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に
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意
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史
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私
た
ち
は
、

つ
い
目
の
前
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

﹁
今
の
ダ
ム
を
中
心
に
し
た
治
水
の
考
え
方
は
、

高
度
経
済
成
長
時
代
に
で
き
た
も
の
﹂

と
松
浦
茂
樹
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

土
木
技
術
や
河
川
工
学
の
進
歩
が
あ
っ
て
、

洪
水
後
に
で
き
た
自
然
堤
防
や
湖
沼
を
利
用
す
る
や
り
方
か
ら
、

人
工
的
な
水
利
事
業
を
興
す
よ
う
に
変
わ
り
、

治
水
家
の
﹁
目
利
き
﹂
は
、

い
っ
た
ん
は
不
要
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、

新
た
な
治
水
家
意
識
こ
そ
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
を
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

近
世
の
治
水
の
特
徴

今
の
ダ
ム
を
中
心
に
し
た
治
水
の
考

え
方
は
、
高
度
経
済
成
長
時
代
に
で
き

た
も
の
で
す
。

堤
防
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
と
に

か
く
土
を
持
っ
て
き
て
、
叩
い
て
固
め

る
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
で
き
る

人
間
は
誰
か
と
い
っ
た
ら
、
財
力
や
権

力
を
持
っ
て
い
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
、
武
田
信
玄
が
治
水
家

と
い
わ
れ
治
水
思
想
を
持
っ
て
い
る
か

の
ご
と
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

記
録
か
ら
探
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

例
え
ば
利
根
川
の
堤
防
が
い
つ
で
き

て
、
こ
う
い
う
形
状
に
な
っ
た
か
と
い

う
こ
と
も
、
実
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

記
録
が
な
い
の
で
す
よ
。
利
根
川
の
堤

防
が
文
献
に
初
め
て
出
て
く
る
の
は
、

で
き
た
と
き
で
は
な
く
、
群
馬
県
の
館

林
で
、
徳
川
四
天
王
の
榊
原
康
政
の
部

下
が
渡
良
瀬
川
や
利
根
川
の
堤
防
を
修

復
し
た
、
と
い
う
１
５
９
５
年
（
文
禄
４
）

の
修
復
の
記
録
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
群
馬
県
側
の
堤
防
で
、

埼
玉
県
側
の
堤
防
が
ど
う
だ
っ
た
か
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

堤
防
の
高
さ
な
ど
に
取
り
決
め
が
な

か
っ
た
時
代
に
は
、
ど
ち
ら
か
が
堤
防

を
高
く
す
る
と
対
岸
で
は
も
っ
と
高
く

つ
く
っ
た
り
、
上
流
と
下
流
で
利
害
関

係
が
対
立
し
た
所
も
あ
り
ま
す
。
利
根

川
中
流
域
の
中
条
堤

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
て
い

も
そ
の
一
つ
で
、

度
々
紛
争
が
起
き
て
、
江
戸
当
時
か
ら

﹁
論
所
堤

ろ
ん
じ
ょ
て
い

﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

近
世
の
治
水
の
特
徴
を
一
言
で
い
え

ば
、
守
る
所
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
木
曽
川
の
こ
と
で
い
え

ば
、
愛
知
県
側
に
あ
る
お
囲
い
堤
。
こ

れ
で
名
古
屋
を
守
り
ま
し
た
。
対
岸
で

は
切
れ
や
す
い
所
を
ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ

て
お
く
。
そ
れ
は
守
る
所
が
明
確
だ
っ

た
か
ら
で
す
。

合
口
の
誕
生

取
水
口
と
い
う
の
は
、
治
水
面
か
ら

み
る
と
弱
点
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

で
、
何
カ
所
も
分
け
て
取
っ
て
い
た
農

業
用
水
を
、
ま
と
め
て
取
る
よ
う
に
し

た
。
そ
れ
を
﹁
合
口

ご
う
ぐ
ち

﹂
と
い
い
ま
す
。

近
代
的
な
合
口
事
業
を
最
初
に
行
な

っ
た
の
は
、
常
願
寺

じ
ょ
う
が
ん
じ

川
で
す
。
左
岸
側

12
カ
所
の
農
業
用
水
を
合
口
し
ま
し
た
。

計
画
は
デ
・
レ
ー
ケ
が
や
り
ま
し
た
が
、

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
は
高
田
雪
太
郎

で
す
。
い
く
ら
デ
・
レ
ー
ケ
が
優
れ
て

い
た
っ
て
、
日
本
に
来
て
急
流
河
川
の

経
験
も
な
く
、
あ
れ
だ
け
の
仕
事
は
で

き
ま
せ
ん
よ
。
地
域
の
状
況
を
ち
ゃ
ん

と
わ
か
っ
て
い
る
、
日
本
人
技
術
者
が

い
た
ん
で
す
。

農
業
用
水
取
水
口
の
上
流
か
ら
都
市

用
水
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
下
流
に
水

が
こ
な
い
と
い
っ
て
反
対
さ
れ
る
ん
で

す
。
そ
れ
で
合
口
に
し
て
、
一
緒
に
取

ろ
う
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
渇
水
時
に

は
既
得
水
利
権
を
持
っ
て
い
る
農
業
用

水
の
ほ
う
が
、
強
い
権
利
を
持
つ
、
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
こ
れ

で
一
番
有
名
な
の
は
、
利
根
大
堰
で
す
。

武
蔵
水
路
・
見
沼
代

み
ぬ
ま
だ
い

用
水
路
・
埼
玉
用

水
路
・
葛
西
用
水
路
・
邑
楽

お
う
ら

用
水
路
な

ど
の
用
水
路
を
通
じ
て
、
東
京
都
と
埼

玉
県
へ
の
都
市
用
水
と
利
根
川
中
流
部

へ
の
灌
漑
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
︵
利
根
導
水
路
計
画
︶
が
事
業
化
さ

