頁
。

⑤
「
柳
田
国
男
と
の
出
会
い
」
（
㎎
季
刊
柳
田
國
男
研
究
』
第
二
号
一
九
七
三

　
年
）
一
〇
八
頁
。

⑥
橋
浦
泰
雄
門
村
制
調
書
大
正
十
四
年
九
月
中
部
地
方
旅
行
日
記
」
（
手
書
き

　
鳥
取
県
立
山
轡
館
所
蔵
）
誘
導
記
載
な
し
。

⑦
　
同
前
。
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三
　
五
　
島
　
調
　
査

　
調
査
の
背
景

　
尻
屋
村
の
調
査
が
橋
浦
に
と
っ
て
民
俗
学
を
学
ぶ
端
緒
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
に
生
き
る
人
物
と
の
交
誼
が
続
く
と
い
う
点
に
お

い
て
、
一
九
二
六
年
、
～
九
二
八
年
に
実
施
さ
れ
た
五
島
列
島
へ
の
調
査
は
、
ま
さ
に
郷
土
研
究
の
意
味
を
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
成

果
は
や
が
て
橋
浦
に
よ
っ
て
『
五
島
民
俗
図
誌
』
（
～
誠
社
　
～
九
三
四
年
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
五
島
調

査
が
在
地
の
郷
土
史
家
と
他
所
か
ら
や
っ
て
き
た
民
俗
学
者
に
よ
る
共
同
作
業
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
橋
浦
が
五
島
を
訪
れ
た
切
っ
掛
け
は
、
柳
田
に
よ
っ
て
五
島
の
民
俗
誌
作
成
を
薦
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
時
、
地
元
の
側
か
ら
橋
浦

を
受
け
入
れ
、
終
始
調
査
上
の
便
宜
を
は
か
っ
た
の
が
、
『
五
島
民
俗
同
誌
』
の
共
著
者
で
あ
り
、
当
時
、
五
島
合
同
新
聞
に
勤
務
し
て
い
た

郷
土
史
家
・
久
保
清
だ
っ
た
。
後
に
久
保
は
こ
の
時
の
調
査
に
つ
い
て
「
島
に
住
み
慣
れ
た
者
で
は
、
少
し
も
感
じ
な
い
も
の
の
内
に
、
多
く

の
珠
玉
的
匹
見
を
旅
人
は
掴
む
こ
と
が
あ
る
。
前
後
二
回
に
亘
る
共
著
者
橋
浦
の
五
島
踏
査
は
、
こ
の
珠
玉
的
襲
見
を
そ
の
旅
嚢
に
溢
る
・
ほ

ど
蒐
集
し
た
。
私
自
身
も
橋
浦
に
よ
っ
て
、
こ
の
島
の
も
つ
特
異
な
習
俗
、
言
語
ハ
冬
営
な
ど
を
ヨ
リ
有
難
い
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
気
持
を
馴

　
　
　
　
　
　
　
　
②

致
せ
し
め
ら
れ
た
」
と
回
顧
し
た
が
、
当
事
者
と
し
て
在
地
の
習
俗
を
熟
知
し
た
郷
土
史
家
と
、
他
地
域
と
の
比
較
に
よ
る
視
点
か
ら
調
査
地

の
習
俗
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
艮
俗
学
者
が
連
携
し
な
が
ら
こ
の
調
査
は
行
わ
れ
た
。
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橋
浦
個
人
の
閲
歴
に
即
す
る
と
、
一
九
二
五
年
一
二
月
に
創
立
さ
れ
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
の
美
術
部
長
に
就
任
し
、
次
い
で
翌

年
一
一
月
に
、
同
聯
盟
が
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
（
プ
ロ
芸
）
に
改
称
す
る
に
際
し
て
、
同
聯
盟
中
央
委
員
長
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

事
情
を
受
け
て
、
橋
浦
の
五
島
滞
在
中
は
い
ず
れ
も
時
折
、
当
局
に
よ
る
尾
行
が
つ
く
こ
と
が
あ
っ
た
が
。
加
え
て
橋
浦
の
五
島
滞
在
が
通
常

の
民
俗
学
者
と
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
地
で
調
査
と
並
行
し
て
画
業
に
従
事
し
た
点
で
あ
る
。
画
才
を
民
俗
研
究
に
発
揮
し
た
例
は
早
川

孝
太
郎
な
ど
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
橋
浦
の
場
合
、
五
島
で
福
江
町
（
現
在
長
晦
県
五
島
市
）
止
宿
先
を
そ
の
ま
ま
ア
ト
リ

エ
と
し
、
調
査
の
か
た
わ
ら
下
五
島
あ
る
い
は
隣
接
す
る
そ
れ
に
島
々
で
自
身
が
廻
っ
て
得
た
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
絵
を
制
作
し
た
ほ
か
、
五
島
在

住
の
知
己
の
求
め
に
応
じ
て
描
き
、
そ
の
代
金
を
調
査
資
金
に
あ
て
、
余
裕
の
あ
る
場
合
は
東
京
の
留
守
宅
に
送
金
し
た
。
調
査
地
を
景
観
と

し
て
捉
え
、
そ
れ
を
画
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
糧
を
得
、
そ
の
作
品
を
現
地
の
知
己
が
買
う
と
い
う
互
換
性
は
、
一
方
的
な
情
報
提
供

に
偏
重
し
た
地
域
調
査
と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
る
、
循
環
構
造
を
橋
浦
の
調
査
に
も
た
ら
し
た
。

　
調
査
中
の
拠
点
と
な
っ
た
福
江
町
は
橋
浦
の
来
島
前
後
、
一
九
二
五
年
七
月
に
は
そ
れ
ま
で
の
郡
役
所
が
廃
止
さ
れ
五
島
支
庁
が
設
置
さ
れ

た
ほ
か
、
二
九
年
三
月
に
は
福
江
町
会
議
規
則
の
制
定
、
三
　
年
に
は
町
内
を
二
九
区
に
分
け
、
区
長
及
び
そ
の
代
理
人
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、

次
第
に
中
央
か
ら
の
地
域
再
編
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
途
上
に
あ
っ
た
（
福
江
市
史
編
集
委
員
会
『
福
江
市
史
』
上
巻
　
一
九
九
五
年
九
七
七
買
）
。

　
五
島
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
運
動
史
の
上
で
ち
ょ
う
ど
黒
色
青
年
連
盟
に
お
け
る
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
内
部
対
立
、
一
九
二
八

年
三
月
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
系
労
働
組
合
に
よ
る
全
国
労
働
組
合
自
由
連
合
会
脱
会
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
運
動
が
分

裂
し
、
求
心
力
を
失
っ
て
い
っ
た
時
期
に
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
時
橋
浦
は
先
述
し
た
通
り
、
自
ら
を
“
ボ
ル
派
”
と
位
置
付
け
て
い
た
も
の

の
、
「
原
始
共
産
制
の
遺
制
」
発
掘
は
依
然
と
し
て
橋
浦
に
重
要
な
課
題
事
項
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
模
様
で
、
折
に
触
れ
て
そ
の
眼
は
関

連
事
象
を
追
っ
て
い
る
。
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五島列島（福江島・久賀島）略図

　
「
五
島
巡
遊
雑
感
」

　
五
島
調
査
に
お
い
て
橋
浦
は
相
当
数
の
採
集
手
帖
を
残
し
て

い
る
。
そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
九
二
八
年
の
も
の
で
あ

り
、
一
九
二
六
年
の
調
査
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
「
村
制
調

書
」
の
一
部
と
し
て
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
予
定
し
て
い
る
次

回
の
本
格
的
な
調
査
に
対
す
る
布
石
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
二

六
年
の
滞
在
期
間
は
二
〇
日
余
り
だ
が
、
「
村
制
調
書
」
に
記

載
さ
れ
た
福
江
町
、
富
江
村
、
崎
山
村
字
長
手
等
の
調
査
は
、

季
節
的
な
労
力
負
損
に
始
ま
り
、
家
普
請
、
葬
儀
、
病
気
な
ど

不
慮
の
災
難
に
い
た
る
村
内
の
互
助
行
為
に
力
点
を
置
き
つ
つ
、

童
謡
・
民
謬
等
の
周
辺
的
な
事
象
も
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・
こ
の
時
の
紀
行
は
帰
京
し
て
ほ
ど
な
く
、
『
五
島
合
同
新

聞
』
に
「
五
島
巡
遊
雑
感
　
帰
り
て
思
ふ
事
ど
も
」
と
題
す
る

印
象
記
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
久
保
へ
の
書
簡
と
い
う
形
式
を
と

っ
た
連
載
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
橋
浦
の
足
跡
は
「
村
制

調
査
」
の
調
査
地
以
外
に
も
玉
之
浦
、
岐
宿
、
さ
ら
に
隣
の
久

賀
島
な
ど
、
二
年
後
の
滞
在
で
細
か
く
踏
査
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど

の
地
域
に
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ
し
て
島
・
浦
あ
る
い
は
村
落

ご
と
に
そ
の
環
境
や
風
俗
は
大
小
の
相
違
が
あ
る
と
こ
と
わ
り
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な
が
ら
も
、
五
島
の
中
に
ひ
と
つ
の
「
互
助
共
産
」
が
励
行
さ
れ
る
「
理
想
郷
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
漁
労
・
採

集
に
お
け
る
相
互
扶
助
と
共
同
分
配
な
ど
、
か
つ
て
尻
払
村
で
見
聞
し
た
も
の
と
同
じ
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
異
な
っ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
な
人
物
像
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
展
望
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
橋
浦
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
住
ん
で
い
る

人
々
の
善
良
さ
、
社
会
組
織
の
健
全
さ
、
そ
し
て
天
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
自
分
に
印
象
付
け
た
も
の
と
し
て
、
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

浦
は
三
週
間
ほ
ど
の
滞
在
で
久
保
を
は
じ
め
と
し
て
行
く
先
々
で
「
玉
の
や
う
な
天
然
の
純
真
な
人
格
者
に
出
会
つ
た
こ
と
」
を
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
確
信
は
情
緒
的
で
あ
る
半
面
、
そ
れ
が
具
体
的
な
事
象
、
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
素
朴
な

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
流
の
相
互
扶
助
社
会
の
影
響
を
留
め
て
い
る
。

　
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
橋
浦
が
同
島
の
相
互
扶
助
の
慣
習
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
現
状
に
合
わ
せ
て
適
宜
改
変
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
～
例
と
し
て
橋
浦
は
採
集
・
漁
労
の
双
方
に
わ
っ
て
乱
獲
防
止

の
た
め
慣
行
と
な
っ
て
い
る
「
口
開
き
」
（
禁
止
時
期
の
終
了
）
・
「
口
閉
じ
」
（
禁
止
時
期
の
開
始
）
の
う
ち
、
希
少
と
な
り
つ
つ
あ
る
品
種
に
つ
い

て
は
、
「
口
閉
じ
」
を
さ
ら
に
厳
格
化
し
て
特
別
な
保
護
を
加
え
る
ま
で
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
す
る
。
「
慣
習
に
目
覚
め
て
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

初
め
て
真
の
慣
習
の
価
値
を
生
じ
成
長
も
す
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
橋
浦
は
相
互
扶
助
の
不
文
律
を
前
代
か
ら
の
伝
承
と
し

て
の
み
励
行
す
る
の
で
は
な
く
、
現
時
点
で
の
眼
前
の
問
題
に
対
し
、
こ
れ
を
自
覚
的
に
使
っ
て
い
く
姿
勢
を
理
想
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

の
視
点
に
立
っ
て
橋
浦
は
、
こ
の
時
の
調
査
で
も
う
ひ
と
つ
の
軸
と
な
っ
た
富
江
付
近
で
出
土
し
た
石
器
類
の
扱
い
も
、
そ
の
価
値
を
理
解
し

て
共
同
で
こ
れ
を
保
護
す
る
組
織
を
作
り
、
散
逸
を
防
ぐ
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
橋
浦
は
自
ら
踏
査
し
た
中
で
目
に
つ
い
た
現
実
の
差
し
迫
っ
た
事
柄
と
関
係
付
け
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
互
助
共

産
」
の
意
識
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
は
か
り
、
合
わ
せ
て
「
互
助
共
産
」
の
伝
承
自
体
を
も
現
代
の
中
で
再
活
性
化
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
橋
浦
の
主
張
と
は
、
直
線
的
に
旧
習
保
存
を
訴
え
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
衰
退
す
る
前
に
記
録
と
し
て
残

そ
う
と
す
る
ま
さ
に
研
究
の
領
域
に
限
定
を
は
か
る
民
俗
学
者
に
は
見
ら
れ
な
い
実
践
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
五
島
に
お
け
る
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最
初
の
調
査
は
橋
浦
自
身
の
主
題
に
呼
応
す
る
多
く
の
素
材
を
内
包
し
た
土
地
と
し
て
好
印
象
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

