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は
じ
め
に 

 

地
域
に
あ
る
史
料
を
保
全
す
る
の
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
例
え
ば
現
在
か
ら
過
去
に
栄
え
た
愛
知
川
宿
の
こ
と
を
知
ろ

う
と
思
っ
て
も
、
既
に
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
な
け
れ
ば
想
像
で
し

か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
史
料
の
保
全
を
め
ぐ
る
議
論
は
主
に
歴
史
研
究
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
こ
こ
数
年
は
史
料
を
め
ぐ
る
市
民
の
意
識

を
問
題
に
し
た
も
の
が
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
三
氏
の
議
論

を
取
り
上
げ
、
課
題
を
検
討
し
た
い
。 

 

奥
村
弘
氏
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
史
料
保
全
活
動
の
中
で
も

っ
と
も
意
識
し
た
問
題
と
し
て
、
歴
史
研
究
者
と
市
民
の
間
に
あ
る
歴

史
資
料
の
価
値
を
め
ぐ
る
ズ
レ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
歴
史
資
料
に

つ
い
て
、
戦
後
研
究
者
が
市
民
と
の
間
で
い
か
な
る
関
係
を
結
ん
で
き

た
か
と
い
う
問
題
に
留
意
し
、
研
究
者
は
「
史
料
そ
の
も
の
を
共
有
す

る
た
め
の
努
力
を
そ
れ
と
し
て
進
め
て
い
く
点
で
は
、
な
お
不
十
分
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

(

1)

と
も
述
べ
て
い
る
。 

 

ま
た
大
国
正
美
氏
も
、
半
世
紀
の
史
料
保
存
運
動
に
お
け
る
負
の
遺

産
と
し
て
「
歴
史
や
歴
史
学
を
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
日
々
の
生
活
を
送

っ
て
い
る
市
民
と
、
歴
史
研
究
者
と
の
間
の
歴
史
意
識
や
史
料
に
対
す

る
認
識
の
ず
れ
」
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
処
し
解
消
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
し
て
い
る 

(

2)

。 

 

二
氏
は
と
も
に
、
史
料
の
価
値
を
め
ぐ
り
研
究
者
と
地
域
住
民
の
間

に
認
識
の
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
研
究
者
が
地
域
住
民
に
対
し
史
料

の
価
値
を
共
有
す
る
た
め
の
努
力
を
怠
け
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
と
い
え
る
。 

 

そ
し
て
芝
村
篤
樹
氏
は
、
「
資
料
の
保
存
・
活
用
を
考
え
る
こ
と
は
、

普
通
の
人
々
の
歴
史
意
識
に
触
れ
る
重
要
な
通
路
」
で
あ
り
、
「
歴
史
学

の
混
迷
が
語
ら
れ
る
今
日
、
人
々
の
歴
史
意
識
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ

の
再
生
の
出
発
点
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
研
究
者
、

資
料
専
門
家
、
市
民
が
、
資
料
の
保
存
と
活
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
対

等
の
立
場
で
考
え
て
い
く
必
要
」
が
あ
る
も
の
の
「
現
状
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
閉
鎖
性
や
不
十
分
さ
に
よ
っ
て
、
地
域
資
料
の
保
存
・
活
用
の

あ
り
方
を
考
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
」

と
述
べ
て
い
る

(

3)

。 

 

芝
村
氏
は
、
史
料
保
存
の
担
い
手
に
つ
い
て
、
市
民
・
研
究
者
の
間

に
資
料
専
門
家

(

4
)

を
含
め
こ
れ
ら
三
者
間
の
関
係
を
強
調
し
て
論
じ

地
域
史
料
の
保
全
を
め
ぐ
る
地
域
住
民
の
意
識
と
学
芸
員
の
役
割 

―
滋
賀
・
愛
知
川
町
史
で
の
実
践
か
ら

― 

豆 

田 

誠 

路 
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て
い
る
。 

 
こ
れ
ら
三
氏
の
問
題
提
起
か
ら
次
の
こ
と
が
史
料
の
保
全
を
め
ぐ
る

課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
史
料
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
と
市

民
と
の
間
に
意
識
の
ズ
レ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
資
料
専
門

家
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
の
ズ
レ
を
埋
め
る
為
に
地
域
住
民
と
研

究
者
の
間
を
取
り
結
ぶ
資
料
専
門
家
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
べ
き

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

特
に
資
料
専
門
家
と
い
う
立
場
の
役
割
を
重
視
す
る
の
は
、
戦
後
の

史
料
保
存
運
動
の
成
果
と
し
て
全
国
各
地
に
博
物
館
・
資
料
館
・
文
書

館
な
ど
地
域
史
料
を
保
存
す
る
機
関
が
充
実
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
一
方

で
、
地
域
文
書
を
取
り
扱
う
研
究
者
と
そ
れ
を
所
有
す
る
地
域
住
民
と

の
距
離
を
広
げ
た
と
い
う
一
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
距

離
を
縮
め
る
立
場
に
あ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
博
物
館
等
で
地
域
史
料
を

取
り
扱
う
学
芸
員
（
芝
村
氏
の
い
う
資
料
専
門
家
）
だ
か
ら
で
あ
る
（
も

ち
ろ
ん
今
後
も
地
域
住
民
と
研
究
者
が
地
域
史
料
を
め
ぐ
っ
て
直
接
関

係
を
持
つ
場
合
も
あ
る
）
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
芝
村
氏
の
提
起
を
受
け
地
域
住
民
・
学
芸
員
・

研
究
者
の
三
者
の
関
係
を
前
提
と
し
た
上
で
、
学
芸
員
が
地
域
住
民
と

の
ズ
レ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
ど
の
よ
う
な
役
割
を

担
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
学
芸
員
の
立
場
か
ら
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
滋
賀
県
愛
知
川
町
史
で
の
実
践
を
も
と
に
検
討
す
る
。

そ
れ
は
、
自
治
体
史
編
纂
事
業
が
地
域
で
の
史
料
所
在
確
認
調
査
を
通

じ
て
地
域
史
料
の
保
全
の
現
状
を
悉
皆
的
に
確
認
で
き
る
機
会
を
も
つ

か
ら
で
あ
る

 
(

5)