れ
た
の
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
直

前
、
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
で
す
。

近
世
ま
で
、
合
口
以
前
は
川
に
た
く

さ
ん
の
取
水
口
が
あ
っ
た
。
技
術
的
に

困
難
だ
っ
た
と
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、

治
水
の
支
障
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

ま
ず
は
利
水
あ
り
き

で
す
か
ら
、
昔
は
あ
く
ま
で
も
利
水
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え
て
い
ま
す
。
利
根
川
は
日
光
街
道
の

幸
手
の
辺
り
で
、
よ
く
氾
濫
し
て
い
た

ん
で
す
。
中
央
政
権
を
取
っ
た
徳
川
に

お
い
て
、
交
通
整
備
と
い
う
の
は
、
実

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で

す
。
参
勤
交
代
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

赤
堀
川
は
最
初
は
小
さ
く
つ
く
っ
て
、

徐
々
に
幅
を
広
く
し
て
い
っ
た
。
当
時

の
主
流
は
権
現
堂

ご
ん
げ
ん
ど
う

川
で
す
。
大
き
い
も

の
を
い
き
な
り
つ
く
る
と
、
そ
ち
ら
に

水
が
ど
っ
と
流
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

舟
運
に
支
障
が
出
て
し
ま
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
少
し
ず
つ
時
間
を
か
け
て
つ

く
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

伊
奈

い
な

忠
治

た
だ
は
る

は
台
地
を
切
り
通
し
て
、

赤
堀
川
開
鑿
に
最
初
に
着
手
し
ま
し
た
。

ま
た
、
埼
玉
平
野
に
残
っ
て
い
た
湖
沼

を
整
備
し
て
水
源
と
し
、
農
業
用
水
に

利
用
す
る
仕
組
み
も
つ
く
り
、
治
水
家

と
し
て
の
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
治
水

家
と
い
う
よ
り
、
治
水
・
利
水
を
総
合

し
て
行
な
う
水
利
家
と
い
っ
た
方
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
を
契
機
に
、
埼
玉
平
野
と
い
う

か
関
東
平
野
の
開
発
が
進
ん
で
い
く
ん

で
す
。
新
田
開
発
が
一
定
の
段
階
ま
で

進
む
と
、
ま
た
農
業
用
水
が
不
足
す
る
。

じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
出
て
き
た
水
利
家
が
、
井
沢

い
ざ
わ

弥
惣
兵
衛

や
そ
べ
え

為
永

た
め
な
が

で
す
。
井
沢
が
、
見
沼

代
用
水
路
を
つ
く
り
ま
す
。

伊
奈
は
自
然
の
湖
沼
を
生
か
し
て
、

新
田
開
発
を
行
な
い
、
そ
れ
が
限
界
に

達
し
た
と
き
に
、
井
沢
が
用
水
路
を
つ

あ
っ
て
の
治
水
で
、
何
年
か
に
１
度

あ
ふ
れ
る
こ
と
は
我
慢
し
て
、
農
業

用
水
を
取
る
こ
と
を
優
先
し
ま
し
た
。

問
題
は
あ
ふ
れ
る
頻
度
で
、
あ
ま

り
に
頻
繁
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
ら
、

堤
防
の
復
旧
時
に
、
よ
り
強
固
な
も

の
に
し
て
頻
度
を
下
げ
る
工
夫
を
し

た
。
使
い
な
が
ら
守
る
工
夫
で
す
。

ま
た
、
水
が
あ
ふ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
農
作
物
に
被
害
が
生
じ
、
収
穫

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
堤
防
復

旧
事
業
が
救
済
・
失
業
対
策
事
業
の

役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き

に
は
、
女
性
や
子
供
と
い
っ
た
力
の

弱
い
人
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
賃
金
が
払

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
堤
防
が
切
れ
る
所
が
特
定

さ
れ
て
い
て
、
被
害
が
甚
大
に
な
ら

な
い
よ
う
な
土
地
利
用
に
な
っ
て
い

た
。
利
根
川
の
場
合
も
、
非
常
に
大

き
な
霞
堤
を
築
い
て
、
大
遊
水
地
帯

を
ち
ゃ
ん
と
設
け
て
い
ま
し
た
。
三

河
島
の
あ
る
荒
川
右
岸
は
、
江
戸
を

守
る
た
め
の
大
氾
濫
地
帯
だ
っ
た
。

で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
橋
界

隈
が
利
根
川
、
荒
川
の
水
で
あ
ふ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
、
今
、
我
々
が
目
に
す
る

よ
う
な
河
道
に
し
た
の
が
、
後
か
ら

く
わ
し
く
述
べ
る
明
治
改
修
で
す
。

伊
奈
忠
治
と
井
沢
弥
惣
兵
衛

治
水
と
い
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て

当
然
や
り
方
が
違
う
の
で
す
が
、
関

東
平
野
の
こ
と
で
い
え
ば
、
堤
防
を

つ
く
っ
て
本
格
的
に
河
道
を
固
定
し

よ
う
と
し
た
の
は
、
戦
国
時
代
か
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。

１
５
９
０
年
（
天
正
18
）
に
江
戸
に
入

っ
た
徳
川
家
康
は
、
伊
奈
備
前
守
忠

次
を
初
代
と
し
、
関
東
郡
代
を
世
襲

し
て
い
っ
た
伊
奈
家
に
利
根
川
東
遷

事
業
を
行
な
わ
せ
ま
し
た
。
事
業
は

１
５
９
４
年
（
文
禄
３
）
か
ら
60
年
の
歳

月
を
か
け
て
、
忠
次
か
ら
忠
政
、
忠

治
と
受
け
継
が
れ
、
１
６
５
４
年
（
承

応
３
）
に
、
一
応
完
了
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
の
利
根
川
は
、
千
葉
・
銚