　
助
力
者
た
ち

　
民
俗
誌
に
か
か
わ
る
基
礎
資
料
が
系
統
的
に
収
集
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
八
年
…
月
二
二
日
か
ら
約
二
か
月
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
第

二
次
調
査
で
あ
る
。
当
初
、
橋
浦
と
し
て
は
早
め
の
再
訪
を
期
し
て
い
た
が
、
先
述
の
逓
り
二
六
年
秋
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
（
プ

ロ
芸
）
中
央
委
員
長
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
資
金
的
な
事
情
も
相
侯
っ
て
繰
り
延
べ
を
重
ね
て
い
た
。

　
大
凡
の
目
途
が
立
っ
た
二
七
年
秋
、
久
保
へ
再
訪
の
予
定
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
ほ
ど
な
く
来
島
す
る
な
ら
ば
、
新
正
月
の
初
旬
に
来
て
旧
正

月
中
旬
ま
で
滞
在
す
る
の
が
よ
い
と
す
る
返
信
が
届
い
た
。
理
由
と
し
て
久
保
は
「
薪
正
月
は
知
識
階
級
そ
の
他
の
正
月
で
こ
の
方
面
の
人
々

の
訪
問
蒐
集
に
好
都
合
で
あ
り
奮
正
月
は
漁
夫
百
姓
の
正
月
で
古
来
の
風
習
が
見
聞
さ
れ
」
る
こ
と
を
挙
げ
、
「
絵
は
御
出
で
に
な
る
前
に
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
暇
日
に
勧
誘
七
て
旅
費
は
百
円
位
御
送
り
し
御
来
島
の
上
で
章
魚
は
賞
る
事
に
し
て
は
ど
う
で
せ
う
か
」
と
提
案
し
た
。
担
い
手
を
異
に
す

る
冬
日
ふ
た
つ
の
正
月
を
通
し
で
観
察
す
る
こ
と
が
民
俗
誌
作
成
の
上
で
大
い
に
資
す
る
と
す
る
地
元
郷
土
史
家
な
ら
で
は
の
助
平
が
目
を
引

く
と
と
も
に
、
二
年
前
の
滞
在
中
橋
浦
は
自
身
が
描
い
た
相
当
数
の
絵
画
を
久
保
の
許
に
残
し
て
お
り
、
久
保
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
橋
浦
の

絵
画
を
買
う
人
々
が
福
江
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
面
か
ら
判
断
で
き
る
。
橋
浦
が
第
二
次
調
査
に
踏
み
切
っ
た
の
も
、
こ
れ
ら

「
顧
客
」
と
も
い
う
べ
き
人
脈
に
よ
っ
て
、
五
島
で
画
業
に
よ
る
収
入
が
見
込
め
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
最
終
的
に
プ
ロ
芸
で
の
仕
事
が
多
端
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
橋
浦
が
菓
京
を
後
に
し
た
の
は
年
の
明
け
た
一
月
二
〇
日
早
朝
と
な
っ
た
。
福
岡

で
プ
ロ
芸
の
支
部
に
立
ち
寄
っ
て
報
告
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
見
送
る
こ
と
と
し
、
二
二
日
朝
福
江
に
到
着
し
、
久
保
の
出
迎
え
を
受
け
、

既
知
と
な
っ
て
い
た
旅
館
平
野
屋
に
入
り
こ
こ
を
調
査
室
兼
ア
ト
リ
エ
と
し
た
。
到
着
し
て
早
々
、
橋
浦
は
久
保
か
ら
自
分
が
出
立
し
た
二
〇

日
、
議
会
が
解
散
と
な
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
三
月
の
総
選
挙
に
向
け
て
東
京
で
は
労
農
党
支
援
の
た
め
、
橋
浦
の
周
辺
も
慌
た
だ
し
く

な
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
た
が
、
「
何
し
ろ
同
志
等
は
忙
し
い
事
だ
ら
う
。
私
自
身
の
此
面
で
の
仕
事
に
は
大
き
な
打
撃
だ
が
や
む
を
得
な
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⑧

い
」
と
し
て
、
予
定
通
り
こ
の
ま
ま
腰
を
据
え
て
五
島
で
の
調
査
に
臨
む
こ
と
を
選
ん
だ
。
た
だ
し
、
久
保
を
介
し
て
『
五
島
合
同
新
聞
』
編

集
部
に
集
ま
っ
て
く
る
東
京
か
ら
の
情
勢
に
は
絶
え
ず
注
意
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
旅
装
を
解
い
て
直
ぐ
に
滞
在
中
の
大
ま
か
な
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。
す
で
に
橋
浦
の
手
許
に
は
予
め
作
成
し
た
「
年
中
行
事
」
「
至
難
」
「
歌

謡
」
「
婚
姻
」
「
葬
式
と
年
忌
」
そ
の
ほ
か
網
羅
的
な
調
査
項
目
の
リ
ス
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
、
『
五
島
民
俗
図
誌
』
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

成
に
準
じ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
「
い
・
助
力
者
を
勘
く
と
も
五
六
人
得
な
く
て
は
完
全
は
記
し
難
い
」
こ
と
を
痛
感
す
る
。
こ
こ
で
「
助
力

者
」
と
い
う
場
合
、
必
ず
し
も
被
採
集
者
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
橋
浦
は
五
島
支
庁
長
の
了
解
を
得
て
公
的
機
関
に
よ
る
民
俗
採
集

の
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
、
小
学
校
長
会
議
に
出
席
し
て
質
問
表
を
配
布
し
て
調
査
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
と
は
別
に
目
を
引
く

の
は
、
画
業
も
含
め
た
現
地
で
の
橋
浦
の
活
動
に
触
発
さ
れ
て
調
査
行
に
同
道
す
る
人
物
が
対
象
に
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

　
第
二
次
調
査
に
よ
る
滞
在
中
、
橋
浦
は
福
江
か
ら
日
帰
り
で
奥
浦
、
鬼
岳
、
大
津
な
ど
近
隣
の
地
域
を
廻
る
こ
と
は
度
々
行
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
以
外
に
も
二
月
二
一
日
か
ら
二
二
日
に
か
け
て
の
久
賀
島
行
き
、
同
二
六
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
の
玉
之
浦
行
き
、
三
月
　
六
日
か
ら

　
八
日
に
か
け
て
の
岐
宿
行
き
な
ど
、
泊
ま
り
が
け
の
旅
行
も
試
み
て
い
た
。
こ
の
う
ち
単
独
で
行
わ
れ
た
も
の
は
玉
之
浦
行
き
の
み
で
、
久

賀
島
は
福
江
で
知
り
合
っ
た
青
年
・
藤
原
兵
衛
、
河
村
包
未
、
岐
宿
行
き
は
『
五
島
民
友
新
聞
』
の
田
尾
喜
久
馬
の
案
内
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

河
村
、
藤
原
、
田
尾
は
い
ず
れ
も
福
江
で
橋
浦
と
知
り
合
い
、
そ
の
調
査
行
に
同
道
し
た
人
物
で
あ
り
、
行
く
先
で
習
俗
を
よ
く
知
る
人
物
を

紹
介
す
る
ほ
か
、
自
ら
も
率
先
し
て
そ
の
話
を
聞
こ
う
と
し
た
。
橋
浦
の
五
島
調
査
の
特
色
は
、
直
接
調
査
の
対
象
と
な
る
人
物
以
外
に
、
こ

う
し
た
自
分
か
ら
郷
土
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
群
像
が
背
後
に
控
え
て
い
た
こ
と
に
も
あ
る
。

　
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
な
形
像

　
第
一
次
・
第
二
次
を
問
わ
ず
、
橋
浦
の
五
島
調
査
で
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
が
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
対
す
る
距
離
の
取
り
方
で
あ
る
。

当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
で
主
導
的
立
場
に
押
し
出
さ
れ
、
自
身
も
「
ボ
ル
派
」
を
称
し
て
い
た
橋
浦
で
あ
る
が
、
五
島
と
い
う
調
査
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地
に
お
い
て
出
会
っ
た
民
俗
、
風
景
、
そ
し
て
人
物
に
対
し
て
、
強
い
階
級
意
識
的
見
地
か
ら
こ
れ
を
断
じ
る
姿
勢
は
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。

こ
れ
は
尻
屋
村
で
の
調
査
か
ら
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
中
で
ひ
と
つ
、
橋
浦
の
思
想
像
を
知
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る

の
が
「
ア
ナ
キ
ス
ト
」
な
い
し
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で
あ
る
。
」

　
そ
の
一
例
が
久
賀
島
に
調
査
旅
行
中
の
下
襲
＝
日
夜
、
投
宿
先
で
久
賀
の
地
元
小
学
校
教
師
と
藤
原
、
河
村
ら
と
と
も
に
、
当
地
の
「
人

魂
」
に
ま
つ
わ
る
体
験
談
を
話
し
合
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
地
元
か
ら
山
口
と
い
う
好
事
家
の
青
年
も
加
わ
り
、
様
々
な
事
例
が

報
告
さ
れ
た
が
、
特
に
山
口
と
小
学
校
教
師
に
よ
っ
て
話
さ
れ
た
切
支
丹
の
惨
殺
さ
れ
た
土
地
で
多
く
の
「
火
の
玉
」
が
出
る
と
の
実
見
談
は

収
穫
だ
っ
た
と
見
え
て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
『
五
島
民
俗
図
誌
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
橋
浦
自
身
は
こ
の
無
名
の
青
年
か
ら
好
印
象
を
受

け
る
と
同
時
に
、
そ
の
言
葉
の
端
々
か
ら
「
山
口
君
は
ア
ナ
キ
ス
ト
ら
し
き
が
か
な
り
聡
明
ら
し
い
の
で
ゆ
っ
く
り
話
し
た
く
も
思
ひ
し
も
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

生
同
席
な
り
し
為
め
、
僅
か
に
宗
教
問
題
に
触
れ
し
の
み
。
然
し
逸
し
て
は
な
ら
ぬ
好
青
年
　
機
を
得
る
の
必
要
あ
り
」
と
記
し
た
。

　
何
を
も
っ
て
「
ア
ナ
キ
ス
ト
」
と
位
置
づ
け
た
の
か
判
別
は
つ
か
な
い
が
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
時
間
的
な
余
裕
が
あ
れ
ば
、
細
か
な
話
題
を
通
じ
て
広
い
知
見
を
身
に
着
け
さ
せ
る
こ
と
で
「
ア
ナ
キ
ス
ト
」
的
な

部
分
を
変
え
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
当
人
を
良
い
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
眼
前
で
自
分
が
接
し
て

い
る
人
柄
そ
の
も
の
へ
の
親
和
力
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
点
で
、
震
災
直
後
の
大
杉
栄
に
見
せ
た
態
度
と
の
連
続
性
が
見
出
さ
れ
る
。
同
じ
く
、

こ
れ
と
前
後
し
て
二
月
一
五
日
、
福
江
島
北
部
の
奥
浦
湾
へ
調
査
に
行
っ
た
折
、
そ
こ
で
目
に
し
た
田
園
風
景
に
つ
い
て
抱
い
た
感
想
は
、
橋

浦
の
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
な
も
の
へ
の
対
応
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
素
材
足
り
え
る
。
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奥
浦
か
ら
は
入
江
沿
ひ
で
な
か
く
に
景
色
が
よ
く
、
段
々
先
に
行
く
程
よ
く
な
っ
て
、
教
会
堂
を
眼
下
に
見
下
す
附
近
に
壼
っ
て
は
小
景
な
が
ら
遠

望
も
あ
っ
て
筆
紙
に
尽
し
難
い
明
媚
の
風
光
。
殊
に
海
か
ら
直
ち
に
急
斜
面
に
な
っ
た
山
腹
に
点
々
と
し
て
散
在
す
る
切
支
丹
人
家
と
段
々
畑
と
の
交
錯

し
た
風
景
は
折
か
ら
椿
、
梅
、
榿
、
稼
昇
等
及
び
牛
な
ど
を
塩
梅
し
て
翼
に
自
然
と
人
間
生
活
と
の
融
合
し
き
っ
た
風
景
で
個
人
主
義
的
に
云
ふ
な
ら
ば



翼
に
此
の
世
な
が
ら
の
完
全
な
理
想
郷
を
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
丈
け
に
ひ
ど
く
魅
惑
に
富
ん
で
み
る
が
大
人
類
の
動
き
進
み
は
か
う
し
た
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
な
状
態
で
は
解
決
し
切
れ
ぬ
の
で
此
腱
に
も
大
き
な
人
間
生
活
の
悩
み
が
積
っ
て
み
る
の
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