。 

 

な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
予
め
規
定
し
て
お
く
。
「
地

域
」
と
は
、
そ
の
地
域
を
論
じ
る
主
体
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
領
域
（
集

落
誌
で
は
そ
の
当
該
集
落
、
自
治
体
史
で
は
そ
の
当
該
自
治
体
、
博
物

館
・
資
料
館
・
図
書
館
な
ど
で
は
そ
の
設
置
母
体
が
所
管
す
る
領
域
）

及
び
そ
の
領
域
の
住
民
と
生
活
に
関
わ
る
範
囲
を
い
う
。
そ
し
て
、
そ

の
領
域
に
関
わ
る
文
献
史
料
及
び
関
連
文
献
を
「
地
域
史
料
」
と
す
る

(

6)

。 

 

一 

地
域
住
民
の
地
域
史
料
に
対
す
る
意
識 

 

さ
て
、
地
域
の
住
民
は
地
域
史
料
に
対
し
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
探
る
た
め
に
は
、
自
治
体
史
が
文
書

等
を
調
査
・
収
集
す
る
機
会
に
焦
点
を
あ
て
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
当
町
史
で
は
文
書
を
ど
の
よ
う
に
収
集
し
て
い
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
過
程
で
地
域
住
民
の
地
域
史
料
に
対
す
る
意
識

を
確
認
し
て
み
た
い
。 

 ①
所
在
確
認
調
査
の
方
法
―
推
進
委
員
・
古
文
書
ア
ン
ケ
ー
ト 

 

町
史
の
執
筆
に
必
要
な
史
料
に
は
、
都
道
府
県
や
市
町
村
な
ど
の
行

政
文
書
や
、
寺
社
・
自
治
会
・
個
人
・
団
体
等
が
所
蔵
す
る
文
書
な
ど

が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
寺
社
・
自
治
会
・
個
人
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文

書
群
の
所
在
を
確
認
す
る
為
に
、
当
町
史
で
は
町
史
編
さ
ん
推
進
委
員

の
設
置
と
「
古
文
書
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
配
布
を
行
な
っ
た
。 

 

町
史
編
さ
ん
推
進
委
員
と
は
、
町
史
編
さ
ん
事
業
を
進
め
る
過
程
で
、

調
査
を
ス
ム
ー
ス
に
進
め
た
り
資
料
の
流
出
な
ど
を
防
ぐ
た
め
に
置
い

て
い
る
も
の
で
、
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら
約
四
〇
人
を
委
嘱
し
て
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い
る
。
他
の
自
治
体
で
「
協
力
員
」
な
ど
の
名
称
で
設
置
さ
れ
て
い
る

も
の
に
相
当
す
る

 
(

7)

。
こ
れ
ま
で
「
古
文
書
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

の
実
施
、
各
行
政
区
内
の
資
料
情
報
の
提
供
、
調
査
に
関
す
る
随
行
な

ど
に
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
。
地
域
住
民
に
近
い
と
さ
れ
る
市
町
村
で

あ
っ
て
も
、
各
集
落
で
活
動
す
る
為
に
は
こ
の
推
進
委
員
か
ら
集
落
や

文
書
に
関
し
有
力
な
情
報
を
教
え
て
い
た
だ
く
場
合
が
多
い
。 

 

「
古
文
書
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
（
資
料
）
は
、
町
史
編
さ
ん
室
が

各
行
政
区
ご
と
に
全
戸
に
配
布
し
た
。
こ
れ
は
、
町
民
（
全
戸
）
が
古

文
書
を
ど
の
程
度
持
っ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
為
で
あ
っ
た
。 

ア
ン
ケ
ー
ト
の
配
布
・
回
収
は
次
の
よ
う
な
手
順
が
多
か
っ
た
。 

町
役
場
か
ら
各
自
治
会
の
区
長
に
文
書
を
配
布
す
る
ル
ー
ト
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
も
こ
の
ル
ー
ト
に
の
せ
て
配
布
し
た
。
区
長
の
手
元
に
届

い
た
そ
れ
は
、
各
自
治
会
の
中
の
「
組
」
の
組
長
を
通
じ
て
全
戸
に
配

布
さ
れ
る
。
配
布
し
た
文
書
は
概
ね
一
〜
二
週
間
の
回
収
期
限
を
用
意

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
期
限
以
降
に
配
布
し
た
ル
ー
ト
の
逆
で
、

組
長
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
区
長
や
町
史
編
さ
ん
推
進
委
員
の
手
元
に
戻

さ
れ
、
そ
れ
を
町
史
編
さ
ん
室
員
が
回
収
す
る
か
届
け
て
い
た
だ
く
と

い
う
流
れ
で
あ
る
。 

 

配
布
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
七
つ
の
質
問
事
項
が
あ
り
、
そ
れ
に

簡
単
に
答
え
て
い
た
だ
く
た
め
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
用
意
し
た
。
ま

た
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
は
答
え
ら
れ
な
い
場
合
や
、
町
史
編
さ

ん
室
に
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
た
だ
く
箇
所
と
し
て
「
通
信
欄
」
を
設

け
た
。 

 

江
戸
時
代
の
文
書
類
や
明
治
期
以
降
の
文
書
類
に
つ
い
て
問
う
も
の

（
①
・
②
）
、
所
在
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
取
扱
い
に
つ
い
て
問

う
も
の
（
③
・
④
）
、
家
の
建
て
ら
れ
た
時
期
（
⑤
）
、
蔵
や
古
い
倉
庫

の
所
在
（
⑥
）
、
相
談
方
法
（
⑦
）
な
ど
を
問
う
た
。
⑤
を
問
う
た
の
は
、

建
て
替
え
前
で
あ
れ
ば
古
い
文
書
が
あ
る
可
能
性
を
意
識
し
た
。
ま
た

蔵
な
ど
も
文
書
群
の
あ
る
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て
当
初
か
ら
意
識

し
た
。 

 