子
で
太
平
洋
に
流
れ
出
て
い
た
の
で

な
く
、
江
戸
湾
に
注
い
で
い
ま
し
た
。

江
戸
湾
か
ら
銚
子
へ
と
流
路
を
変
え

た
の
が
利
根
川
東
遷
で
す
が
、
赤
堀

川
開
鑿

か
い
さ
く

が
そ
の
中
心
工
事
で
す
。
そ

の
目
的
と
し
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て

い
る
の
が
、
江
戸
を
利
根
川
の
水
害

か
ら
守
り
、
新
田
開
発
を
推
進
す
る

こ
と
、
舟
運
を
開
い
て
東
北
と
関
東

と
の
交
通
・
輸
送
体
系
を
確
立
す
る

こ
と
な
ど
で
す
。

し
か
し
、
近
世
初
期
の
利
根
川
東

遷
は
、
洪
水
だ
け
を
向
こ
う
に
持
っ

て
い
こ
う
と
し
た
計
画
で
す
。
だ
か

ら
、
赤
堀
川
は
放
水
路
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、

み
な
さ
ん
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
の
最
大
の
目
的
は
、
日

光
街
道
の
安
全
の
た
め
、
と
私
は
考

く
っ
た
の
で
す
。

見
沼
代
用
水
路

八
代
将
軍
吉
宗
が
、
紀
州
か
ら
井
沢
弥
惣
兵
衛
為

永
を
呼
び
寄
せ
て
つ
く
ら
せ
た
用
水
。
伊
奈
忠
治
が

造
成
し
た
灌
漑
用
水
源
地
で
あ
る
見
沼
溜
井
（
み
ぬ

ま
た
め
い
）
の
水
量
が
不
足
し
た
の
と
、
排
水
不
良

に
よ
る
水
害
を
解
消
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。

井
沢
は
、
貯
水
池
に
よ
っ
て
下
流
域
の
灌
漑
を
行

な
う
関
東
流
の
方
式
を
改
め
、
用
水
路
と
排
水
路
を

組
み
合
わ
せ
る
紀
州
流
と
呼
ば
れ
る
方
式
を
採
用
。

排
水
路
で
見
沼
の
水
を
抜
き
、
そ
の
跡
を
水
田
に
変

え
、
新
た
に
開
鑿
し
た
用
水
路
で
水
を
供
給
し
た
。

東
西
２
つ
の
用
水
路
は
、
見
沼
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
、
見
沼
代
（
み
ぬ
ま
だ
い
）
用
水
と
名
づ
け
ら

れ
、
旧
・
浦
和
市
の
東
部
一
帯
の
水
田
を
灌
漑
し
て

い
る
。

治
水
に
は
実
務
家
が
い
た

し
か
し
、
あ
の
見
沼
代
用
水
は
、
地

元
の
農
民
が
計
画
し
た
も
の
な
ん
で
す

よ
。
測
量
ま
で
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

江
戸
幕
府
に
や
っ
て
く
れ
、
と
要
請
し

た
ん
で
す
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
吉

宗
の
改
革
と
つ
な
が
っ
た
。

本
当
に
、
地
元
の
農
民
が
利
根
川
の

水
を
持
っ
て
く
る
と
か
荒
川
の
水
を
持

っ
て
く
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
構
想
を

出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
拡
大
し
て
、
井

沢
が
実
施
計
画
を
完
成
さ
せ
た
。
基
本

計
画
は
、
無
名
の
地
元
民
が
つ
く
っ
た

の
で
す
。
実
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
大

事
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

河
川
地
図
も
結
構
つ
く
ら
れ
て
い
ま

し
た
か
ら
、
流
域
を
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
治
水
は
局

所
的
な
工
事
で
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
か

ら
、
広
域
的
な
視
野
を
持
っ
て
い
た
は

ず
で
す
。

こ
う
い
う
事
実
を
知
る
と
、
治
水
家

と
い
う
の
は
い
っ
た
い
な
ん
な
ん
だ
、

と
い
う
気
に
な
り
ま
す
ね
。

武
田
信
玄
や
加
藤
清
正
、
豊
臣
秀
吉

は
治
水
家
な
の
か
。
確
か
に
工
事
の
許

可
を
出
し
て
、
実
行
す
る
力
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
す
か
ら
、
治
水
家

と
呼
ん
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、
伊
奈
や
井
沢
を
治
水
家
と
呼

ん
で
も
い
い
の
か
。
こ
れ
に
も
疑
問
が

生
じ
ま
す
。
正
確
に
い
え
ば
、
彼
ら
は

行
政
官
で
す
よ
ね
。
実
際
の
技
術
や
環

境
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
人
間
は
、

配
下
に
別
に
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う

い
う
役
割
は
、
地
方

じ

か

た

と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
が
担
っ
て
い
た
ん
で
す
。

一
番
被
害
に
遭
う
農
民
が
、
彼
ら
に

訴
え
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
専
門
の
行

政
官
の
と
こ
ろ
に
、
情
報
は
蓄
積
さ
れ

て
い
く
は
ず
な
ん
で
す
。

甲
州
で
よ
く
見
ら
れ
る
聖
牛
な
ど
の

水
制
工
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
、
と
私
は
思
い

ま
す
よ
。
伊
奈
や
井
沢
個
人
は
、
そ
ん

な
こ
と
は
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

歴
史
を
正
し
く
認
識
す
る

伊
奈
流
と
か
甲
州
流
な
ん
て
い
う
呼

び
方
も
、
当
時
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
き
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
。