思想環境としての郷土研究（鶴見）

　
ち
ょ
う
ど
画
題
と
な
る
風
景
を
探
し
て
い
る
矢
先
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、
景
観
が
持
つ
印
象
が
ひ
と
つ
の
像
を
結
ぶ
瞬
間
の
思
考
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
自
分
の
捉
え
た
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
な
形
象
を
め
ぐ
っ
て
自
己
内
部
に
引
き
裂
か
れ
た
感
情
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち

一
方
は
周
囲
の
風
景
と
共
生
し
な
が
ら
日
々
の
生
業
を
営
む
田
園
の
在
り
方
を
虚
心
に
肯
定
す
る
自
分
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
こ
の
風
景
の
中

に
も
そ
こ
に
住
む
一
人
一
人
の
生
活
苦
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
は
外
側
か
ら
彼
ら
に
対
し
て
労
働
者
と
し
て
の
目
的

意
識
を
植
え
付
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
自
分
で
あ
る
。
し
か
も
橋
浦
は
こ
の
葛
藤
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
、
ど
ち
ら
か
に
正

統
性
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
保
し
て
い
る
。
運
動
上
の
変
動
に
か
か
わ
ら
ず
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
へ
の
素
朴
な
傾
倒
が
続
い
た
要
因
も
、
そ

こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
橋
浦
の
よ
う
に
強
い
政
治
的
課
題
を
胸
に
地
域
調
査
を
行
う
者
に
と
っ
て
、
自
身
を
取
り
巻
く
事
象
に
魅
了
さ
れ
、

そ
の
現
状
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
一
方
、
そ
の
自
分
を
振
り
切
っ
て
い
ま
一
度
社
会
的
な
見
地
か
ら
そ
の
事
象
が
抱
え
る
問
題
の
所
在
を
確

認
し
よ
う
と
す
る
こ
の
種
の
葛
藤
は
不
可
避
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
自
身
の
主
観
や
印
象
を
混
入
さ
せ
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
柳
田
の
指

導
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
採
集
手
帖
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
直
裁
な
採
集
結
果
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
奥
浦
で
起
こ
っ
た
同
様
の
感

慨
は
、
調
査
の
過
程
で
も
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
採
集
手
帖
中
、
総
論
的
に
五
島
の
沿
革
を
述
べ
た
個
所
で
、
橋
浦
は
ま
ず
「
大
体
は
自
給
自
足
的
生
活
に
て
、
貨
幣
流
通
頗
る
に
ぶ
し
」

「
概
し
て
相
互
扶
助
の
旧
習
盛
ん
に
し
て
粗
撲
な
り
」
と
記
し
、
特
に
久
賀
島
に
こ
の
傾
向
が
著
し
い
と
し
て
、
同
地
の
「
旅
人
へ
の
も
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
厚
し
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
さ
ら
に
久
賀
島
を
特
化
し
て
扱
っ
た
別
の
採
集
手
帖
で
も
同
地
で
発
達
し
た
相
互
扶
助
の
慣
習
に
ふ
れ
、
幾
つ

か
の
集
落
が
決
し
て
豊
か
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
来
者
に
対
し
て
も
惜
し
み
な
く
世
話
を
す
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
お
り
、
巡
礼
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
立
ち
寄
る
場
合
、
一
年
以
上
も
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
る
と
記
録
し
て
い
る
。
互
助
的
な
習
慣
が
そ
の
ま
ま
外
部
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
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こ
と
、
し
か
も
そ
こ
に
豊
か
さ
か
ら
生
ま
れ
る
余
剰
と
い
う
通
念
が
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
橋
浦
の
思
想
的
な
足
跡
か
ら

考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
理
想
的
な
民
俗
事
象
に
出
会
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
共
同
体
内
で
の
調
和
が
保
た
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
よ
り

広
い
社
会
的
な
法
則
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
の
対
象
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
奥
浦
で
起
こ
っ
た
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
な
状
態

へ
の
批
判
を
傍
ら
に
置
け
ば
、
こ
の
久
賀
島
の
事
例
も
ま
た
、
橋
浦
に
と
っ
て
現
状
に
対
す
る
共
感
と
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
の
自
身
を
脱
却
さ

せ
る
と
い
う
葛
藤
を
起
こ
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
一
方
で
橋
浦
の
判
断
基
準
は
、
対
象
と
な
る
場
所
や
人
物
に
自
分
が
直
接
相
対
す
る
こ
と
が
評
価
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て

一
貫
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
評
価
の
尺
度
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
風
景
・
村
落
社
会
の
持
つ
堅
実
さ
、
あ
る
い
は
人
物
の
誠
実
さ
で
あ

り
、
対
象
の
中
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
強
い
親
近
感
が
生
ま
れ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
人
物
に
向
け
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
基
準
と

な
る
誠
実
さ
と
は
出
世
欲
や
権
力
志
向
を
持
た
な
い
点
で
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
属
性
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
自
身
の
創
意
を
優
先
さ
せ
、

お
よ
そ
功
名
心
と
は
無
縁
な
画
業
生
活
を
送
っ
た
木
田
金
次
郎
と
の
交
流
が
示
す
よ
う
に
、
橋
浦
は
こ
う
し
た
“
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
気
質
”
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

退
潮
し
て
い
く
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
中
に
あ
っ
て
、
同
時
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
中
枢
に
い
な
が
ら
持
ち
続
け
て
い
た
。
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「
三
・
一
五
事
件
」
以
後

　
五
島
滞
在
中
も
橋
浦
は
総
選
挙
の
行
方
に
つ
い
て
は
絶
え
ず
神
経
を
使
っ
て
お
り
、
数
回
労
農
党
本
部
へ
激
励
の
電
報
を
打
つ
な
ど
、
運
動

と
の
接
点
は
残
す
こ
と
と
し
て
い
た
。
民
俗
採
集
と
画
業
の
合
間
に
は
、
定
期
的
に
弟
の
時
雄
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
噸
無
産
者
薪
聞
』
を
読
む

ほ
か
、
プ
ロ
芸
か
ら
の
報
告
書
に
も
目
を
通
し
、
東
京
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
情
報
に
は
注
意
を
向
け
て
い
た
。
二
月
二
〇
日
の
投
票
日
は
、

『
五
島
合
同
新
聞
』
編
集
部
で
久
保
と
と
も
に
予
想
談
義
に
花
を
咲
か
せ
、
大
勢
が
判
明
す
る
二
三
・
二
四
日
は
や
は
り
久
保
の
所
で
選
挙
結

果
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

　
三
月
一
五
日
の
一
大
検
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
、
橋
浦
が
そ
ろ
そ
ろ
五
島
の
調
査
に
も
目
算
が
立
っ
た
の
で
、
帰
京
を
考
え
始
め
た
頃
だ
っ
た
。



思想環境としての郷土研究（鶴見）

前
後
の
「
五
島
遊
記
　
　
～
九
二
八
年
」
に
は
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
「
三
・
一
五
事
件
」
の
新
聞
報
道
が
概
ね
四
月
中

旬
日
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
事
件
か
ら
日
を
置
か
ず
内
々
に
久
保
、
な
い
し
『
五
島
亭
亭
新
聞
』
の
田
尾
よ
り
個
人
的
に
労

農
党
へ
の
大
弾
圧
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
橋
浦
が
五
島
を
離
れ
た
の
は
三
月
一
八
日
で
あ
る
が
、
下
関
付
近
で
の
列
車

臨
検
な
ど
を
巧
み
に
切
り
抜
け
な
が
ら
帰
京
し
た
。

　
帰
京
し
て
ほ
ど
な
く
、
橋
浦
は
壊
滅
に
瀕
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
再
興
を
期
し
て
プ
ロ
芸
と
、
そ
れ
ま
で
対
立
関
係
に
あ
っ
た
前

衛
芸
術
家
同
盟
（
前
芸
）
と
の
合
同
が
実
現
の
途
に
つ
い
て
お
り
、
つ
い
て
は
そ
の
中
央
委
員
長
に
就
任
し
て
ほ
し
い
と
、
準
備
委
員
会
書
記

長
を
つ
と
め
て
い
た
太
田
慶
太
郎
か
ら
打
診
を
受
け
る
。
系
統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
再
三
固
辞
し

た
が
、
仲
間
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
四
月
二
八
日
の
合
同
総
会
で
議
長
を
務
め
、
次
い
で
そ
の
席
上
で
暫
定
的
に
「
全
日
本
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

産
者
芸
術
聯
盟
」
（
ナ
ッ
プ
）
中
央
委
員
長
に
選
出
、
就
任
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
間
、
五
島
の
知
己
と
は
音
信
が
途
絶
し
た
ま
ま
の
状
態
だ

っ
た
が
、
九
月
に
入
っ
て
久
保
清
か
ら
安
否
を
気
遣
う
書
簡
が
送
ら
れ
て
き
た
。

　
久
し
く
御
無
沙
汰
致
し
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
半
年
に
も
な
り
ま
せ
う
か
。
ほ
ん
と
う
に
御
無
沙
汰
致
し
て
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
共
産
党
事
件
か
ら
ア
ナ
タ
の
事
も
そ
の
後
福
江
署
で
数
回
聞
き
に
来
ま
し
た
。
川
村
包
茎
や
藤
原
兵
衛
君
な
ど
の
消
息
も
取
調
べ
た
ら
し
い
で
す
。
で

も
ア
ナ
タ
に
何
の
関
係
も
無
い
事
は
私
が
保
証
す
る
事
で
す
か
ら
。
福
江
署
で
は
勿
論
問
題
に
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ず
困
っ
た
の
は
御
委
託
の
画
が

そ
の
後
曲
れ
ず
に
あ
る
事
で
す
。
な
ん
と
か
し
て
と
思
ひ
つ
・
も
捗
々
し
く
行
き
ま
せ
ん
。
今
に
抱
い
て
理
解
あ
り
郷
土
の
自
立
を
賞
味
す
る
人
々
を
待

っ
て
る
る
次
第
で
す

　
で
も
露
語
の
分
は
近
日
中
に
解
決
し
て
御
送
り
す
べ
き
代
金
は
お
送
り
致
し
ま
し
せ
う
。
〔
中
略
〕
資
料
収
集
の
事
は
ア
ナ
タ
が
労
農
党
の
関
係
者
だ

と
判
っ
た
の
で
寒
寒
長
や
視
学
に
コ
チ
ラ
か
ら
遠
慮
し
た
が
よ
か
ら
う
と
某
教
育
家
の
話
も
あ
っ
て
そ
の
後
の
追
及
を
見
合
せ
ま
し
た
が
篤
志
家
の
寄
稿

も
別
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
ら
ぬ
風
評
に
気
を
兼
ね
て
貴
重
な
出
版
物
の
完
成
に
貢
献
し
な
い
な
ど
は
今
更
な
が
ら
頼
み
に
な
ら
な
い
人
間
た
ち

と
感
じ
ま
し
た
。
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私
は
た
と
ヘ
ア
ナ
タ
が
共
産
党
員
で
あ
ら
う
が
労
農
党
員
で
あ
ら
う
が
そ
ん
な
事
は
微
塵
も
気
に
掛
け
て
な
い
の
で
す
か
ら
こ
の
点
は
御
安
心
下
さ
い
。

又
思
想
に
国
境
無
く
、
思
想
の
自
由
を
許
さ
れ
た
現
代
人
と
し
て
道
途
の
浮
薄
な
批
評
や
端
摩
な
ど
に
脅
へ
て
十
年
の
知
己
に
も
勝
る
ア
ナ
タ
と
の
交
誼

に
寸
隙
を
生
じ
て
な
る
も
の
で
せ
う
か
。
世
評
が
無
理
解
で
冷
酷
で
圧
迫
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
反
抗
的
に
結
ん
で
行
く
べ
き
が
現
代
入
の
情
誼
で
す
。

苦
闘
に
戦
ふ
我
等
の
信
念
な
ん
で
す
。
〔
中
略
〕

　
又
、
こ
の
秋
に
か
冬
に
か
い
ら
っ
し
や
い
ま
せ
ん
か
。
私
は
先
日
知
事
の
初
巡
視
に
同
行
し
て
私
自
身
が
見
聞
の
狭
い
の
を
恥
ぢ
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

五
島
の
各
方
面
に
風
景
に
人
事
に
村
落
に
変
化
が
あ
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
い
く
た
の
ア
ナ
タ
に
お
目
に
亡
く
べ
き
も
の
を
発
見
し
た
の
で
し
た
。
〔
以
下

略
〕
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橋
浦
が
福
江
を
去
っ
て
以
降
、
「
三
・
一
五
事
件
」
の
余
波
は
着
実
に
五
島
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
調
査
の
問
、
橋
浦
と
頻
繁
に
接
触
の
あ

っ
た
人
物
も
当
局
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
を
受
け
て
お
り
、
久
保
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
影
響
は
、
橋
浦
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

芸
術
家
と
し
て
関
係
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
託
し
た
絵
画
に
買
い
手
が
つ
か
な
い
ま
ま
置
か
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
ん
だ
。
そ
れ
を