こ
の
「
古
文
書
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ
い
て
、
私
は
町
民
に

よ
る
古
文
書
の
所
在
に
関
す
る
自
己
申
告
制
度
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
一
枚
で
す
ぐ
に
古
文
書
等
が
収
集
で

き
る
と
い
う
も
の
で
な
い
。
た
だ
、
こ
の
結
果
を
も
と
に
町
史
編
さ
ん

推
進
委
員
の
協
力
を
得
な
が
ら
史
料
調
査
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
し
て
、

ま
た
町
史
編
さ
ん
事
業
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
町
民
に
告
知
す
る
も

の
と
し
て
、
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
後
芋
蔓
式
に

史
料
調
査
を
進
め
る
の
で
あ
る
。 

 

②
文
書
が
「
な
い
」
理
由
―
ア
ン
ケ
ー
ト
「
通
信
欄
」
か
ら 

 

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
通
信
欄
に
寄
せ
ら
れ
る
コ
メ
ン
ト
の
中
に
は
、

生
活
者
の
地
域
史
料
に
対
す
る
意
識
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

通
信
欄
に
あ
っ
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
文
書
が
「
な
い
」
理
由
を
抽
出
し
て

挙
げ
て
み
よ
う
。 

 

コ
メ
ン
ト
を
内
容
で
分
類
す
る
と
、
家
の
建
て
替
え
に
伴
い
古
い
も

の
を
処
分
し
た
（
七
件
）
、
古
い
家
を
購
入
し
た
際
に
あ
っ
た
も
の
を
処

分
し
た
（
一
件
）
、
家
が
火
災
に
あ
っ
た
（
一
件
）
な
ど
と
な
り
、
家
の

建
て
替
え
が
文
書
を
廃
棄
す
る
重
要
な
契
機
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
伺

わ
せ
る
。
ま
た
「
軸
な
ど
が
あ
っ
た
が
全
部
売
っ
て
し
ま
い
倉
庫
に
な

に
も
な
い
。
」
と
い
う
事
例
も
あ
り
、
古
物
商
な
ど
に
売
ら
れ
て
い
っ
た
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こ
と
も
確
認
で
き
た
。 

と
こ
ろ
が
、
通
信
欄
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
こ
う
し
た
回
答
だ
け
で
な

く
、
回
答
さ
れ
た
家
が
「
分
家
」
「
分
れ
家
」
「
新
家
（
シ
ン
ヤ
）
」
の
た

め
に
文
書
類
は
な
い
、
と
い
う
回
答
も
あ
る
（
二
件
）
。
こ
の
う
ち
一
件

は
昭
和
六
三
年
に
家
を
新
築
し
て
分
家
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
町

史
編
さ
ん
に
直
接
必
要
な
文
書
類
が
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
言
っ
て
い

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
分
家
に
な
っ
た
と
い
う
場
合
も

あ
っ
て
注
意
を
要
す
る
。
実
際
、
明
治
初
年
に
分
家
に
な
っ
た
と
い
う

家
の
方
か
ら
「
私
の
家
は
新
し
い
か
ら
文
書
類
は
何
も
な
い
。
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
近
世
以
前
で
あ
ろ
う
と
近
代
以
降
で
あ
ろ

う
と
、
そ
の
家
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
の
中
に
「
史
料
」
と
呼
ぶ
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
新
家
だ
か
ら
と
い
う
理
由
の
み
で
調
査
の
必
要
が
な
い

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
い
う
コ
メ
ン
ト
は
、
町
史
編
さ
ん
室
で
収
集
し
た
い
「
史
料
」

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
町
民
の
反
応
を

表
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

③
生
活
者
の
意
識
の
あ
り
よ
う 

前
項
か
ら
、
町
民
が
文
書
を
廃
棄
す
る
契
機
や
、
文
書
の
イ
メ
ー
ジ

に
対
す
る
町
民
と
町
史
編
さ
ん
室
と
の
ズ
レ
を
確
認
し
た
。 

そ
れ
で
は
、
地
域
の
住
民
が
文
書
を
廃
棄
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
意

識
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

ま
ず
、
研
究
者
や
学
芸
員
の
立
場
で
は
、
家
の
建
て
替
え
の
際
に
文

書
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
「
望
ま
し
く
な
い
」
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
を
保
管
す
る
旧
家
や
蔵
が
あ
る
な
ら
ば
、
壊
さ
ず
残
し
て
欲
し

い
と
願
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
当
事
者
に
実
際
に
お
話
を
う
か

が
う
と
、
「
あ
な
た
方
は
古
い
家
や
蔵
が
あ
る
と
い
い
と
い
う
が
、
古
い

家
の
ま
ま
建
て
替
え
ず
、
周
囲
の
家
が
新
し
く
な
っ
て
い
く
の
を
み
る

と
、
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
い
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
認
識

が
歴
史
を
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
日
々
生
活
を
送
っ
て
い
る
一
般
の
人
々
、

つ
ま
り
生
活
者
の
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
あ
た
り
が
、
史
料

の
保
全
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
や
学
芸
員
と
地
域
住
民
と
の
間
に
横
た
わ

る
、
認
識
の
ズ
レ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
家
の
建
替
え
に
伴
う
掃
除
の
際
に
不
用
品
は
処
分
・
整
理
さ
れ

る
。
こ
の
時
こ
れ
ま
で
保
管
さ
れ
て
い
て
も
触
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
諸
品
や
文
書
等
の
う
ち
、
金
銭
的
価
値
の
あ
る
物
は
売
ら
れ
、
そ
の

価
値
が
な
い
物
は
廃
棄
さ
れ
た
り
、
燃
や
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え

こ
の
中
に
学
術
的
に
貴
重
な
価
値
を
有
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
こ
に
住
民
に
と
っ
て
は
大
事
な
も
の
と
思
っ
て
も
い
な
い

の
だ
か
ら
、
そ
の
点
を
批
判
し
て
も
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。 

た
だ
、
こ
の
廃
棄
さ
れ
る
直
前
に
善
意
で
役
場
に
お
電
話
を
い
た
だ

け
る
場
合
が
あ
る

(

8)