例
え
ば
、
﹁
井
沢
弥
惣
兵
衛
が
初
め
て

連
続
堤
を
つ
く
っ
た
﹂
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
そ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
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ど
ん
ど
ん
孫
引
き
さ
れ
て
し
ま
う
。
実

態
を
見
て
い
く
と
、
違
っ
て
い
る
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
複

雑
な
事
情
が
あ
る
の
に
、
簡
単
に
言
い

切
っ
て
し
ま
う
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。

渡
良
瀬
遊
水
地
の
こ
と
も
そ
う
で
す

よ
。
私
は
現
地
に
行
っ
て
、
10
年
ぐ
ら

い
か
か
っ
て
調
べ
ま
し
た
け
ど
、
一
般

に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
９
割
が
間
違

い
で
す
。

利
根
川
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
の
は
、

１
７
８
３
年
（
天
明
３
）
浅
間
山
の
大
噴

火
が
原
因
。
そ
れ
で
土
砂
が
流
出
し
て
、

利
根
川
の
河
床
が
上
が
っ
た
。
そ
の
た

め
に
利
根
川
の
水
が
渡
良
瀬
川
の
ほ
う

に
流
れ
込
ん
で
、
渡
良
瀬
川
の
水
が
は

け
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
谷
中
村

（
貯
水
池
と
な
っ
た
栃
木
県
下
都
賀
郡
谷
中
村
。
渡

良
瀬
川
、
思
川
、
巴
波
川
の
３
つ
の
川
が
合
流
す
る

地
点
）
の
辺
り
に
水
が
あ
ふ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

川
俣
事
件
と
い
っ
て
、
１
９
０
０
年

︵
明
治
33
︶
東
京
に
訴
え
に
出
る
た
め

に
利
根
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
鉱
毒
被
害

住
人
と
警
官
隊
が
川
俣
︵
現
・
群
馬
県

明
和
町
︶
で
ぶ
つ
か
っ
て
、
怪
我
人
が

出
る
大
騒
動
が
起
き
た
。
地
域
住
人
が

何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い

う
研
究
が
、
今
ま
で
全
然
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
頭
か
ら
、
足
尾
銅
山
の
操

業
禁
止
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
彼
ら
が

ま
ず
求
め
て
い
た
の
は
、
渡
良
瀬
川
の

改
修
で
す
。
治
水
さ
え
し
っ
か
り
し
て

い
れ
ば
、
鉱
毒
は
抑
え
ら
れ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

当
時
、
度
々
氾
濫
し
て
い
た
館
林
の

辺
り
に
は
、
ま
だ
霞
堤

か
す
み
て
い

が
残
っ
て
い
て
、

氾
濫
さ
せ
る
こ
と
で
大
き
な
水
害
を
防

い
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
鉱
毒
が
地
域

に
ば
ら
ま
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
氾

濫
し
な
い
よ
う
な
治
水
を
陳
情
し
に
い

く
の
で
す
。
そ
の
と
き
帝
国
議
会
で
は
、

利
根
川
治
水
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

技
術
と
経
験
の
継
承

治
水
家
と
い
う
の
は
、
地
域
の
動
き

を
正
確
に
理
解
し
て
、
適
切
な
事
業
を

行
な
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
を
立
ち
退
か
せ
て
ま
で
し
て
遊
水
地

を
つ
く
っ
た
と
い
う
例
は
、
近
世
に
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

堤
防
と
い
う
の
は
、
人
が
住
ん
で
い

る
所
か
ら
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
ね
。

そ
し
て
土
地
の
安
全
が
安
定
し
て
く
る

と
、
自
然
と
進
出
し
て
く
る
人
が
現
れ

る
。
最
初
は
危
険
を
覚
悟
な
ん
だ
け
れ

ど
、
や
が
て
そ
こ
も
安
定
し
て
人
が
多

く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
た
守
る
た

め
に
堤
防
が
つ
く
ら
れ
る
。
昔
の
開
発

と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ
た
人
々
の
自

然
な
動
き
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
治
水
家
と
い
う

の
は
、
こ
う
し
た
刻
々
と
変
わ
る
人
の

動
き
を
把
握
し
て
い
る
人
だ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
地
域
の
歴
史
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
細
か
い
活
動
の
積
み
重
ね
な

ん
で
す
。

近
世
に
入
る
ま
で
は
、
堤
防
と
い
っ

た
ら
地
域
住
人
が
つ
く
っ
た
小
さ
い
堤

防
が
中
心
で
し
た
。
そ
れ
が
技
術
と
し

て
も
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
あ
る
と
き
、
権
力
者
と
利
害

が
一
致
し
て
、
援
助
を
得
て
大
規
模
な

堤
防
へ
と
発
展
し
た
ん
で
す
。

浚
渫
技
術

信
玄
堤
を
中
心
と
し
た
治
水
シ
ス
テ

ム
は
大
変
優
れ
た
も
の
で
す
が
、
少
な

く
と
も
明
治
期
に
は
御
勅
使
川
の
河
床

が
上
が
っ
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
で
は
、
な
ぜ
放
置
し
た
の
か
。