覆
っ
て
余
り
あ
る
の
は
、
久
保
が
「
三
・
一
五
事
件
」
に
よ
っ
て
聯
か
も
動
じ
る
こ
と
な
く
、
二
年
間
の
交
流
か
ら
得
た
橋
浦
の
人
間
像
を
信

頼
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
久
保
が
地
元
紙
に
携
わ
り
、
誇
大
か
つ
扇
動
的
な
報
道
に
対
し
て
冷
静
な
判
断
を
下
す
立
場
に
い
た
こ
と
を
考

慮
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
労
農
党
、
共
産
党
と
い
っ
た
同
時
代
に
お
け
る
特
定
の
思
想
潮
流
を
代
表
す
る
組
織
へ
の
見
解
を
そ
の

人
物
と
一
体
に
捉
え
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
人
物
像
を
優
先
さ
せ
、
そ
ち
ら
を
評
価
の
軸
に
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
人
物
が
持
つ
誠
実
さ
を
判
断
の
基
準
と
す
る
橋
浦
の
姿
勢
と
も
照
応
し
あ
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

郷
土
研
究
の
雛
型

一
九
二
九
年
一
月
、

橋
浦
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
同
盟
（
A
R
の
ち
P
P
）
の
結
成
に
立
ち
会
い
、
中
央
委
員
と
な
る
。
～
九
一
三



年
一
〇
月
、
ナ
ッ
プ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
聯
盟
（
コ
ッ
プ
）
に
再
編
さ
れ
、
ナ
ッ
プ
時
代
の
協
議
体
的
な
性
格
に
代
わ
っ
て
共
産
党
の
強
い

指
導
力
に
基
づ
い
た
組
織
形
態
が
運
動
上
の
基
軸
と
な
る
が
、
こ
の
間
に
橋
浦
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
同
盟
に
戻
り
、
中
央
執
行
委
員

長
を
つ
と
め
る
ほ
か
、
一
時
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
』
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
。
三
〇
年
代
に
入
っ
て
久
保
と
の
音
信
は
し
ば
ら
く
途
絶
え
る

が
、
一
九
三
四
年
『
五
島
民
俗
誌
』
が
一
誠
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
機
会
に
、
両
者
の
往
還
が
復
活
す
る
。

思想環境としての郷土研究（鶴見）

　
御
手
紙
誠
に
お
な
つ
可
し
く
拝
見
致
し
ま
し
た
。
土
佐
の
方
へ
御
出
で
に
な
り
御
郷
里
へ
も
お
立
寄
り
遊
ば
さ
る
・
と
聞
く
と
ぜ
が
非
で
も
五
島
へ
歩

度
を
延
ば
し
て
頂
き
た
い
や
う
に
衝
動
を
そ
・
ら
れ
ま
す
、
で
も
今
度
は
御
日
程
が
限
ら
れ
て
ゐ
ら
る
・
由
で
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
、
然
し
鶴
正
月
の
候

再
び
土
佐
へ
の
旅
行
を
決
行
さ
る
・
機
會
に
は
是
非
と
も
五
島
へ
御
立
寄
り
を
お
願
ひ
致
し
ま
す
、
画
の
方
も
責
任
を
も
つ
て
御
世
話
致
し
ま
す
し
又
以

前
御
出
で
に
な
っ
た
頃
と
は
大
変
に
変
っ
た
諸
所
の
実
況
な
ど
も
親
し
く
御
目
に
掛
け
笠
懸
再
版
の
機
會
の
増
補
訂
正
の
資
料
に
供
し
た
い
と
存
じ
ま
す
、

語
る
べ
き
事
は
と
て
も
二
日
や
三
日
で
は
足
り
な
い
こ
と
御
同
様
で
す
、
又
自
髪
を
語
る
お
互
の
外
に
～
人
や
二
人
の
語
り
合
ふ
人
も
御
紹
介
致
し
た
い

の
で
す
、

　
私
は
圖
誌
が
出
版
さ
れ
た
の
で
皿
入
五
島
と
貴
兄
と
が
罷
る
べ
か
ら
ざ
る
御
関
係
に
あ
る
の
で
五
島
を
第
三
の
故
郷
と
で
も
思
は
れ
て
今
後
は
も
っ
と

五
島
に
接
近
し
て
頂
き
た
い
と
切
望
致
し
ま
す
、
そ
の
接
近
の
機
会
を
私
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
も
喜
ん
で
執
り
た
い
の
で
あ
り
ま
す
、
〔
中
略
〕

　
出
版
は
つ
い
て
知
識
の
な
い
人
々
は
十
滞
も
二
十
冊
も
寄
贈
。
可
出
来
る
と
思
っ
て
事
も
な
げ
に
相
談
さ
れ
る
の
に
は
困
り
ま
し
た
、
事
情
を
話
て
断
っ

て
る
ま
す
が
そ
ん
な
男
に
限
っ
て
有
料
で
購
入
し
て
く
れ
る
で
も
な
い
や
う
で
す
、
　
藤
原
兵
衛
君
は
一
調
御
指
定
に
よ
り
寄
贈
し
ま
し
た
ら
二
冊
別
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

贈
輿
し
て
く
れ
と
の
注
文
で
全
霜
へ
は
寄
贈
致
し
ま
し
た
、
〔
以
下
略
〕

　
一
九
三
四
年
三
月
目
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
同
盟
の
解
体
声
明
が
出
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
橋
浦
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
か

ら
一
線
を
引
い
て
い
た
。
一
九
二
三
年
以
降
、
「
五
島
遊
記
　
一
九
二
八
割
引
に
よ
っ
て
短
期
間
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
除
い
て
は
途
絶
え
て
い
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た
日
記
が
こ
の
年
再
開
さ
れ
る
の
も
、
検
挙
の
可
能
性
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
、
久
保
の
書
簡
か
ら
判
明
す
る
の
は
、

か
つ
て
橋
浦
と
の
類
縁
か
ら
取
り
調
べ
を
受
け
た
藤
原
兵
衛
が
自
身
も
参
画
し
た
調
査
が
ひ
と
つ
の
成
果
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
素
直
に

受
け
止
め
、
こ
れ
を
喜
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。
翻
っ
て
久
保
と
橋
浦
の
交
流
が
橋
浦
の
政
治
活
動
歴
に
お
け
る
変
動
と
は
無
関
係
に
続
い
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
五
島
に
お
い
て
橋
浦
の
調
査
に
加
わ
っ
た
人
的
な
繋
が
り
は
、
も
と
も
と
同
時
代
の
政
治
運
動
と
は
別
個
に
成
立
し
た
も

の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
五
島
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
橋
浦
に
と
っ
て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
影
響
を
残
し
つ
つ
、
「
相
互
扶
助
」
の
民
俗
事
例
を
求
め
る
率
直
な
探
究

心
と
、
そ
の
事
例
が
有
す
る
「
ア
ナ
キ
ス
チ
ッ
ク
」
な
現
状
に
対
し
て
は
こ
れ
を
階
級
的
な
視
点
か
ら
分
析
し
て
そ
こ
に
変
革
の
必
要
を
認
め

る
と
い
う
ふ
た
つ
の
視
点
が
互
い
に
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
時
期
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
葛
藤
を
内
包
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
調
査
が
破
綻
す

る
こ
と
な
く
、
一
個
の
民
俗
誌
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
ま
で
に
到
っ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
現
地
の
知
己
と
の
間
に
良
好
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と

に
起
因
す
る
。
そ
の
関
係
は
先
の
久
保
の
書
簡
が
示
す
通
り
、
余
所
者
と
し
て
の
調
査
者
が
現
地
の
郷
土
史
家
か
ら
そ
の
土
地
を
「
第
三
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

郷
と
で
も
思
は
れ
て
」
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
「
民
間
伝
承
論
」
、
「
郷
土
資
料
の
蒐
集
と
分
類
」
で
柳
田
が
想
定
す
る

「
郷
土
人
」
の
感
覚
を
も
っ
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
「
心
意
伝
承
」
と
は
、
地
元
の
郷
土
史
家
と
外
側
の
調
査
者
と
の
関
係
が
こ
の
域
に
ま
で

達
し
た
時
、
採
集
上
立
ち
は
だ
か
る
壁
を
破
る
こ
と
す
ら
可
能
な
状
態
を
生
み
得
た
の
で
あ
る
。

　
終
了
し
た
時
点
で
橋
浦
の
五
島
調
査
を
見
る
場
合
、
郷
土
研
究
を
行
う
に
際
し
て
「
尻
屋
村
」
や
「
村
制
調
査
」
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
要

素
、
す
な
わ
ち
地
元
の
郷
土
史
家
の
像
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
郷
土
史
家
と
は
同
時
代
の
政
治
動
向
に
左
右
さ
れ
ず

に
、
あ
く
ま
で
郷
土
研
究
を
通
じ
た
信
頼
関
係
を
自
分
と
の
間
に
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
る
か
否
か
を
重
要
な
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
郷
土
像
・
郷
土
研
究
像
は
橋
浦
が
実
際
に
五
島
の
地
で
経
験
し
た
蓄
積
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
理
論
化
さ
れ
る
場
合
で
も
決
し

て
硬
い
原
則
論
に
結
び
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
郷
土
研
究
に
お
け
る
手
応
え
は
橋
浦
が
こ
れ
に
続
い
て
行
っ
た
東
筑
摩
郡
で

の
郡
誌
作
成
の
中
で
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
る
。
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思想環境としての郷土研究（鶴見）

①
こ
の
調
査
に
先
立
っ
て
の
具
体
的
な
根
回
し
に
つ
い
て
は
柳
田
国
男
に
多
く
を

　
負
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
特
に
一
九
二
八
年

　
時
の
調
査
に
資
金
的
な
援
助
を
与
え
た
人
物
と
し
て
、
橋
浦
は
白
井
喬
二
の
名
前

　
を
挙
げ
て
い
る
（
「
五
島
遊
記
　
一
九
二
八
年
」
〔
手
書
き
ノ
ー
ト
　
鳥
取
県
立
図

　
書
館
所
蔵
〕
　
頁
数
な
し
）
。
白
井
と
橋
浦
は
、
一
九
一
〇
年
代
初
頭
、
地
元
鳥

　
取
で
同
人
誌
を
通
じ
て
野
村
愛
正
ら
と
と
も
に
文
学
サ
ー
ク
ル
回
覧
社
（
の
ち
白

　
出
社
と
改
称
）
を
結
成
し
て
文
壇
で
活
動
し
た
後
、
相
次
い
で
上
京
し
、
と
も
に

　
創
作
活
動
に
投
じ
た
経
歴
が
あ
り
、
そ
の
後
も
頻
繁
に
交
流
を
続
け
て
い
た
。

②
久
保
清
・
橋
浦
泰
雄
共
著
『
五
島
民
俗
図
誌
㎞
（
　
同
社
…
九
三
四
年
）
「
自

　
序
」
　
三
頁
。
同
書
に
柳
田
が
寄
せ
た
「
序
文
」
に
は
、
同
書
が
対
象
と
す
る
地

　
域
が
下
五
島
に
偏
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
橋
浦

　
の
調
査
ノ
ー
ト
に
関
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
叙
述
も
、
「
五
島
」
と
表
記
さ
れ
て

　
い
る
場
合
で
も
、
特
別
に
「
上
五
島
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
下
五

　
島
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
限
定
さ
れ
る
。

③
橋
浦
泰
雄
門
五
島
遊
記
～
九
二
八
年
」
（
手
書
ノ
ー
ト
鳥
取
県
立
図
書
館

　
所
蔵
）
　
頁
数
記
載
な
し
。

④
橋
浦
泰
雄
門
五
島
巡
遊
雑
感
帰
り
て
思
ふ
事
ど
も
（
一
と
（
『
五
島
合
同
新

　
聞
睡
～
九
二
六
年
八
月
二
〇
日
付
　
橋
浦
赤
汐
氏
所
蔵
）
。

⑤
橋
浦
泰
雄
「
五
島
巡
遊
雑
感
帰
り
て
思
ふ
事
ど
も
（
二
と
（
『
五
島
合
同
新

　
聞
睡
～
九
二
六
年
八
月
一
一
七
日
付
　
橋
浦
赤
黒
氏
所
蔵
）
。

⑥
｝
九
二
七
年
＝
月
一
〇
日
付
久
保
清
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県
立