。
こ
の
時
ど
れ
だ
け
資
料
的
価
値
を
想
像
し
て
家

庭
か
ら
物
を
保
管
で
き
る
か
が
、
学
芸
員
の
力
量
を
試
さ
れ
る
場
で
あ

ろ
う
。
文
書
や
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

き
た
か
を
き
ち
ん
と
聞
き
取
り
関
連
す
る
物
も
保
管
し
て
お
く
こ
と
、

そ
の
情
報
も
き
ち
ん
と
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
廃
棄
さ
れ
る
直
前
で
ど
れ
だ
け
資
料
的
価
値
を
判
断
し
て
保
存

で
き
る
か
が
、
日
常
に
お
い
て
学
芸
員
が
地
域
史
料
を
保
全
す
る
場
合

に
一
番
の
焦
点
で
あ
る
。 
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
文
書
を
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
方
が
亡
く

な
る
こ
と
も
、
史
料
保
全
の
上
で
危
機
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
文
書
に
つ

い
て
、
妻
も
子
供
も
そ
の
内
容
を
詳
し
く
知
ら
ず
大
事
な
も
の
と
は
思

わ
な
い
と
な
れ
ば
、
倉
庫
等
の
掃
除
の
際
に
廃
棄
さ
れ
る
対
象
と
な
っ

て
く
る
。
た
だ
、
そ
の
方
が
生
前
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

家
族
が
知
っ
て
い
る
、
生
前
そ
の
方
が
文
書
で
調
べ
も
の
を
す
る
姿
を

み
て
い
た
、
ま
た
そ
の
方
か
ら
生
前
い
ろ
い
ろ
昔
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
、

と
い
う
例
な
ど
、
残
っ
て
い
る
文
書
の
内
容
が
残
さ
れ
た
家
族
に
は
分

か
ら
な
く
て
も
捨
て
ら
れ
ず
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
保
管
し
て
い

る
文
書
を
後
代
に
ど
れ
だ
け
把
握
し
て
引
き
継
げ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と

な
ろ
う
。 

以
上
の
二
例
か
ら
、
歴
史
研
究
者
や
学
芸
員
が
地
域
の
住
民
に
対
し

て
、
所
蔵
者
な
の
だ
か
ら
文
書
等
を
き
ち
ん
と
保
存
し
て
欲
し
い
、
と

い
う
よ
う
な
淡
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
と
す
れ
ば
改
め
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。 

 

④
「
文
書
」
と
「
史
料
」
―
歴
史
研
究
者
・
学
芸
員
の
文
書
理
解 

で
は
、
史
料
の
保
全
に
対
す
る
歴
史
研
究
者
や
資
料
専
門
家
の
理
解

に
つ
い
て
も
う
一
歩
話
を
進
め
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
考
え
る
上
で
東
谷

智
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
参
考
に
な
る

(

9)

。
や
や
長
く
な
る
が
ご
紹
介
す
る
。 

 

氏
は
、
襖
の
下
張
り
に
あ
っ
た
文
書
を
め
ぐ
る
住
民
と
自
治
体
の
関

係
性
に
つ
い
て
二
例
紹
介
し
て
い
る
。 

一
例
は
も
と
も
と
襖
を
お
持
ち
の
方
が
そ
の
襖
を
要
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
大
学
の
教
授
個
人
が
い
た
だ
い
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場

合
大
学
で
調
査
し
た
結
果
、
そ
の
下
張
り
に
貴
重
な
美
術
の
絵
画
が
描

か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
個
人
が
図
書
館
に
寄
託
し
た
と
い
う
。 

も
う
一
例
は
、
日
野
町
史
で
の
実
践
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
町

史
編
さ
ん
室
で
調
査
に
立
ち
会
っ
た
際
、
同
じ
く
襖
の
下
張
り
文
書
が

発
見
さ
れ
た
た
め
、
大
学
で
調
査
し
き
ち
ん
と
所
蔵
者
に
返
還
さ
れ
た

と
い
う
。 

氏
は
、
こ
の
二
例
か
ら
、
後
者
は
「
史
料
」
と
し
て
所
蔵
者
に
伝
わ

る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
な
っ
た
の
に
比
べ
て
、
前
者
の
場
合
に
も
と
も
と

の
所
蔵
者
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
「
史
料
」
に
な
っ
た
点
を
問
題

に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
所
蔵
者
が
史
料
を
も
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
を

「
史
料
」
だ
と
思
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
分

か
る
よ
う
に
す
る
に
は
自
治
体
が
住
民
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
形
成
さ

れ
る
も
の
だ
と
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
何
が
史
料
か
、
つ
ま
り
何
を
史
料
と
し
て
住
民
（
所

蔵
者
）
が
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
（
氏
に
よ
れ
ば
、
史
料
の
「
史
料

化
」
）
を
問
題
化
し
た
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
「
史
料
」
を

め
ぐ
る
本
質
的
な
議
論
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
か

ら
高
く
評
価
で
き
よ
う
。 

た
だ
、
所
蔵
者
が
史
料
を
も
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
を
「
史
料
」
だ
と

思
っ
て
い
な
い
か
ら
簡
単
に
譲
渡
あ
る
い
は
廃
棄
す
る
の
は
問
題
だ
と

い
う
趣
旨
だ
と
す
る
と
、
氏
の
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
氏
は
「
住
民

（
所
蔵
者
）
は
何
を
史
料
と
し
て
認
識
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
問
い
か

け
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
住
民
は
何
も
史
料
と
し
て
認
識
し
な
い
、
と

い
う
の
が
前
項
を
通
じ
て
の
結
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
史
料
」
と
い

う
言
葉
は
、
何
か
調
べ
た
い
と
い
う
個
人
（
機
関
）
に
と
っ
て
必
要
な

も
の
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
生
活
を
調
べ
た
い
と
は
普
段
意
識
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し
な
い
当
事
者
の
住
民
の
目
線
に
立
て
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
蔵
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
古
い
書
類
や
民
具
の
類
は
、