そ
れ
は
、
当
時
の
技
術
で
は
、
そ
の
解

消
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
と
、
明
治
前
期

に
お
い
て
は
、
河
口
の
浚
渫
に
膨
大
な

お
金
が
か
か
っ
て
、
地
方
に
ま
で
手
が

回
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

川
と
は
生
き
物
で
す
。
川
と
い
う
の

は
、
水
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
水
と

土
砂
。
１
８
９
６
年
（
明
治
29
）
に
信
玄

堤
が
決
壊
し
て
、
大
水
害
が
起
き
ま
す

よ
ね
。
少
な
く
と
も
そ
の
と
き
に
は
、

も
う
信
玄
が
つ
く
っ
た
と
い
う
仕
組
み

は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

浚
渫
技
術
が
な
い
時
代
は
、
人
力
で

や
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
熱
心
に

や
っ
た
の
が
河
村
瑞
軒
で
す
。

大
阪
城
下
で
は
、
淀
川
本
流
が
城
の

北
側
で
大
和
川
古
流
と
合
流
し
て
市
中

を
貫
流
し
て
い
た
た
め
、
度
々
洪
水
に

見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
河
村
瑞
軒
は
そ

の
解
決
の
た
め
に
、
九
条
島
を
直
進
す

る
水
路
を
開
鑿
し
、
伝
法
の
ほ
う
に
曲

流
し
て
い
た
淀
川
末
流
を
海
に
直
流
さ

せ
る
な
ど
、
市
中
の
河
川
の
浚
渫
改
修

を
積
極
的
に
行
な
い
ま
し
た
。

近
代
に
つ
い
て
み
る
と
、
港
湾
の
浚

渫
技
術
は
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
に

は
確
立
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
信
濃
川
の
例
で
す
が
、
土
砂

が
堆
積
し
ま
す
か
ら
、
信
濃
川
の
水
が

一
定
量
維
持
さ
れ
な
い
と
、
船
の
航
行

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
、
低
湿
地
で
あ
る
越
後
平
野
を
水
害

か
ら
守
る
た
め
に
分
水
路
を
つ
く
り
た

い
と
い
う
嘆
願
は
、
な
か
な
か
聞
き
入

れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
初
頭
に
い
っ
た
ん
は
聞
き
入
れ

ら
れ
て
、
分
水
工
事
が
始
ま
り
ま
す
が
、

反
対
運
動
が
起
き
て
中
止
に
な
り
ま
す
。

１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
に
工
事
を
再
開

し
て
大
河
津

お
お
こ
う
づ

分
水
を
つ
く
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
の
は
、
﹁
浚
渫
技
術
が
進
ん

だ
か
ら
、
信
濃
川
の
水
量
が
減
っ
て
も

新
潟
港
で
の
船
の
航
行
に
支
障
が
な

い
﹂
と
い
う
説
明
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

か
ら
で
す
。
大
河
津
分
水
に
よ
っ
て
、

信
濃
川
は
分
水
町
（
現
・
新
潟
県
燕
市
内
）

で
分
流
し
、
三
島
郡
大
河
津
村
（
現
・
長

岡
市
）
を
経
て
日
本
海
に
注
ぐ
よ
う
に

な
り
、
水
害
も
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
施
工
能
力
に
長
け
た
沖
野

忠
雄
の
功
績
で
も
あ
り
ま
す
。

堆
積
土
砂
の
問
題
は
、
川
の
計
画
を

す
る
際
に
重
要
な
問
題
で
ね
、
オ
ラ
ン

ダ
人
技
師
は
非
常
に
そ
の
こ
と
を
気
に

し
て
い
ま
し
た
ね
。
ど
う
流
れ
て
き
て
、

海
に
出
て
い
く
の
か
。
そ
の
心
配
か
ら

解
放
さ
れ
た
の
が
、
１
９
０
７
年
（
明
治

40
）
ご
ろ
で
す
。

舟
運ま

た
、
河
道
の
中
だ
け
で
い
っ
た
ら
、

舟
運
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
河
川
舟
運

の
黄
金
期
は
１
８
７
０
年
代
末
か
ら
１

８
９
０
年
代
ま
で
（
明
治
10
〜
20
年
代
）
な

ん
で
す
よ
。
日
本
が
鉄
道
で
内
陸
輸
送

を
行
な
っ
て
い
く
と
い
う
方
針
を
打
ち

立
て
た
の
が
、
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）

で
す
。

そ
れ
ま
で
、
河
川
整
備
の
大
き
な
目

的
は
舟
運
利
用
で
し
た
。
そ
の
た
め
の

近
代
技
術
に
よ
る
河
川
整
備
を
指
導
し

た
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
た
ち
で
す
。

フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
（G

.J.van
D
oorn

）

は
仙
台
湾
の
野
蒜
築
港
、
ム
ル
デ
ル

（A
.T
.L.R
ouw
enhorst

M
ulder

）
は
信
濃
川

の
調
査
計
画
、
利
根
川
河
道
計
画
、
リ

ン
ド
（I.A

.lindo

）
は
江
戸
川
（
松
戸
〜
古
ヶ

崎
）
、
利
根
川
、
信
濃
川
の
調
査
、
デ
・

レ
ー
ケ
（J.de

R
ijke

）
は
木
曽
川
改
修
計

画
、
大
阪
築
港
計
画
、
富
山
・
常
願
寺

改
修
計
画
な
ど
を
や
り
ま
し
た
。

彼
ら
の
主
張
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ち
こ

ち
に
動
い
て
い
た
河
道
を
固
定
し
、
整

備
し
て
い
く
こ
と
で
︵
低
水
路
整
備
︶
、
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舟
運
の
機
能
を
高
め
る
と
い
う
も
の
で