　
図
書
館
所
蔵
）
。

⑦
こ
の
日
か
ら
B
記
と
し
て
「
五
島
遊
記
一
九
二
八
年
」
（
鳥
取
県
立
図
書
館

　
所
蔵
）
が
付
け
ら
れ
は
じ
め
る
。
日
付
は
ま
ず
薪
歴
で
記
し
た
上
で
、
旧
暦
を
併

　
記
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

⑧
橋
浦
泰
雄
門
五
島
遊
記
～
九
二
八
年
」
前
掲
。

⑨
　
同
前
。

⑩
　
同
前
。

⑪
岡
前
。

⑫
橋
浦
泰
雄
門
採
集
手
帖
」
（
手
書
ノ
ー
ト
鳥
取
県
立
図
書
館
所
蔵
）
タ
イ

　
ト
ル
・
頁
数
等
記
載
な
し
。

⑬
　
同
前
。

⑭
こ
う
し
た
判
断
基
準
は
、
五
島
で
出
会
っ
た
人
々
に
限
ら
ず
、
運
動
上
か
つ
て

　
交
流
の
あ
っ
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
二
月
二
三
日
に
は
か

　
つ
て
橋
浦
も
参
加
し
た
大
杉
栄
夫
妻
の
葬
儀
を
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
系
運
動
団
体
の
合

　
同
葬
と
し
て
企
画
・
運
営
し
、
震
災
後
の
戒
厳
司
令
宮
・
福
田
雅
太
郎
大
将
の
陪

　
殺
を
図
っ
て
無
期
懲
役
の
判
決
を
受
け
た
和
田
久
太
郎
が
収
監
中
の
秋
闘
刑
務
所

　
で
自
殺
し
た
報
に
接
し
た
橋
浦
は
、
「
生
き
て
い
る
う
ち
に
救
い
出
せ
な
か
っ
た

　
の
は
残
念
だ
」
（
橋
浦
泰
雄
門
五
島
遊
記
　
一
九
二
八
年
」
　
頁
数
な
し
　
前

　
掲
）
と
感
慨
を
綴
っ
て
い
る
。

⑮
橋
浦
泰
雄
門
ナ
ッ
プ
初
期
の
こ
ろ
」
（
噸
文
化
評
論
㎞
一
九
六
八
年
五
月
号
）

　
一
五
〇
頁
－
一
五
一
頁
。

⑯
～
九
二
八
年
九
月
一
〇
日
付
久
保
清
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県
立
図

　
書
館
所
蔵
）
。
〔
　
〕
内
引
用
者
。
同
書
簡
の
余
白
に
は
、
橋
浦
の
筆
跡
で
「
河
村

　
藤
原
行
方
不
明
偏
と
あ
る
。

⑰
一
九
三
四
年
＝
再
一
日
付
久
保
清
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県
立
図

　
書
館
所
蔵
）
。
m
　
〕
内
引
用
者
。
書
簡
中
「
土
佐
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
年
か
ら

　
柳
田
の
指
導
下
で
「
全
国
山
村
生
活
調
査
」
が
開
始
さ
れ
、
「
木
曜
会
」
を
中
心

　
と
す
る
弟
子
た
ち
が
全
国
の
僻
村
へ
派
遣
さ
れ
民
俗
調
査
に
嶺
た
っ
て
お
り
、
橋

　
浦
は
高
知
県
擁
原
村
を
担
当
し
た
こ
と
を
指
す
。

⑱
「
第
三
の
故
郷
扁
に
饗
し
て
、
第
τ
第
二
の
故
郷
に
当
た
る
の
は
、
鳥
取
、

　
そ
し
て
一
九
二
八
年
の
時
点
で
繰
り
返
し
画
題
を
求
め
て
歩
い
た
北
海
道
の
こ
と

　
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
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四
東
筑
摩
郡
調
査

　
「
話
を
き
く
會
」

　
柳
田
国
男
と
東
筑
摩
郡
と
の
関
係
は
一
九
一
六
年
七
月
、
諏
訪
で
の
講
演
の
後
、
『
郷
土
研
究
』
の
発
行
元
で
あ
る
郷
土
研
究
社
の
岡
村
千

秋
を
介
し
て
松
本
に
立
ち
寄
り
、
胡
桃
沢
勘
内
と
交
歓
し
た
時
点
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
翌
一
九
一
七
年
一
〇
月
、
『
東
筑
摩

郡
誌
』
の
編
纂
に
加
わ
っ
た
際
、
胡
桃
沢
が
柳
田
の
「
郷
土
の
将
来
と
子
孫
の
た
め
に
役
立
つ
」
と
い
う
観
点
か
ら
郷
土
誌
を
編
纂
す
る
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
東
筑
摩
郡
教
育
会
に
説
き
、
柳
田
の
指
導
下
で
『
東
筑
摩
郡
誌
別
意
』
の
編
纂
が
計
爾
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
地
と
の
縁
は
さ
ら
に
深
ま

っ
た
。
こ
の
過
程
で
東
筑
摩
郡
は
柳
田
に
と
っ
て
内
発
的
な
志
に
よ
る
郷
土
誌
実
現
が
見
込
ま
れ
る
理
想
的
な
地
域
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　
一
九
二
九
年
四
月
初
め
、
橋
浦
は
信
州
松
本
を
経
由
し
て
浅
間
温
泉
に
入
っ
た
。
来
訪
の
理
由
は
松
本
出
身
で
柳
田
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ

っ
た
出
版
社
・
岡
書
院
の
岡
茂
雄
か
ら
同
地
に
滞
在
し
て
絵
を
書
き
た
め
た
上
で
、
松
本
で
画
会
を
開
い
て
は
ど
う
か
、
と
提
案
を
受
け
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
前
年
、
橋
浦
の
窮
乏
を
見
か
ね
た
柳
田
、
白
井
喬
二
、
足
助
素
一
ら
が
音
頭
を
取
っ
て
、
橋
浦
の
絵
を
買
う
小
規
模

な
頒
布
会
を
行
い
、
岡
を
は
じ
め
、
渋
沢
敬
三
、
山
崎
今
朝
弥
ら
旧
知
の
友
人
た
ち
が
賛
同
し
て
購
入
し
て
成
功
を
収
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
と
同
種
の
企
画
を
東
筑
摩
郡
で
行
っ
て
も
同
様
の
成
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
見
込
み
も
介
在
し
て
い
た
。
投
宿
し
た
翌
日
、
橋
浦
は
既

に
柳
田
か
ら
紹
介
状
が
廻
っ
て
い
た
郷
土
史
家
で
長
年
松
本
銀
行
に
勤
務
し
、
当
時
、
豊
松
商
事
株
式
会
社
常
務
取
締
役
を
務
め
て
い
た
胡
桃

沢
勘
内
を
訪
ね
、
さ
ら
に
胡
桃
沢
か
ら
郷
土
史
家
仲
間
で
来
る
べ
き
画
会
の
発
起
人
予
定
者
で
あ
る
矢
ケ
崎
栄
次
郎
、
池
上
喜
作
・
隆
祐
兄
弟

　
　
　
　
　
　
②

ら
を
紹
介
さ
れ
た
。

　
五
月
四
・
五
日
と
、
「
橋
浦
泰
雄
豊
会
」
が
松
本
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
た
。
地
元
か
ら
運
営
の
中
心
と
し
て
設
営
の
中
心
と
な
っ
た
胡
桃
沢

は
松
本
か
ら
橋
浦
の
逗
留
先
の
浅
間
温
泉
に
書
簡
を
送
り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
意
識
し
つ
つ
、
細
か
に
運
営
側
の
希
望
を
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思想環境としての郷土研究（鶴見）

伝
え
た
。
展
示
さ
れ
た
の
は
多
く
が
信
州
の
風
景
・
民
俗
を
題
材
と
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
会
期
が
迫
っ
た
四
旦
＝
日
付
の
書
簡
で
は
、

「
松
本
民
謡
絵
巻
」
を
描
き
上
げ
て
陳
列
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
「
土
地
の
興
味
を
引
く
上
か
ら
云
っ
て
も
効
果
が
あ
ら
う
か
と
存
じ
ま

③す
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
外
来
の
民
俗
学
者
に
よ
っ
て
「
絵
巻
」
に
描
き
出
さ
れ
た
郷
土
像
を
地
元
の
側
が
鑑
賞
す
る
と
い
う
試
み
が
目
を

引
く
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
東
筑
摩
郡
で
発
達
し
た
民
俗
学
の
特
色
で
も
あ
っ
た
。
胡
桃
沢
と
池
上
喜
作
が
作
成
し
た
画
会
の
趣
意
書
は
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

明
認
（
　
七
八
四
）
年
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
漂
泊
の
画
家
・
直
江
眞
澄
に
な
ぞ
ら
え
て
橋
浦
を
紹
介
し
て
お
り
、
偶
々
こ
の
地
に
立
ち
寄
っ
た

才
人
に
当
地
の
民
俗
を
描
い
て
も
ら
う
と
い
う
「
伝
統
」
の
上
に
橋
浦
は
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
画
会
終
了
後
、
胡
桃
沢
は
眞
澄
の
絵
と
橋
浦
の

絵
を
比
較
し
な
が
ら
、
「
尤
も
新
な
る
も
の
に
感
興
を
も
と
め
て
淋
し
み
つ
・
歩
み
ゆ
き
し
百
五
十
年
前
の
旅
人
と
古
を
な
つ
か
し
が
り
つ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

歩
み
来
り
し
今
の
世
の
旅
人
と
の
ち
が
ひ
と
存
じ
申
候
」
と
東
京
の
橋
浦
に
書
き
送
っ
た
。
こ
こ
か
ら
見
て
も
、
外
の
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た

人
物
の
捉
え
た
郷
土
像
を
滞
在
中
そ
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
人
々
が
見
る
こ
と
で
自
身
の
郷
土
像
を
再
認
識
す
る
気
風
の
上
に
こ
の
画
会
が
成

立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
橋
浦
の
絵
を
買
う
と
い
う
地
元
の
人
脈
は
五
島
に
お
い
て
既
に
成
立
し
て
い
た
が
、
東
筑
摩
郡
に
お
い
て
は
胡

桃
沢
を
中
心
に
十
数
年
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
郷
土
史
家
の
人
脈
が
あ
り
、
橋
浦
の
絵
画
頒
布
会
は
そ
れ
に
乗
る
形
で
さ
ら
に
大
規
模

か
つ
組
織
的
に
展
開
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
橋
浦
の
画
会
は
、
会
を
設
計
し
た
側
に
も
郷
土
を
異
に
す
る
遠
来
の
客
と
の
交
歓
に
よ
っ
て
、
自
身
の
郷
土
研
究
が
活
性
化
す
る
道
筋
を
確

認
す
る
と
い
う
点
で
、
思
わ
ぬ
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
機
運
は
橋
浦
が
東
筑
摩
を
後
に
し
た
同
年
八
月
二
四
日
、
「
話
を
き
く
會
」
の
成

立
を
も
っ
て
具
体
化
す
る
が
、
そ
の
設
立
に
到
っ
た
経
緯
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
同
会
は
、
菅
江
眞
澄
が
か
つ
て
『
眞
澄
遊
覧
記
』
に
結
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

す
る
郷
土
記
録
の
第
一
巻
を
落
筆
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
松
本
平
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
「
橋
浦
君
の
五
器
や
北
海
道
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

の
話
を
興
味
深
く
き
・
な
が
ら
、
我
々
の
話
は
雑
芸
來
の
旅
人
の
耳
を
甕
て
し
め
た
。
こ
れ
が
實
は
我
々
の
『
話
を
聴
く
會
』
の
芽
生
へ
で

　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。
こ
れ
以
降
、
「
話
を
き
く
會
」
は
東
筑
摩
、
松
本
、
上
伊
那
の
郷
土
史
家
有
志
に
よ
っ
て
、
互
い
に
気
心

の
知
れ
た
郷
土
史
家
た
ち
が
こ
れ
ら
外
来
の
民
俗
学
者
た
ち
と
談
論
風
発
す
る
場
と
し
て
橋
浦
、
柳
田
、
伊
波
普
猷
、
早
川
孝
太
郎
、
折
口
信
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夫
ら
が
信
州
へ
立
ち
寄
る
際
、
折
に
ふ
れ
て
開
催
さ
れ
た
。

186 （ユ86）

　
「
画
会
」
に
集
う
郷
土
史
家

　
胡
桃
沢
ら
の
準
備
が
周
到
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
橋
浦
の
「
画
会
」
は
成
功
を
収
め
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
機
縁
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
噸
東
筑
摩

郡
誌
憂
欝
』
の
う
ち
特
に
「
道
神
々
」
は
筆
写
と
写
真
撮
影
の
技
量
を
生
か
し
て
橋
浦
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
信
州
で
の
滞
在
中
、

東
京
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
四
・
一
六
事
件
」
に
よ
る
共
産
党
員
へ
の
一
大
検
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
橋
浦
は
五
島
の
時
と
同
様
、
結
果
的
に
難

を
逃
れ
た
形
と
な
っ
た
。
七
月
三
〇
日
付
で
胡
桃
沢
が
橋
浦
に
宛
て
た
書
簡
は
、
会
期
終
了
後
も
購
入
希
望
者
が
現
れ
、
そ
の
代
金
を
送
付
す