い
ら
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
保
管
場
所
に
困
っ
た
粗
大
ご
み
と
理
解
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
。
も
っ
と
率
直
に
語
れ
ば
、
歴
史
研
究
者
が
ど
ん
な

に
「
史
料
保
存
」
を
叫
ん
で
も
、
生
活
者
に
と
っ
て
は
文
書
は
「
紙
く

ず
」
で
あ
り
、
民
具
や
土
器
は
「
ガ
ラ
ク
タ
」
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
生
活
者
の
意
識
を
直
視
し
た
上
で
史
料
の
保
全
を
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。 

 

二 

史
料
保
全
に
む
け
て
の
学
芸
員
の
役
割 

 

こ
の
よ
う
に
一
章
で
は
、
生
活
者
の
文
書
に
対
す
る
認
識
を
直
視
す

る
こ
と
を
重
視
し
て
検
討
し
、
文
書
等
を
め
ぐ
る
学
芸
員
・
研
究
者
と

生
活
者
の
感
覚
の
ズ
レ
を
再
確
認
し
た
。 

こ
の
結
果
、
地
域
史
料
の
保
全
に
つ
い
て
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
一
章
に
ヒ
ン
ト
が
み
ら
れ
た
が
、

地
域
住
民
が
文
書
を
読
ん
で
考
え
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
分
か
っ

た
、
と
い
う
機
会
が
あ
れ
ば
理
解
が
広
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
応
え

る
役
割
は
、
研
究
者
も
学
芸
員
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で

よ
り
学
芸
員
が
担
う
べ
き
役
割
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本

章
で
は
史
料
保
全
に
む
け
て
の
学
芸
員
の
役
割
を
三
つ
の
例
か
ら
検
討

す
る
。 

 

①
調
査
で
の
一
例
―
「
紙
く
ず
」
か
ら
「
史
料
」
へ 

神
社
で
虫
干
し
を
す
る
機
会
が
あ
る
か
ら
一
度
見
に
来
な
い
か
、
と 

町

内

に

あ

る

石

部

神

社

の

氏

子

総

代

の

方

か

ら

お

電

話

を

い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
虫
干
し

が

行

な

わ

れ

る

梅

雨

明

け

の

日
に
神
社
に
向
か
っ
た
。
す
る

と
、
既
に
複
数
い
る
氏
子
総
代

の
方
々
が
、
神
輿
蔵
か
ら
巻
子

装
の
も
の
や
掛
け
軸
、
幟
と
い

っ

た

品

々

を

神

輿

蔵

か

ら

出

し
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
上
に
並
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
他

に
何
か
な
い
か
念
の
た
め
確
認
し
て
い
る
と
、
神
輿
蔵
の
隅
か
ら
木
箱

を
見
つ
け
、
そ
の
中
に
紙
く
ず
の
よ
う
に
な
っ
た
文
書
の
塊
を
確
認
し

た
（
写
真
）
。 

 

こ
れ
を
一
点
二
点
広
げ
内
容
を
確
認
す
る
と
、
明
治
二
六
年
（
一
八

九
三
）
の
字
会
所
文
書
に
「
上
半
季
村
費
勘
定
帳
」
と
い
う
文
書
な
ど

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
書
の
塊
を
整
理
す
る
た
め
古
文
書
調
査

合
宿
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た

(

10)

。
作
業
場
所
に
は
神
社
の
社
務
所
を

提
供
い
た
だ
い
た
。 

 

そ
の
結
果
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
村
総
代
が
滋
賀
県
令
に

宛
て
た
「
堤
防
普
請
御
請
書
」
や
布
達
書
綴
な
ど
、
近
代
の
戸
長
役
場

レ
ベ
ル
で
事
務
を
遂
行
す
る
為
に
作
成
・
収
受
さ
れ
た
文
書
約
二
三
〇

〇
点
を
整
理
し
封
筒
に
入
れ
、
保
存
箱
十
数
箱
に
収
納
で
き
た

(

11)

。
そ

し
て
最
後
に
、
氏
子
総
代
の
方
に
こ
の
文
書
目
録
を
付
け
て
お
渡
し
し

た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
紙
く
ず
を
「
史
料
」
に
変
え
る
べ
く
、
地
域
史
料
の
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整
理
・
目
録
化
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
。
今
後
も
、
地
域
住
民
の

協
力
を
得
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い

(

12)

。 

 

②
文
書
整
理
作
業
で
の
一
例
―
所
蔵
者
と
調
査
者 

先
に
み
た
よ
う
に
当
室
で
は
古
文
書
調
査
合
宿
を
実
施
し
て
古
文
書

の
整
理
を
行
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
調
査
場
所
は
そ
の
文
書
が
保
管

さ
れ
て
い
た
場
所
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
為
、
町
の

施
設
な
ど
で
整
理
し
た
上
で
所
蔵
者
に
は
封
筒
や
ラ
ベ
ル
で
整
理
さ
れ

た
文
書
を
返
却
し
、
調
査
の
成
果
と
し
て
目
録
を
お
渡
し
す
る
と
い
う

場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
所
蔵
者
に
目
録
を
見
せ
て
も
具
体
的
に
ど
の

文
書
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
を
確
認
し
な
い
ま
ま
し
ま
い
こ
む

こ
と
も
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
あ
る
宮
座
の
文
書
を
整
理
す
る
機

会
が
あ
っ
た
時
に
、
合
宿
の
作
業
場
所
へ
所
蔵
者
を
お
呼
び
し
、
作
業

風
景
を
み
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
は
、
調
査
員
が
ど
の
よ
う
に

し
て
文
書
を
整
理
し
目
録
を
作
成
し
て
い
る
か
を
実
際
に
知
っ
て
欲
し

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
の
文
書
は
、
大
字
愛
知
川
・
八
幡
神
社
南
座
の
文
書
で
あ
る
。
所