す
。し

か
し
、
そ
れ
を
や
っ
た
の
は
舟
運

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
水
が
ス
ム
ー

ズ
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
洪
水
対

策
に
も
役
立
つ
と
い
う
こ
と
も
重
要
な

目
的
な
の
で
す
。
そ
れ
で
導
入
さ
れ
た

も
の
の
一
つ
が
ケ
レ
ッ
プ
水
制
で
す
。

ケ
レ
ッ
プ
水
制

オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
エ
ッ
セ
ル
ら
に
よ
り
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
た
。
船
の
航
路
を
確
保
す
る
た
め
に
、
流

れ
を
川
の
中
心
に
集
め
る
Ｔ
字
型
の
不
透
過
水
制
。

安
定
し
た
川
幅
や
水
深
を
保
つ
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
周
辺
に
は
た
く
さ
ん
の
湾
処
が
で
き
る
た
め

豊
か
な
生
態
系
が
育
ま
れ
る
。

強
固
な
堤
防
で
守
る

で
す
か
ら
、
こ
の
段
階
は
治
水
と
利

水
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ん

で
す
。
低
水
路
整
備
が
進
ん
だ
次
の
段

階
に
な
っ
て
、
堤
防
を
つ
く
ろ
う
と
い

う
方
針
を
、
国
が
直
轄
事
業
で
押
し
進

め
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た

一
番
の
要
因
は
、
地
域
住
民
の
要
望
で

す
。
帝
国
議
会
に
地
域
住
民
か
ら
要
望

書
が
出
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
治
水

を
や
っ
て
く
れ
、
と
い
う
声
が
も
の
す

ご
く
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

一
方
、
堤
防
を
つ
く
る
だ
け
の
財
政

基
盤
が
で
き
た
、
と
い
う
時
代
背
景
も

あ
っ
た
。
常
に
氾
濫
し
て
い
る
状
況
か

ら
、
堤
防
で
守
っ
て
安
定
さ
せ
る
こ
と

で
地
域
が
発
展
す
る
。
そ
う
い
う
発
展

の
時
期
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
、
１
８
９

６
年
（
明
治
29
）
河
川
法
が
で
き
、
淀
川

と
筑
後
川
整
備
に
着
手
し
ま
し
た
。

明
治
改
修

明
治
改
修
に
は
２
つ
の
目
的
が
あ
り

ま
し
た
。
一
口
に
言
え
ば
、
国
土
の
近

代
化
で
す
が
、
都
市
整
備
と
水
田
地
帯

の
水
害
防
御
で
す
。

都
市
整
備
に
は
、
都
市
内
の
排
水
路

と
港
湾
の
整
備
が
あ
り
ま
す
。
都
市
の

整
備
と
い
う
問
題
が
如
実
に
出
て
き
た

の
は
、
ま
ず
は
淀
川
で
す
。
そ
れ
で
放

水
路
を
つ
く
り
大
阪
市
内
を
守
る
と
と

も
に
、
大
阪
港
を
築
港
す
る
の
で
す
。

近
代
都
市
に
向
か
っ
て
、
整
備
を
進
め

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
下
水
道
事
業
を
や
ろ
う
と
し

た
ら
、
排
出
先
の
川
が
し
っ
か
り
し
て

い
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。

隅
田
川
は
荒
川
の
下
流
部
で
す
が
、

こ
こ
に
も
放
水
路
を
つ
く
っ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
常
襲
氾
濫
地
帯
に
工
場
が

ど
ん
ど
ん
進
出
し
て
き
ま
し
た
。
前
は

水
田
だ
っ
た
所
に
工
場
や
住
宅
が
進
出

し
て
き
て
、
新
し
い
水
害
、
都
市
水
害

が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
防

御
で
す
。
ま
た
地
方
で
は
、
水
田
の
防

御
が
課
題
と
な
り
、
地
主
を
中
心
に
治

水
が
要
求
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
応

え
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
明
治
改
修
の
指
導
を
行
な

っ
た
の
が
沖
野
忠
雄
で
、
彼
は
﹁
直
轄

事
業
の
父
﹂
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
改
修
の
と
き
に
、
初
め
て
近
代

施
工
に
よ
る
河
川
改
修
が
可
能
に
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
浚
渫
船
、
土
砂
運

搬
の
た
め
の
機
関
車
な
ど
で
す
。

私
は
す
ぐ
に
裏
を
考
え
て
し
ま
う
ん

で
す
が
、
日
清
戦
争
が
終
わ
っ
て
金
が

な
く
て
ヒ
ー
ヒ
ー
言
っ
て
い
る
１
８
９

６
年
（
明
治
29
）
に
、
何
で
そ
ん
な
金
の

か
か
る
こ
と
を
し
た
の
か
。
推
測
で
す

が
対
ロ
シ
ア
戦
に
備
え
て
、
近
代
的
な

施
工
技
術
を
確
保
し
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
大
型
構
造

物
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
と
の
違

い
で
す
ね
。
だ
か
ら
放
水
路
な
ん
か
が

つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人

技
師
は
、
大
河
津
分
水
に
対
し
て
も
反

対
し
て
い
ま
す
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
ん
で
し
ょ
う
が
、
一
つ
に
は
放
水
路

を
管
理
す
る
技
術
的
な
自
信
が
な
か
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

沖
野
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
、
そ

う
い
う
技
術
も
学
ん
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
土
木
と
い
う
の
は
建
築
と
違
っ
て
、