る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
書
簡
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
胡
桃
沢
が
松
本
へ
派
遣
さ
れ
て
き
た
大
蔵
省
官
吏
と
面
談
し
た
感
想
を
述
べ
た
く

だ
り
で
あ
る
。

　
　
…
…
今
日
は
銀
行
へ
大
蔵
省
の
官
吏
が
来
て
此
暑
い
に
ず
い
分
面
倒
な
こ
と
を
云
っ
て
居
り
ま
す
地
方
の
事
情
に
無
理
解
な
検
査
と
い
ふ
も
の
が
又
小

　
　
さ
な
商
人
た
ち
の
手
許
資
金
を
一
層
窮
屈
に
す
る
結
果
に
な
る
と
思
ふ
と
自
分
な
が
ら
こ
ん
な
商
費
に
在
る
こ
と
を
暗
い
こ
・
ろ
で
考
へ
た
く
な
り
ま

　
　
す
　
此
位
小
さ
な
銀
行
を
つ
ぶ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
銀
行
ば
か
り
に
し
よ
う
と
い
ふ
の
が
政
府
の
方
針
な
の
で
す
　
近
年
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
い
ふ
も
の
は

　
　
実
は
ど
ん
な
銀
行
の
ど
ん
な
こ
と
に
原
因
し
て
起
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
疾
く
に
忘
れ
て
こ
ん
な
小
さ
な
田
舎
の
銀
行
が
あ
る
か
ら
経
済
界
は
前
途
不
安

　
　
だ
と
い
ふ
の
で
す
か
ら
世
は
逆
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
　
産
業
組
合
法
の
信
用
組
合
の
預
り
金
や
貸
金
が
興
に
其
法
の
精
神
の
通
り
組
合
員
と
い
ふ
小
さ

　
　
な
多
数
民
人
の
相
互
扶
助
の
機
関
で
な
い
限
り
は
　
こ
れ
か
ら
後
田
舎
の
経
済
界
と
い
ふ
も
の
は
不
安
で
あ
り
且
田
舎
の
金
と
い
ふ
も
の
は
大
銀
行
と
い

　
　
ふ
も
の
に
吸
収
さ
れ
つ
・
或
階
級
ば
か
り
の
収
益
の
為
に
の
み
流
通
す
る
こ
と
で
せ
う
　
内
閣
が
か
は
っ
て
も
待
ち
に
待
つ
た
世
の
中
の
明
る
さ
は
此
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
見
込
が
あ
り
ま
せ
ん
〔
以
下
略
〕

　
東
筑
摩
郡
に
お
け
る
橋
浦
の
調
査
は
、
道
祖
神
に
特
認
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
相
互
扶
助
」
を
指
標
に
生
活
事
象
全
般
に
目
を

配
り
な
が
ら
民
俗
誌
を
書
こ
う
と
し
た
五
島
と
は
自
ず
か
ら
目
的
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
の
｝
方
で
こ
の
文
面
か
ら
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
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の
地
に
お
い
て
も
橋
浦
は
胡
桃
沢
を
は
じ
め
と
す
る
郷
土
史
家
た
ち
と
の
会
話
に
お
い
て
求
め
に
応
じ
て
自
身
の
社
会
観
を
話
題
に
し
、
そ
の

こ
と
が
金
融
恐
慌
下
で
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
余
波
を
受
け
、
浜
口
内
閣
の
下
で
も
依
然
と
し
て
陣
吟
ず
る
地
方
銀
行
の
実
情
を
当
事
者
と
し
て

体
験
し
て
い
た
胡
桃
沢
と
の
問
に
親
和
性
を
生
ん
だ
と
い
え
る
。
し
か
も
両
者
の
親
和
性
は
在
地
の
郷
土
史
家
が
外
か
ら
や
っ
て
き
た
民
俗
学

者
を
歓
待
す
る
、
こ
の
地
の
「
伝
統
」
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
決
し
て
同
時
代
の
局
所
的
な
政
治
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
傍
証
と
な
る
の
が
、
胡
桃
沢
を
ふ
く
め
、
「
話
を
き
く
會
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
そ
の
後
も
、
絶
え
ず
橋
浦
の
身
を
案
じ
続
け
て

い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
後
も
橋
浦
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
同
盟
に
関
わ
る
運
動
に
従
事
し
て
い
た
が
、
絶
え
ず
検
挙
の
危
険
に
晒
さ
れ

て
い
た
。
～
九
三
二
年
六
月
か
ら
全
国
的
に
起
こ
っ
た
「
米
よ
こ
せ
運
動
」
を
受
け
て
、
一
九
三
二
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
橋
浦
は
「
政

府
払
い
下
げ
米
獲
得
闘
争
」
の
応
援
の
た
め
北
海
道
に
渡
り
、
現
地
か
ら
東
京
の
本
部
の
松
山
文
雄
へ
報
告
を
行
っ
て
い
た
が
、
拠
点
を
置
い

て
い
た
札
幌
へ
池
上
隆
祐
が
「
新
聞
や
東
京
の
街
の
何
か
物
々
し
い
此
の
二
三
日
の
警
戒
で
何
と
な
く
物
情
騒
然
た
る
（
～
寸
大
袈
裟
で
す
が
）

気
分
が
致
し
ま
す
　
成
る
可
く
長
く
北
海
道
の
方
に
ゐ
ら
れ
て
こ
ん
な
や
か
ま
し
い
東
京
へ
は
出
来
る
丈
け
遅
れ
て
帰
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
し

て
ゐ
ま
す
　
近
来
健
康
も
あ
ま
り
勝
れ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
貴
方
が
検
挙
な
ぞ
さ
れ
る
と
死
ん
で
し
ま
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
体
を
第
一
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
出
来
る
丈
け
長
く
生
き
て
地
色
な
い
・
仕
事
を
沢
山
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
ゐ
ま
す
」
と
、
安
否
を
気
遣
う
手
紙
を
寄
せ
て
い
る
。
東

京
で
は
六
月
一
九
日
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
聯
盟
が
築
地
小
劇
場
に
て
中
央
拡
大
協
議
会
開
催
を
予
定
し
て
い
た
が
、
警
視
庁
特
高
課
は

先
手
を
打
っ
て
一
八
日
早
朝
、
幹
部
の
～
斉
検
挙
を
行
っ
た
ほ
か
、
翌
一
九
日
予
定
通
り
行
わ
れ
た
協
議
会
で
も
一
九
八
名
に
及
ぶ
参
加
者
が

検
挙
さ
れ
た
。
特
に
一
八
日
の
検
挙
者
の
中
に
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
同
盟
で
は
岡
本
唐
貴
、
作
家
同
盟
で
は
秋
田
無
二
な
ど
、
橋
浦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

運
動
仲
間
が
含
ま
れ
て
お
り
、
迂
闊
に
帰
京
す
れ
ば
橋
浦
の
身
に
も
危
険
が
及
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。

　
東
筑
摩
の
郷
土
史
家
達
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
運
動
で
消
耗
す
る
橋
浦
に
と
っ
て
、
画
会
を
開
催
す
る
の
は
、
官
憲
に
よ
る
締
め
付
け
が

予
想
さ
れ
る
東
京
よ
り
も
地
方
、
そ
れ
も
既
に
十
分
な
入
電
が
開
拓
さ
れ
て
い
る
東
筑
摩
・
松
本
の
地
が
適
し
て
い
る
と
考
え
た
点
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
九
月
七
日
に
矢
ケ
崎
栄
次
郎
が
橋
浦
に
宛
て
た
手
紙
は
、
そ
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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…
…
先
般
柳
田
先
生
の
入
信
の
節
画
會
の
話
し
が
あ
り
ま
し
て
九
月
下
旬
か
十
月
初
旬
頃
成
城
で
君
の
絹
屋
を
開
き
度
い
か
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
好
い
画
も

出
し
て
見
て
ハ
ど
う
か
と
申
し
て
居
り
ま
し
た
此
度
も
池
上
君
に
會
ひ
ま
し
た
時
に
矢
張
画
會
の
話
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
果
し
て
成
功
す
る
か

ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
少
し
く
疑
回
し
い
や
う
に
小
生
に
ハ
考
へ
ら
れ
ま
す
、
殊
に
そ
れ
が
東
京
で
は
で
す
、
い
ろ
く
今
日
迄
の
思
想
関
係
も
あ
り
ま

す
し
、
そ
れ
が
本
當
に
柳
田
先
生
が
直
接
の
責
任
を
持
っ
て
や
っ
て
呉
れ
る
な
ら
そ
れ
ハ
結
構
で
す
が
、
さ
う
で
な
く
て
其
蔑
め
に
累
を
他
に
及
ぼ
す
こ

と
が
あ
っ
て
は
そ
も
存
じ
ま
す
し
、
第
～
東
京
で
さ
う
し
た
會
に
於
て
愚
行
の
あ
る
や
否
も
頗
る
考
へ
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
〔
青
丹
〕
、
東
京
の
方
の
は

よ
く
御
熟
考
下
さ
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
思
ひ
止
ま
る
方
が
よ
ろ
し
く
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
十
日
過
ぎ
に
な
り
ま
し
た
ら
池
上
君
も
帰
京
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
・
思
ひ
ま
す
か
ら
一
鷹
同
霜
に
も
御
相
談
下
さ
れ
た
方
が
よ
い
と
存
じ
ま
す
〔
以
下
略
〕

　
今
後
も
可
能
な
限
り
橋
浦
の
「
画
会
」
を
続
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
達
の
郷
土
研
究
が
活
気
づ
く
と
い
う
の
が
彼
ら
の
心
算
だ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
実
際
に
最
初
の
「
画
会
」
の
成
功
を
受
け
て
、
そ
の
後
も
橋
浦
の
「
画
会
」
は
～
九
三
学
年
九
月
、
三
一
年
七
月
と
松
本
で
開

催
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
の
方
は
発
起
人
を
立
て
な
か
っ
た
以
外
は
前
回
の
「
画
会
」
を
踏
襲
し
、
そ
れ
以
外
に
「
即
時
似
顔
絵
揮
毫
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
橋
浦
が
希
望
者
の
似
顔
絵
を
「
大
判
色
紙
一
圓
」
で
描
く
催
し
物
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
三
一
年
の
方
は
「
橋
浦
泰
雄
君
霊
番

茶
器
頒
布
会
」
と
銘
打
っ
て
行
わ
れ
た
。
道
祖
神
に
関
わ
る
資
料
採
集
の
余
暇
、
橋
浦
が
立
ち
寄
っ
た
松
本
に
ほ
ど
近
い
城
山
の
麓
に
あ
る
製

陶
場
で
新
た
に
試
作
さ
れ
た
白
樺
焼
に
絵
付
け
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
世
上
の
有
名
窯
場
の
陶
器
の
持
た
な
い
野
趣
と
、
日
常
生
活
へ
の
親
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

み
と
単
品
と
を
備
へ
、
こ
の
白
樺
焼
に
一
段
の
味
を
出
す
も
の
と
」
な
っ
た
こ
と
を
機
縁
と
し
て
、
橋
浦
の
絵
付
け
に
よ
る
番
茶
器
頒
布
会
を

開
催
す
る
に
到
っ
た
と
、
こ
こ
で
も
外
側
か
ら
や
っ
て
き
た
画
家
と
地
元
の
窯
業
が
思
わ
ぬ
効
果
を
上
げ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
発
起
人
の

冒
頭
に
は
胡
桃
沢
、
矢
ケ
崎
、
池
上
喜
作
が
名
を
連
ね
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
発
起
人
の
常
連
だ
っ
た
柳
田
、
折
口
ら
東
京
の
民
俗
学
者

の
名
前
は
消
え
て
お
り
、
あ
く
ま
で
東
筑
摩
の
郷
土
史
家
が
中
心
と
な
っ
た
ほ
か
、
運
営
面
で
は
白
樺
焼
の
製
作
元
・
赤
穂
製
陶
所
と
松
本
市

内
の
書
店
・
大
成
堂
書
店
が
労
を
と
っ
た
。

　
一
方
、
菅
江
眞
澄
と
橋
浦
を
結
び
つ
け
る
試
み
は
、
一
九
三
〇
年
四
月
に
こ
れ
も
大
成
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
眞
澄
遊
覧
記
信
濃
の
部
峡
』
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の
中
で
橋
浦
が
肉
筆
の
装
画
を
行
う
こ
と
で
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
お
り
、
柳
田
が
寄
せ
た
序
文
と
相
倹
っ
て
限
定
三
百
部
の
予
定
を
大
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
上
圓
り
、
六
五
〇
名
も
の
希
望
者
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
た