蔵
者
は
南
座
の
十
人
衆
の
方
々
で
、
調
査
の
時
に
は
四
名
が
来
ら
れ
た
。

十
人
衆
の
方
々
は
調
査
員
が
貸
与
し
て
い
る
文
書
の
一
点
一
点
を
丁
寧

に
解
読
し
て
い
る
の
を
見
て
驚
か
れ
て
い
た
。
目
録
を
作
る
こ
と
の
意

味
を
確
認
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
所
蔵
者
の
方
々
と
調
査
者
の
間
で
文
書

の
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
光
景
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

文
書
の
表
紙
に
「
神
事
呼
触
帳
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
目
録

の
表
題
と
し
て
採
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
調
査
員
に
は
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
作
業
風
景
を
み
て
い

た
所
蔵
者
の
方
か
ら
、
こ
れ
は
「
ジ
ン
ジ
ヨ
ビ
」
と
読
み
、
「
春
祭
り
の

ヨ
ミ
ヤ
（
宵
宮
）
の
朝
に
座
員
（
一
軒
か
ら
一
人
）
が
顔
合
わ
せ
す
る

こ
と
」
を
指
し
、
そ
れ
を
触
れ
て
い
る
帳
面
で
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い

た
だ
い
た
。 

調
査
員
は
く
ず
し
字
を
解
読
し
一
般
的
な
時
代
背
景
か
ら
文
書
の
内

容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
神
社
で
実
際
に
行
な
わ
れ
て
き

た
儀
礼
に
精
通
し
て
目
録
を
採
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
必
ず
し

も
文
書
に
あ
る
言
葉
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
点

で
十
人
衆
の
方
か
ら
文
書
の
内
容
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
調
査
員
に
と
っ
て
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
に
な

っ
て
い
た
文
書
の
意
味
を
少
し
で
も
深
く
知
り
な
が
ら
目
録
を
採
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
所
蔵
者
の
方
に
と
っ
て
は
、
神
社
の
神
輿
蔵
に
収

め
た
ま
ま
の
文
書
群
の
中
に
、
興
味
深
い
文
書
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
機
会
に
も
な
っ
た
（
ジ
ン
ジ
ヨ
ビ
は
既
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
た

め
）
。
ま
た
十
人
衆
の
方
か
ら
神
社
の
神
輿
蔵
に
保
管
用
の
棚
を
買
う
と

言
っ
て
い
た
だ
き
、
今
後
も
現
地
で
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
調
査
合
宿
は
調
査
員
に
対
し
て
は
、
文
書
を
整

理
す
る
際
に
そ
の
文
書
が
所
在
す
る
地
域
と
切
り
離
さ
れ
が
ち
な
こ
と

に
鑑
み
、
文
書
を
保
管
し
て
き
た
所
蔵
者
の
方
と
話
し
を
す
る
機
会
と

し
て
設
定
し
た
。
ま
た
所
蔵
者
に
対
し
て
は
、
文
書
を
整
理
し
目
録
を

作
成
す
る
こ
と
の
意
味
を
確
認
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
設
定
し
た
。
こ

う
し
た
所
蔵
者
（
地
域
住
民
）
と
調
査
員
（
研
究
者
）
の
仲
立
ち
を
す

る
こ
と
が
、
史
料
保
全
に
向
け
た
学
芸
員
の
役
割
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
今
後
も
意
識
し
て
作
っ
て
い
き
た
い
。 
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③
普
及
の
一
例
―
文
書
解
説
と
そ
の
継
続 

あ
る
時
町
内
の
方
か
ら
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
集
落
の
成
り
立
ち
に

つ
い
て
調
べ
て
い
る
中
で
、
あ
る
文
書
を
読
ん
で
い
る
が
内
容
が
分
か

ら
な
い
の
で
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
電
話
が
当
室
に
入
っ
た
。 

そ
れ
は
明
治
初
年
の
「
候
文
」
で
あ
っ
た
。
幸
い
、
こ
の
史
料
が
あ

る
報
告
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
筆
耕
さ
れ
レ
点
や
一
・
二
点
が

付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
文
の
切

れ
目
が
分
か
り
く
い
独
特
の
言
い
回
し
や
用
語
に
そ
の
方
は
参
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
内
容
を
急
ぎ
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
そ
こ
で
私
は
文
を
口
に
出
し
て
読
み
、
引
き
続
き
口
語
訳
し
、

文
意
の
伝
わ
り
に
く
い
と
こ
ろ
は
質
問
し
て
い
た
だ
い
て
、
内
容
を
お

伝
え
し
た
。
そ
の
結
果
そ
の
文
書
か
ら
、
近
世
か
ら
明
治
初
期
に
亘
り

村
が
何
度
も
分
村
し
よ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
経
緯
が
分

か
り
、
そ
の
方
か
ら
「
当
時
の
村
役
人
は
相
当
な
労
力
で
分
村
に
尽
力

し
て
い
た
の
だ
な
あ
」
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
文

書
へ
の
抵
抗
感
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。 

し
か
し
、
そ
の
時
ど
ん
な
に
共
感
い
た
だ
い
て
も
、
こ
う
し
た
活
動

も
一
過
性
で
あ
れ
ば
忘
れ
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
不
断
に

文
書
の
内
容
を
説
明
し
て
、
地
域
の
方
に
「
こ
れ
は
大
事
な
も
ん
や
か

ら
残
し
と
か
な
（
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
」
と
か
「
な
ん

で
今
ま
で

残
し
て
こ
や
ん
か
っ
た
ん
や
ろ
（
残
し
て
こ
な
か
っ

た
の

か
）
。
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

そ
の
職
務
に
対
す
る
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
書

を
「
史
料
」
と
呼
び
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
と
気
づ
い
た
立
場
の
者
は

社
会
に
対
し
「
地
域
の
史
料
は
残
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
発
言
し

続
け
る
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る

 
(

13)

。 

以
上
の
よ
う
に
、
文
書
を
「
史
料
化
」
す
る
為
文
書
悉
皆
調
査
及
び

整
理
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
、
調
査
で
判
明
し
た
こ
と
を
地
域
住
民
に