一
人
の
人
間
が
や
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ

な
く
て
組
織
と
し
て
行
な
う
。
だ
か
ら
、

組
織
を
動
か
せ
る
力
量
が
あ
る
人
間
で

な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
と
、
議
会
を

含
め
て
、
地
域
住
人
を
納
得
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
で
明
治
改
修
と
い
う
と
す
ぐ
に

沖
野
忠
雄
の
名
前
が
挙
が
る
ん
で
す
が
、

実
際
に
計
画
を
や
っ
た
の
は
原
田
貞
介

は
ら
だ

て
い
す
け

（
土
木
学
会
８
代
会
長
）
で
す
。

沖
野
は
初
代
の
内
務
技
監
に
な
り
ま

す
。
二
代
目
に
は
原
田
貞
介
が
就
任
し

ま
し
た
。
当
時
、
ま
だ
若
か
っ
た
青
山

あ
お
や
ま

士
あ
き
ら

は
沖
野
と
意
見
を
衝
突
さ
せ
ま
す

が
、
原
田
が
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
沖

野
も
納
得
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
す
。
沖
野
は
、
原
田
の
力
を
認

め
て
い
た
の
で
す
。

明
治
後
半
期
、
沖
野
と
原
田
の
コ
ン

ビ
が
河
川
計
画
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
後
の
施
設
計
画
の
段
階
で
コ

ン
ク
リ
ー
ト
技
術
が
入
っ
て
き
た
。
そ

れ
が
大
正
の
は
じ
め
（
１
９
１
２
年
〜
）
ぐ

ら
い
で
す
。
沖
野
の
時
代
は
コ
ン
ク
リ

ー
ト
は
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ず
、
レ
ン

ガ
や
木
で
構
造
物
を
つ
く
っ
て
い
る
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
引
き
続
き
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
技
術
が
入
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
、
積
極
的
に
使
っ
て

い
こ
う
と
提
案
し
た
の
が
青
山
士
と
宮

本
武
之
輔
で
、
壊
れ
た
大
河
津
分
水
の

改
修
も
成
功
さ
せ
ま
す
。
沖
野
は
、
そ

の
点
で
青
山
・
宮
本
と
少
し
技
術
力
に

差
が
あ
り
ま
し
た
。

ダ
ム日

本
の
ダ
ム
事
業
が
輝
い
て
い
た
の

は
、
戦
後
の
１
９
５
０
年
代
（
昭
和
20
年

代
後
半
）
か
ら
高
度
経
済
成
長
時
代
で
す
。

建
設
さ
れ
た
の
は
発
電
、
農
業
用
水
、

都
市
用
水
を
含
め
た
多
目
的
ダ
ム
で
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
や
っ

た
Ｔ
Ｖ
Ａ
事
業
が
、
終
戦
後
に
日
本
に

導
入
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
日
本
に
も
同

じ
よ
う
な
計
画
は
戦
前
か
ら
あ
っ
た
の

で
す
が
、
終
戦
後
に
社
会
的
認
知
を
得

て
、
戦
後
復
興
期
の
柱
に
な
っ
た
。

豊稔池ダム（香川県）。現存する日本最古の石積式マルチプルア
ーチダム。多連式アーチダムとしては全国に2つの内の1つ。
1997年に国の登録有形文化財（土木構造物）に登録された。度
重なる大干ばつへの対策として1926年（大正15）に着工され、
1930年（昭和5）に完成。地元住民延べ15万人による人海戦術に
より、約4年で完成された。



9 歴史が語る、治水の変遷

用
水
の
確
保
が
目
的
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
で
ダ
ム
を
つ
く
る
と
い
う
の

は
け
し
か
ら
ん
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
戦
後
は
治
水
が
加
わ
っ
た
。

タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
、
１
９
４
７
年

（
昭
和
22
）
に
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
で
利
根

川
が
決
壊
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま

す
。
死
者
行
方
不
明
者
１
０
０
０
名
、

家
屋
全
壊
流
失
６
０
０
０
戸
の
大
災
害

で
、
利
根
川
の
大
洪
水
地
域
に
、
米
軍

の
救
助
艇
が
出
動
し
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で

食
料
を
投
下
し
て
い
ま
す
。
東
京
都
内

も
濁
流
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
と
き
に
新
し
い
治
水
計
画
が
立

て
ら
れ
、
ダ
ム
が
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

歴
史
的
に
は
こ
う
い
う
経
緯
で
、
治

水
と
利
水
が
、
近
代
に
お
い
て
ダ
ム
建

設
を
中
心
に
し
て
、
再
び
調
和
し
て
い

っ
た
の
で
す
。

堤
防
に
よ
る
治
水
と
併
せ
て
、
ダ
ム

に
よ
る
治
水
が
入
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
ダ
ム
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
打
ち

出
し
て
い
っ
た
の
が
、
物
部
長
穂

も
の
の
べ

な
が
ほ

と
い

う
人
で
す
。

物
部
長
穂
（
１
８
８
８
〜
１
９
４
１
年
）

工
学
博
士
。
日
本
の
水
理
学
、
土
木
耐
震
学
の
草
分

け
的
存
在
。
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木
工
学
科

卒
業
後
、
鉄
道
院
の
技
師
と
な
り
信
濃
川
鉄
道
橋
を

設
計
。
内
務
省
土
木
局
勤
務
の
か
た
わ
ら
、
東
京
帝

国
大
学
理
科
大
学
に
再
編
入
し
、
理
論
物
理
学
を
学

ぶ
。
関
東
大
震
災
の
震
災
状
況
を
詳
細
に
調
査
し
た

結
果
を
基
に
論
文
を
発
表
、
従
来
の
耐
震
工
学
の
根

本
を
転
換
す
る
研
究
結
果
と
し
て
、
帝
国
学
士
院
よ

り
恩
賜
賞
を
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
多
目
的
ダ
ム
論

を
提
唱
。
主
な
著
書
に
「
水
理
学
」（
岩
波
書
店
１

９
３
３
）、「
土
木
耐
震
学
」（
常
盤
書
房
１
９
３
３
）。

治
水
家
と
は
何
か

こ
の
よ
う
な
治
水
の
歴
史
を
概
観
し

て
、
教
訓
と
し
て
、
今
に
生
か
せ
る
も

の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
地
域
を
理
解
す
る
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
か
ら
の
地
域
づ
く
り
は
、
文