　
さ
ら
に
一
九
三
四
年
の
五
月
六
・
七
日
に
長
野
市
長
野
電
鉄
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
橋
浦
の
「
画
会
」
は
、
東
筑
摩
郡
の
人
脈
が
広
く
信
州
の

他
郷
に
も
伝
播
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
柳
田
、
白
井
喬
二
、
長
谷
川
如
是
閑
ら
が
発
起
人
と
な
る
一
方
、
運
営
は
長
野
市
市
会
議
員
で

読
売
新
聞
長
野
支
局
長
を
務
め
る
矢
ケ
崎
賢
次
が
務
め
た
。
五
日
夜
に
は
長
野
市
で
「
話
を
き
く
会
」
が
催
さ
れ
、
松
本
・
東
筑
摩
郡
か
ら
は

胡
桃
沢
、
矢
ケ
崎
栄
次
郎
、
そ
し
て
大
成
堂
の
佐
野
豊
太
郎
ら
が
駆
け
付
け
た
。
二
日
間
の
会
期
を
終
え
て
、
「
展
覧
会
は
準
備
（
鋸
鎌
）
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

足
な
り
し
も
思
は
ざ
る
好
成
下
心
に
會
を
閉
ず
。
出
品
点
数
四
十
点
位
の
威
内
約
束
済
と
な
り
し
も
の
十
七
点
」
と
い
う
成
果
を
挙
げ
た
。

次
い
で
五
月
一
五
・
｝
六
日
と
松
本
で
も
「
画
会
」
が
催
さ
れ
、
「
約
三
十
点
の
出
品
中
そ
の
三
分
の
二
の
二
十
点
を
責
約
と
な
す
」
成
果
が

得
ら
れ
、
橋
浦
自
身
「
長
野
と
云
ひ
、
松
本
と
云
ひ
、
此
の
不
況
時
に
全
く
意
想
外
の
好
成
蹟
な
り
。
し
か
も
宣
傳
甚
だ
し
く
遅
れ
準
備
も
整

　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
ざ
る
に
此
の
成
蹟
は
全
く
諸
兄
の
同
情
に
よ
る
も
の
な
り
。
只
々
感
謝
に
堪
へ
ず
、
此
の
上
の
精
進
を
以
て
謝
せ
ん
の
み
！
」
と
記
す
ま

で
に
到
っ
た
。

思想環境としての郷土研究（鶴見）

　
郷
土
に
置
か
れ
る
人
物
像

　
東
筑
摩
郡
に
お
け
る
橋
浦
の
調
査
時
期
は
「
相
互
扶
助
」
を
自
ら
の
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
絶
え
ず
細
か
な
民
俗
事
象
に
ま
で
眼
配
り
が
行

き
届
く
点
で
民
俗
学
者
と
し
て
の
橋
浦
が
そ
の
力
量
を
拡
充
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
る
。
委
嘱
さ
れ
た
道
祖
神
に
つ
い
て
は
、
郡
内
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

つ
い
て
は
網
羅
的
に
記
録
を
取
り
、
細
か
な
分
布
表
を
作
成
し
た
。
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
要
因
か
ら
生
ま
れ
た
自
身
の
主
題
か
ら
離
れ
て
、
冷

静
に
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
記
述
す
る
抑
制
的
な
観
察
方
法
が
身
に
付
い
た
点
で
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
る
練
達
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
相
貌
が
こ
こ
に
定
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　
先
述
し
た
通
り
日
記
が
再
開
さ
れ
た
一
九
三
四
年
は
、
橋
浦
に
と
っ
て
一
月
の
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
同
盟
の
解
散
決
議
、
三
月
の
解
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体
声
明
を
背
景
と
し
て
お
り
、
運
動
か
ら
離
脱
し
た
年
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
例
外
的
に
日
記
に
登
場
す
る
運
動
関
係
の

記
述
に
消
費
組
合
活
動
が
あ
る
。
一
九
二
六
年
に
西
郊
共
働
社
（
の
ち
に
城
西
消
費
組
合
）
の
設
立
に
橋
浦
時
雄
と
加
わ
り
、
全
日
本
消
費
組
合

聯
盟
の
中
央
委
員
と
な
っ
て
以
来
、
橋
浦
は
同
組
合
の
運
営
に
尽
力
し
て
き
た
が
、
東
筑
摩
郡
で
民
俗
採
集
を
行
う
か
た
わ
ら
、
組
合
へ
出
荷

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　
早
い
も
の
で
は
一
九
三
三
年
九
月
七
日
の
矢
ケ
崎
栄
次
郎
と
の
書
簡
の
中
で
季
節
の
産
物
が
列
挙
さ
れ
、
「
若
し
よ
ろ
し
い
や
う
な
ら
ば
今

か
ら
手
順
を
し
て
お
か
な
い
と
間
に
合
ひ
ま
せ
ん
が
其
手
続
等
を
も
承
り
思
い
と
存
じ
ま
す
」
と
あ
り
、
矢
ケ
崎
の
人
脈
を
頼
っ
て
篤
農
家
と

契
約
し
、
城
西
消
費
組
合
へ
栗
・
長
薯
等
を
送
っ
て
い
る
。
狭
め
ら
れ
て
い
く
活
動
範
囲
の
中
で
、
実
現
可
能
な
領
域
を
定
め
よ
う
と
す
る
際
、

そ
の
橋
頭
保
と
な
る
べ
き
場
所
の
ひ
と
つ
を
橋
浦
は
東
筑
摩
郡
に
求
め
た
の
だ
っ
た
。
最
終
的
に
橋
浦
の
消
費
組
合
活
動
は
、
一
九
三
八
年
一

月
、
城
西
消
費
組
合
の
母
体
で
あ
る
関
東
消
費
組
合
聯
盟
が
解
体
決
議
を
行
う
こ
と
を
も
っ
て
終
わ
る
が
、
敗
戦
後
矢
ケ
崎
が
死
去
す
る
ま
で

両
者
の
交
流
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
矢
ケ
崎
は
橋
浦
を
通
し
て
同
時
代
の
消
費
組
合
活
動
へ
の
理
解
を
持
ち
続
け
、
こ
れ
を
支

援
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
限
ら
ず
、
東
筑
摩
郡
に
お
け
る
橋
浦
の
調
査
に
関
わ
る
経
費
は
東
筑
摩
郡
教
育
会
か
ら
の
援
助
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
頒
布
会
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

他
で
橋
浦
が
自
身
の
絵
を
売
っ
た
収
益
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
購
買
者
の
ほ
と
ん
ど
は
「
画
会
」
を
介
し
た
地
元

の
支
援
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
「
画
会
」
の
背
景
に
あ
る
の
は
「
話
を
き
く
会
」
の
成
立
に
見
る
ご
と
く
、
外
か
ら
や
っ
て
き
た
毘
俗
学
者
を

迎
え
入
れ
る
こ
と
で
地
元
の
郷
土
耐
究
が
活
性
化
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
確
認
す
る
時
、
そ
こ
．
に
外
側
か
ら
や
っ
て
き

た
民
俗
学
者
と
そ
の
土
地
の
郷
土
史
家
と
の
間
で
郷
土
研
究
を
媒
介
と
す
る
見
事
な
往
還
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
往
還
を
可
能
に
し
た
の
は
橋
浦
と
彼
が
接
し
た
郷
土
史
家
と
の
間
に
あ
る
信
頼
で
あ
る
。
基
礎
資
料
収
集
の
た
め
、
橋
浦
は
丹
念
に
郡

内
の
村
々
を
廻
っ
た
が
、
調
査
先
で
同
宿
し
た
先
導
役
の
教
師
か
ら
乞
わ
れ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
誘
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

宣
伝
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
絶
え
ず
自
重
し
た
。
他
方
、
橋
浦
が
交
流
し
た
東
筑
摩
郡
の
郷
土
史
家
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
橋
浦
が
プ
ロ
レ
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タ
リ
ア
文
化
運
動
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
て
民
俗
学
者
と
し
て
の
橋
浦
の
資
質
を
見
出
し
た
点
で
あ
る
。

道
祖
神
の
記
録
を
委
嘱
し
、
菅
江
眞
澄
に
連
な
る
低
俗
画
家
と
し
て
自
分
達
の
郷
土
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
発
想
は
、
こ
の
認
識
の
上
に
立

っ
て
な
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
価
値
判
断
が
成
立
し
得
た
の
は
、
い
ず
れ
も
両
者
の
間
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
偏
る
こ
と
の
な
い
関
係
性
を
構
築
す
る
意
識
が
あ
っ

た
こ
と
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
一
九
三
二
年
の
弾
圧
に
お
い
て
も
郷
土
史
家
が
身
を
案
じ
た
の
は
、
数
年
来
に
渡
っ
て
誠
実
に
郷
土
調
査
を

行
う
橋
浦
へ
の
配
慮
と
同
時
に
、
そ
の
民
俗
学
者
を
今
後
も
「
画
会
」
を
通
じ
て
支
援
し
て
い
く
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
の
判

断
基
準
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
橋
浦
と
の
交
流
体
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
背
景
か
ら
い
っ
て
、
五
島
に
お
け
る
久
保

清
が
橋
浦
に
見
せ
た
対
応
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東
筑
摩
郡
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
に
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
い
た
人
脈
の
強
さ

が
あ
っ
た
こ
と
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
と
て
大
正
初
期
か
ら
柳
田
が
頻
繁
に
こ
の
地
を
訪
れ
、
絶
え
ず
胡
桃
沢
を
は
じ
め
と

す
る
郷
土
史
家
と
交
流
し
た
中
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
関
係
が
構
築
さ
れ
る
様
式
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
付
言
す

れ
ば
、
自
身
の
郷
土
を
基
準
に
同
時
代
の
政
治
動
向
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
東
筑
摩
郡
の
郷
土
史
家
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年

初
春
、
「
長
野
県
教
員
赤
化
事
件
」
が
起
こ
っ
た
際
に
も
、
胡
桃
沢
は
松
本
・
東
筑
摩
郡
か
ら
の
検
挙
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
当
地
で
は
罠
俗

学
が
「
尚
古
的
」
と
当
局
か
ら
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
普
及
を
橋
浦
が
担
っ
て
い
る
と
当
局
は
把
握
し
て
る
た
め
、
案
じ
る
に
は
及
ば
な
い

と
し
た
上
で
、
「
此
地
方
の
教
育
界
と
い
ふ
も
の
は
一
つ
の
訓
練
を
経
て
居
り
極
右
傾
に
も
な
ら
ぬ
代
り
又
極
左
傾
に
も
な
ら
ず
　
し
か
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
か
り
と
し
た
本
筋
を
意
識
し
つ
・
歩
い
て
居
る
」
と
書
き
送
っ
た
が
、
こ
の
「
訓
練
」
の
基
軸
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
橋
浦
を
迎
え
入
れ
た

こ
の
地
の
郷
土
史
家
に
共
有
さ
れ
た
意
識
で
も
あ
っ
た
。

　
①
胡
桃
沢
友
男
『
柳
田
國
男
と
信
州
隔
（
岩
田
書
院
二
〇
〇
四
年
）
二
八
五
　
　
扶
助
論
』
の
翻
訳
（
前
半
部
）
者
で
あ
っ
た
山
本
飼
山
と
級
友
だ
っ
た
こ
と
も
、

　
　
1
二
八
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
交
を
深
め
る
理
虫
と
な
っ
た
（
橋
浦
泰
雄
「
信
州
雑
記
一
山
本
飼
山
君
を
憶

　
②
橋
浦
泰
雄
「
忘
れ
え
ぬ
畏
友
た
ち
（
3
）
一
信
濃
の
巻
i
漏
（
『
信
州
自
　
　
う
一
」
㎎
信
州
白
樺
』
＝
二
号
～
九
七
五
年
二
五
～
二
六
．
頁
）
。

　
　
樺
』
第
二
三
号
一
九
七
六
年
）
八
三
頁
。
胡
桃
沢
が
小
学
校
時
代
、
『
稲
互
　

③
一
九
二
九
年
四
月
皿
＝
日
付
胡
桃
沢
勘
内
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県
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立
図
書
館
所
蔵
）
。

④
「
昭
和
四
年
四
月
橋
浦
泰
雄
畳
會
の
こ
と
」
（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
所

　
蔵
）
。

⑤
一
九
二
九
年
七
月
三
〇
日
付
胡
桃
沢
勘
内
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県

　
立
図
書
館
所
蔵
）
。

⑥
「
話
を
き
く
會
の
維
過
」
（
謄
写
版
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
所
蔵
）
〔
〕

　
内
引
用
者
。

⑦
一
九
二
九
年
七
月
三
〇
日
付
胡
桃
沢
勘
内
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県

　
立
図
書
館
所
蔵
）
　
前
掲
。

⑧
一
九
三
二
年
六
月
二
四
日
付
池
上
隆
祐
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
轡
簡
（
鳥
取
県
立