説
明
し
続
け
る
こ
と
、
そ
し
て
地
域
住
民
と
研
究
者
が
対
等
の
立
場
で

議
論
で
き
る
場
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
史
料
の
保
全
に
向
け
た
第
一
歩

で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

史

料

の

保

全

を

め

ぐ

る

歴

史

研

究

者

の

発

言

を

前

進

さ

せ

る

た
め
に
、
本
稿
で
は
、
彼
ら
が
指

摘

し

た

歴

史

資

料

を

め

ぐ

る

研

究

者

と

地

域

住

民

と

の

認

識

の

ズ
レ
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
れ
を

踏

ま

え

学

芸

員

が

ど

の

よ

う

な

立

場

に

あ

る

べ

き

か

を

検

討

し

て
き
た
。 

 

地

域

住

民

の

地

域

史

料

に

対

す
る
認
識
は
、
「
文
書
」
＝
「
史

料
」
と
前
提
し
て
史
料
の
保
全
を

考

え

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

っ

て
、
歴
史
研
究
者
や
学
芸
員
が
所

蔵
者
に
対
し
「
所
蔵
者
な
の
だ
か

ら

文

書

等

を

き

ち

ん

と

保

存

し
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て
欲
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
期
待
は
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
れ
は
、
文
書
を
「
史
料
」
と
呼
び
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
と

気
づ
い
た
立
場
の
者
が
、
不
断
に
社
会
に
問
い
か
け
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

そ
う
い
う
意
味
で
、
保
全
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
研
究
者
も
学
芸
員
も
常

に
問
い
続
け
る
べ
き
立
場
に
あ
る
が
、
特
に
住
民
に
近
い
学
芸
員
が
果

た
す
べ
き
役
割
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
文
書
を
「
史
料
化
」
す
る
為
文
書
悉
皆
調
査
及
び
整
理

作
業
を
実
施
す
る
こ
と
、
調
査
で
判
明
し
た
こ
と
を
地
域
住
民
に
説
明

し
続
け
る
こ
と
、
そ
し
て
地
域
住
民
と
研
究
者
が
対
等
の
立
場
で
議
論

で
き
る
場
を
設
定
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
地
域
史
料
の
調

査
・
保
全
を
め
ぐ
る
三
者
間
の
関
係
を
図
で
表
し
纏
め
と
し
た
い
。 

 

そ
う
し
た
史
料
保
全
へ
の
地
道
な
取
り
組
み
は
、
地
域
の
方
が
自
ら

そ
の
地
域
の
歴
史
を
記
し
た
い
、
と
い
っ
た
集
落
誌
の
動
き
と
連
動
し
、

地
域
で
「
史
料
」
を
保
全
し
て
い
く
素
地
に
な
る
の
で
は
な
い
か

(

14

)

。

こ
の
よ
う
に
今
後
は
地
域
史
料
を
生
ん
だ
地
域
と
離
れ
ず
考
え
る
こ
と

を
重
視
し
て
い
き
た
い
。 

 

註 （

1
）
奥
村
弘
「
史
料
保
全
活
動
か
ら
見
た
現
代
都
市
社
会
の
歴
史
意
識
と
歴

史
学
の
課
題
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
一
六
、
一
九
九
七
年
） 

（

2
）
大
国
正
美
「
生
活
者
の
歴
史
意
識
と
史
料
保
存
」
（
『
日
本
史
研
究
』

四
一
六
、
一
九
九
七
年
） 

（

3
）
芝
村
篤
樹
「
地
域
資
料
の
保
存
と
現
代
歴
史
学
の
課
題
」
（
『
歴
史
科

学
』
一
七
七
、
二
〇
〇
四
年
）
九
〜
一
〇
頁 

（

4
）
芝
村
氏
が
い
う
「
資
料
専
門
家
」
と
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
「
博
物
館

や
文
書
館
な
ど
で
働
く
人
々
」
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
地
域
史

料
の
保
全
に
携
わ
る
担
い
手
は
博
物
館
学
芸
員
や
文
書
館
職
員
だ
け
で

な
く
、
地
域
資
料
を
所
蔵
す
る
図
書
館
の
司
書
や
自
治
体
史
編
纂
事
業

に
従
事
す
る
担
当
者
な
ど
も
想
定
さ
れ
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
自

身
が
町
史
編
さ
ん
事
業
に
従
事
す
る
学
芸
員
と
い
う
職
名
で
あ
る
こ
と

に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
地
域
史
料
の
保
全
に
関
わ
る
担
当
者
に
学
芸
員

と
い
う
用
語
を
用
い
る
。 

（

5
）
（

2
）
文
献
の
中
（
九
六
頁
）
で
、
大
国
氏
は
兵
庫
県
宝
塚
市
を
事
例

に
、
史
料
調
査
の
「
金
字
塔
」
が
戦
後
す
ぐ
に
行
な
わ
れ
た
近
世
庶
民

史
料
調
査
委
員
会
の
史
料
調
査
だ
っ
た
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
評
価
に
対

し
、
市
史
編
纂
事
業
の
方
が
「
金
字
塔
」
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
、
市
史

編
纂
事
業
で
の
史
料
調
査
の
方
が
漏
れ
な
く
悉
皆
調
査
し
古
文
書
を
多

数
確
認
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
考

慮
し
、
自
治
体
史
編
纂
の
立
場
か
ら
史
料
の
保
全
の
あ
り
か
た
を
検
討

す
る
も
の
で
あ
る
。 

（

6
）
本
稿
で
は
筆
者
の
力
量
か
ら
、
地
域
史
料
の
範
囲
を
地
域
に
所
在
す
る

文
献
史
料
及
び
関
連
文
献
に
限
定
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
都
道
府

県
や
市
町
村
な
ど
の
行
政
文
書
や
、
寺
社
・
自
治
会
・
個
人
・
団
体
等

が
所
蔵
す
る
文
書
、
関
連
文
献
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
埼
玉
県
地
域
史

料
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
が
規
定
し
た
「
地
域
史
料
」
（
行
政
文
書
・
諸