　
図
書
館
所
蔵
）
。
こ
の
害
簡
は
砧
村
喜
多
見
の
柳
田
邸
か
ら
発
信
さ
れ
、
札
幌
で

　
橋
浦
が
逗
留
し
て
い
た
実
兄
・
小
谷
義
雄
の
住
所
へ
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
札

　
幌
滞
在
中
橋
浦
は
七
月
一
六
・
一
七
日
と
「
橋
浦
泰
雄
邦
叢
展
覧
會
」
を
行
っ
て

　
い
る
。

⑨
『
東
京
朝
日
新
聞
蜘
【
九
三
二
年
六
月
【
九
日
、
同
六
月
二
〇
日
。

⑩
～
九
三
三
年
九
月
七
B
甲
矢
ケ
崎
栄
次
郎
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県

　
立
図
書
館
所
蔵
）
　
〔
　
］
内
引
用
者
。

⑪
「
橋
浦
泰
雄
置
會
昭
和
五
年
九
月
」
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
鳥
取
県
立
図
書
館

　
所
蔵
）
。

⑫
「
橋
浦
泰
雄
陶
彊
番
茶
器
の
頒
布
に
就
て
」
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
鳥
取
県
立
図

　
書
館
所
蔵
）
。

⑬
一
九
二
九
年
七
月
三
〇
日
、
胡
桃
沢
勘
内
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県

　
立
図
轡
館
所
蔵
）
。

⑭
橋
浦
泰
雄
コ
九
三
四
年
日
記
」
（
手
書
き
鳥
取
県
立
図
番
館
所
蔵
）
。

⑮
　
同
前
。

⑯
橋
浦
の
最
初
の
著
書
と
な
っ
た
『
東
筑
摩
郡
道
神
風
主
輪
（
郷
土
出
版
社
一

　
九
三
一
年
）
の
序
文
に
は
、
同
轡
が
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
近
く

　
『
東
筑
摩
郡
誌
別
篇
徳
の
「
道
願
下
」
の
形
で
完
全
版
が
刊
行
予
定
で
あ
る
と
書

　
か
れ
て
あ
る
が
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

⑰
　
橋
浦
泰
雄
「
忘
れ
得
ぬ
畏
友
た
ち
（
2
）
一
矢
ケ
崎
寒
湿
先
生
1
」
『
信
州

　
白
樺
』
第
二
二
号
　
　
九
七
六
年
　
七
一
頁
。

⑱
橋
浦
泰
雄
「
忘
れ
得
ぬ
畏
友
た
ち
（
1
）
1
矢
ケ
崎
奇
峯
先
生
1
」
『
信
州

　
白
樺
臨
第
二
一
号
　
一
九
七
六
年
　
九
七
頁
。

⑲
一
九
三
三
年
三
月
一
四
日
付
胡
桃
沢
勘
内
か
ら
橋
浦
泰
雄
宛
書
簡
（
鳥
取
県

　
立
図
書
館
所
蔵
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
括
1
「
民
間
伝
激
の
会
」
の
成
立
－

　
一
九
三
五
年
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
三
日
に
か
け
て
柳
田
国
男
の
還
暦
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
「
日
本
民
俗
学
講
習
会
扁
は
、
講
師
陣
に

折
口
信
夫
、
あ
る
い
は
岡
正
雄
ら
文
化
人
類
学
者
が
配
さ
れ
、
互
い
の
学
風
・
棲
み
分
け
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
で
、
数
年
来
続
い
た
学
界
上

の
対
立
が
よ
う
や
く
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
か
ら
；
二
薫
ず
つ
聴
講
者
と
し
て
参
加
し
た
郷
土
史
家
が
各

地
の
民
俗
事
例
を
紹
介
し
あ
う
「
座
談
会
」
の
時
間
が
別
途
設
け
ら
れ
て
お
り
、
全
国
の
民
俗
が
眼
前
で
比
較
総
合
さ
れ
る
稀
有
な
空
間
を
提
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思想環境としての郷土研究（鶴見）

供
し
た
。
こ
の
「
座
談
会
」
を
通
じ
て
各
郷
土
史
家
間
で
こ
れ
を
機
会
に
民
俗
学
の
全
国
組
織
を
結
成
す
る
意
見
が
日
増
し
に
強
く
な
り
、
橋

浦
、
そ
し
て
大
阪
か
ら
出
席
し
て
い
た
宮
本
常
一
の
細
か
な
根
回
し
に
よ
っ
て
、
八
月
三
日
の
「
座
談
会
」
終
了
後
、
設
立
に
関
す
る
柳
田
の

了
諾
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
、
こ
こ
に
「
民
間
伝
承
の
会
」
が
結
成
さ
れ
る
。

　
会
期
終
了
後
、
「
木
曜
会
」
主
要
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
「
民
間
伝
承
の
会
」
の
組
織
方
針
が
討
議
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
宮
本
が
各
地
に
会
の

支
部
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
即
座
に
橋
浦
が
反
対
し
、
す
で
に
各
地
で
多
く
の
郷
土
研
究
会
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

き
で
あ
る
と
し
て
、
以
後
こ
れ
が
会
の
組
織
方
針
と
し
て
定
着
し
た
。
こ
こ
に
到
る
ま
で
郷
土
研
究
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
橋
浦
の
経
験
を
傍

ら
に
置
け
ば
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
自
身
が
交
流
し
た
郷
土
史
家
と
の
経
験
の
蓄
積
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
組
織
方
針
で
も
あ
っ
た
。
郷
土
研
究
、

民
俗
学
が
民
間
習
俗
と
い
う
経
験
の
堆
積
し
た
層
に
分
け
入
り
な
が
ら
、
採
集
活
動
を
行
う
こ
と
を
基
調
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
組
織
す

る
手
立
て
も
ま
た
、
各
郷
土
に
お
け
る
郷
土
史
家
と
直
接
交
流
す
る
こ
と
を
通
し
て
得
た
経
験
の
積
み
重
ね
て
い
く
様
式
が
有
効
と
な
る
。
在

来
の
郷
土
研
究
会
を
そ
の
ま
ま
活
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
橋
浦
の
提
案
は
、
こ
の
様
式
を
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
枠
組
み
を
保
証
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
郷
土
史
家
と
は
、
自
身
の
郷
土
の
中
で
民
俗
事
象
そ
の
も
の
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
代
の
政
治
動
向

に
左
右
さ
れ
な
い
気
質
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
橋
浦
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
気
質
の
郷
土
史
家
を
相
互
に
連
関
さ
せ
る
機
構
こ
そ
、
「
民
間

伝
承
の
会
」
に
待
望
さ
れ
る
組
織
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
組
織
論
に
基
づ
く
場
合
、
中
央
で
事
務
を
統
括
す
る
側
は
絶
え
ず
各
地
の
郷
土
史
家
と
一
対
一
で
遣
り
取
り
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
一
九
三
八
年
九
月
か
ら
戦
時
下
の
休
刊
を
挟
ん
で
約
一
〇
年
間
、
橋
浦
は
自
宅
を
発
行
所
と
し
な
が
ら
会
の
機
関
誌
『
民
間
伝
承
』
の
編

集
を
続
け
る
が
、
膨
大
な
郷
土
史
家
か
ら
の
書
簡
が
示
す
通
り
、
こ
の
組
織
方
針
を
こ
な
し
て
い
く
。
戦
時
下
の
柳
田
民
俗
学
が
数
少
な
い
実

証
的
な
思
考
の
場
と
な
り
え
た
理
由
の
～
端
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
柳
田
民
俗
学
を
支
え
た
組
織
こ
そ
、
郷
土
研
究
と
い
う
経
験
の

中
で
得
ら
れ
た
橋
浦
の
確
固
た
る
思
想
像
で
あ
っ
た
。

　
①
宮
本
常
～
「
橋
浦
さ
ん
の
こ
と
」
（
『
鳥
取
民
俗
』
第
二
号
～
九
七
九
年
～
二
　
　
月
号
）
二
九
頁
。
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本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
課
題
番
号
二
〇
五
二

〇
五
九
六
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
書
簡
の
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
御
選
族

の
方
々
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
輩
教
授
）

194 （194）



severe　restrictions　on　use　of　their　land，　but　these　issues　no　longer　attract　the

attentiori　of　the　international　mass　media．

　　Focus　on　the　rainforest　issues　has　shifted　from　the　land　conflicts　at　the　ground

level　to　the　‘environmental　politics’　at　the　g｝obal　level，　but　local　issues　in　Sarawak

have　been　neglected　and　forgotten　without　any　resolution．　This　has　been　a　tragic

epistemic　turR　for　indigeRous　peoples　in　Sarawak．

The　Experiences　of　Hashiura　Yasuo　in　His　Neighborhood

　　　　　　　　　　　　　　　　　Study　（1925“一1934）

by

TsuRulvEI　Tarou

　　If　you　iook　at　the　iocal　history　studies　from　the　viewpoint　of　Modern　Japanese

Minkangaku，　which　is　the　studies　on　the　minds　and　private　lives　of　the　Japanese

people，　you　wili　realize　that，　from　the　late　1920’s　to　the　mid　1930’s，　many　study

groups　and　loca｝　history　researchers　that　were　scattered　across　3apan　began　reor－

ganizing　themselves　step　by　step，　airrimg　to　establish　Minzokugaku．　During　the

time　period，　Yasuo　Hashiura，　who　was　a　socialist　and　fo“dore　researcher，　was

contributing　to　Yanagida’s　reorganization　activities　in　many　ways，　and　then，

Hashiura　also　left　several　personal　items，　such　as　his　geldwor｝〈　notes，　journals　of

iocal　history　and　folldore，　and　letters　exchanged　with　sevei－al　local　history　resear－

chers．　By　using　these　iterns，　we　were　able　to　closely　examine　the　characterisbics

of　the　local　history　societies　that　had　been　formed　dtmg　the　period　of　the　reorga－

nlzation．　Then　we　investigated　the　local　history　images　that　the　local　history　re－

searchers　had　created　dur血g　the　period．　However，　at　the　t童me　of　o匿illvestiga－

tion，　we　also　turned　the　spotlight　on　the　foilowing　point．　ln　order　to　associate

what　is　caHed‘‘local　historジ，　which　has　been　a　weH－organized　academic　field，　wkh

other　concerned　institutes　and　researchers．　we　have　to　consider　how　the　idea　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

the　local　history　can　work　in　order　to　form　and　represent　hurnan　natures．

　　Untike　the　other　sociatist　activists　who　worl〈ed　in　the　1920’s，　Hashiura　was　cap－

able　of　judging　other　activists，　depending　on　how　sincere　they　were．　Naturally，　he

was　able　to　receive　a　position　free　from　the　human　struggles　caused　by　Anarchism

and　Bolshevism　of　the　time．　Later　on，　when　he　carried　out　fieldworks　as　a　folldore

researcher，　this　position　enab！ed　hni　to　con£act　the　local　people　without　rnixing　up
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potitics　witk　his　researches．　This　attitude　also　rnade　Hashiura　buifd　up　non－

ideological　trust　between　those　people　aRd　him．　When　he　performed　researches　at

Goto，　Nagasaki　prefecture　in　1928，　and　at　Higashi　Chikuma－gun，　Nagano　prefec－

ture　at　the　begirming　of　the　1930’s，　he　became　acquainted　with　several　local　his－

tory　researchers．　And　later，　they　sent　him　letters　in　order　to　show　tkeh一　concerns

about　Hashiura’s　safety，　every　time　they　became　aware　that　the　govermient　had

been　rounding　up　sociatists　in　Tokyo．　ln　short，　the　relationship　between　these　loc－

al　history　researchers　and　Hashiura　represents　the　foRowing　two　ckaracteristics．

Hashiura’s　research　metltods　that　were　based　on　tke　accumulation　of　his　experi－

ence　in　the　local　history　led　dii”ectly　to　everyone’s　good　relationship．　The　rnethods

also　enabled　everyoRe　to　develop　their　trust　relationship，　regardless　of　their　poli－

tical　thoughts．

　　In　August　1935，　a　nationwide　folklore　organizatlon，　Minkan－densyo　no　Kai，　was

established，　complyirig　with　the　guidelines　Hashiura　had　prepared．　He　suggested

that　research　groups　workmg　locally　should　form　a　side－by－side　configtllration　with－

out　making　affiliated　society　anywhere，　even　though　some　people　were　willing　to

create　af［iliated　societies　throughout　the　country．　Hashiura　successfully　drove

away　their　movements．　Most　i皿portantly，　his　guidelines　emphasized　that　local　his－

tory　researchers　should　trust　each　other　and　worl〈　together　in　order　to　single－

m血dedly　perfoirm　their　visi雛ing　researches．　In　other　words，　Hashiura　finally　cre－

ated　the　guidelines　based　on　his　ten－year　experience　of　the　local　history　research．
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