家
文
書
・
団
体
文
書
・
地
域
文
献
・
地
域
情
報
）
と
同
じ
も
の
で
あ
る

（
『
地
域
史
料
の
保
存
と
管
理
』
埼
玉
県
地
域
史
料
保
存
活
用
連
絡
協
議

会
、
一
九
九
四
年
、
一
五
〜
一
六
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
地
域

に
所
在
す
る
考
古
資
料
や
民
俗
資
料
な
ど
を
こ
の
範
疇
に
含
め
な
い
。 
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（

7
）
国
安
寛
氏
の
報
告
で
は
、
「
町
村
内
各
集
落
に
人
望
が
あ
り
情
報
を
も

っ
て
い
て
」
情
報
を
事
務
局
に
提
供
し
て
も
ら
う
役
割
を
担
っ
て
い
る

方
を
「
協
力
員
」
と
し
て
い
る
（
国
安
寛
「
自
治
体
史
編
纂
の
立
場
か

ら
」
『
秋
大
史
学
』
四
〇
、
一
九
九
四
年
、
六
五
頁
）
。 

（

8
）
こ
う
し
た
家
の
建
て
替
え
に
伴
う
処
分
の
時
期
に
、
「
何
か
必
要
な
も

の
が
あ
る
か
。
」
と
役
場
に
電
話
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
。
日
常
に
お

い
て
史
料
を
廃
棄
か
ら
防
ぐ
重
要
な
機
会
で
当
室
で
も
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
体
制
を
恒
常
的
に
つ
く
る
必
要
が

あ
る
。 

（

9
）
東
谷
智
「
史
料
保
全
を
め
ぐ
る
住
民
と
自
治
体
の
関
係
性
に
つ
い
て
ー

京
都
造
形
芸
術
大
学
歴
史
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
活
動
と
自
治
体
史
編

纂
に
関
わ
っ
て
ー
」
（
京
都
民
科
歴
史
部
会
・
日
本
史
研
究
会
共
催
「
京

都
に
お
け
る
歴
史
資
料
の
保
存
と
活
用
」
コ
メ
ン
ト
（
平
成
一
六
年
四

月
一
〇
日
、
於
京
都
薬
科
大
学
愛
学
館
二
階
Ａ
二
一
講
義
室
）
）
。
当
日

配
布
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
と
コ
メ
ン
ト
を
聴
い
た
際
の
メ
モ
を
も
と
に
要

約
し
た
。 

（

10
）
当
室
で
は
、
一
〇
人
前
後
の
調
査
員
に
三
日
間
の
日
程
で
集
ま
っ
て
い

た
だ
き
古
文
書
調
査
合
宿
を
実
施
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
予
め
調
査

し
借
用
し
て
お
い
た
町
内
の
文
書
群
を
整
理
し
目
録
を
作
成
し
て
い
る
。 

（

11
）
こ
の
石
部
神
社
文
書
の
整
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
文
書
調
査
・

整
理
の
理
想
に
向
け
て
」
（
『
愛
知
川
町
史
研
究
』
二
、
二
〇
〇
四
年
、

五
八
頁
）
で
触
れ
た
。 

（

12
）
こ
の
調
査
は
特
に
神
社
の
氏
子
総
代
会
長
の
ご
厚
意
に
よ
り
実
現
し
た
。

し
か
し
氏
子
総
代
が
交
代
す
る
な
ど
し
て
、
や
が
て
文
書
整
理
の
経
緯

を
知
ら
な
い
方
が
た
だ
整
理
さ
れ
た
文
書
保
存
箱
の
山
と
目
録
を
見
た

と
き
に
、
保
管
に
理
解
を
示
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
と
い
う
心
配
が
あ

る
。
最
終
的
に
文
書
を
保
管
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
所
蔵
者
如
何
で
あ
る
。

し
か
し
自
治
体
史
編
纂
事
業
を
実
施
し
た
結
果
、
出
版
物
と
し
て
の
成

果
は
あ
っ
た
が
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
は
散
逸
し
た
、
と
い
う

よ
う
な
本
末
転
倒
な
こ
と
が
今
後
も
各
地
で
起
き
な
い
よ
う
に
、
所
蔵

者
の
も
と
に
定
期
的
に
文
書
群
の
現
状
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
編

纂
事
業
を
実
施
し
た
自
治
体
の
役
割
で
あ
ろ
う
。 

（

13
）
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
っ
て
被
災
し
た
、
廃
棄
・
散
逸
の
危
機
に
瀕

し
た
歴
史
資
料
の
救
出
・
保
全
を
行
な
う
阪
神
大
震
災
対
策
歴
史
学
会

連
絡
会
（
現
歴
史
資
料
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
通
称
史
料
ネ
ッ
ト
）
に
参
加

し
た
佐
賀
朝
氏
は
、
そ
の
活
動
に
踏
み
出
す
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
（
「
被
災
史
料
救
出
活
動
の
新
展
開
」
（
『
歴
史
評
論
』

六
三
三
、
二
〇
〇
三
年
）
五
六
頁
）
。 

筆
者
自
身
の
感
覚
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
当
初
は
、
あ
く
ま
で
も

自
分
が
研
究
を
通
じ
て
知
っ
て
い
る
史
料
の
大
事
さ
―
史
料
に
は
、

そ
れ
が
失
わ
れ
れ
ば
二
度
と
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な

い
過
去
の
社
会
に
つ
い
て
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
―
と
い
う
認

識
の
レ
ベ
ル
で
救
出
活
動
に
参
加
し
た
（
以
下
略
） 

 
 
 

氏
は
、
史
料
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
方
の
動
機
を
率
直
に
発
言

し
て
い
る
と
思
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
声
を
地
域
に
届
け
る
こ
と

も
史
料
の
保
全
に
む
け
て
の
学
芸
員
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。 

（

14
）
渡
部
幹
雄
「
自
治
体
史
編
さ
ん
事
業
と
字
誌
編
さ
ん
」
（
『
愛
知
川
町

史
研
究
』
三
、
二
〇
〇
五
年
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
愛
知
川
町
教
育
委
員
会 

町
史
編
さ
ん
室 

学
芸
員
） 
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