化
的
景
観
の
整
備
が
重
要
な
柱
に
な
る
。

そ
う
い
う
文
脈
で
、
川
の
歴
史
を
丹
念

に
調
べ
る
。
そ
れ
を
文
化
的
景
観
と
し

て
地
域
に
位
置
づ
け
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、

そ
う
い
う
動
き
は
こ
れ
か
ら
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

文
化
的
景
観
と
呼
ぶ
の
は
、
単
に
美

し
い
景
観
と
し
て
で
は
な
く
、
人
々
が

働
き
か
け
て
築
い
て
き
た
﹁
蓄
積
﹂
と

し
て
、
今
の
景
観
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
河
川
整
備
は
、
地

域
か
ら
考
え
る
。
そ
れ
に
は
歴
史
を
ち

ゃ
ん
と
知
る
。
今
は
、
そ
の
理
解
が
足

り
ま
せ
ん
。

実
際
に
、
名
前
が
残
っ
て
い
る
治
水

家
を
支
え
た
の
は
、
無
名
の
地
元
民
や

地
域
で
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
後
世

に
名
前
が
残
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
か
ら
得
た
知
恵
を
、
確
か
に
受

け
継
い
で
い
る
ん
で
す
。

少
し
前
だ
っ
た
ら
、
機
能
し
て
い
な

い
遺
構
は
す
ぐ
に
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
、
地
域
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い

る
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
、

﹁
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
﹂
に
生
か
し

Ｔ
Ｖ
Ａ

T
ennessee

V
alley

A
uthority：

テ
ネ
シ
ー
川
流

域
開
発
公
社
。
１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）、
テ
ネ
シ
ー

川
流
域
の
総
合
開
発
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
機
関
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が

世
界
恐
慌
の
対
策
と
し
て
実
施
し
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
政
策
の
一
環
で
、
世
界
最
初
の
地
域
開
発
で
も
あ

る
。
32
個
の
多
目
的
ダ
ム
な
ど
の
建
設
を
中
心
と
し

た
総
合
開
発
で
、
雇
用
創
出
と
購
買
力
向
上
を
目
論

ん
だ
。こ

の
と
き
に
、
治
水
が
そ
の
目
的
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
多
目
的

ダ
ム
の
建
設
が
、
地
域
開
発
の
重
要
な

柱
と
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

利
水
の
問
題
は
ダ
ム
を
つ
く
る
こ
と

で
解
決
し
、
合
わ
せ
て
治
水
の
安
全
度

を
上
げ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
や
り
方

は
、
あ
る
意
味
で
既
に
破
綻
し
ま
し
た
。

社
会
状
況
が
変
わ
り
、
利
水
の
需
要
が

な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
結
果
、

残
っ
た
目
的
と
し
て
、
治
水
が
前
面
に

出
て
き
ま
し
た
。
歴
史
的
に
見
て
、
治

水
の
た
め
だ
け
の
ダ
ム
事
業
と
い
う
の

は
、
実
に
新
し
い
も
の
な
ん
で
す
。

農
業
用
水
の
場
合
、
水
が
な
け
れ
ば

取
れ
ま
せ
ん
。
渇
水
期
に
は
諦
め
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
、
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
ご

ろ
か
ら
、
利
水
の
目
的
と
し
て
都
市
用

水
が
入
っ
て
き
た
。
都
市
の
人
の
命
を

支
え
、
工
業
を
発
展
さ
せ
る
水
と
し
て
、

川
の
流
量
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
で
ダ
ム
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
い
か
に
都
市

用
水
を
得
る
の
か
が
、
地
域
の
重
要
な

課
題
で
し
た
。
大
き
な
伸
び
を
想
定
し

て
、
水
需
要
計
画
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

利
根
川
の
場
合
で
い
っ
た
ら
、
ダ
ム

を
つ
く
る
場
所
は
群
馬
県
が
中
心
で
す
。

一
方
、
水
が
欲
し
い
の
は
東
京
都
。
東

京
で
渇
水
が
問
題
に
な
る
の
は
１
９
５

５
年
（
昭
和
30
）
以
降
で
す
が
、
１
９
３

４
年
（
昭
和
９
）
だ
っ
た
か
な
、
東
京
都

は
既
に
そ
の
時
代
に
群
馬
県
山
間
部
に

に
目
を
つ
け
て
い
る
ん
で
す
。
戦
前
か

ら
、
将
来
の
水
需
要
の
手
当
を
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

東
京
都
は
多
摩
川
か
ら
水
を
持
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
明
治
初
年
は
、
そ
の

水
源
に
な
っ
て
い
る
三
多
摩
地
域
は
神

奈
川
県
で
し
た
。
そ
れ
を
、
玉
川
上
水

の
水
源
確
保
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
１

８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
東
京
府
に
移
管

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
何
と
か
で
き

る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後

人
口
が
ど
ん
ど
ん
増
え
た
。
そ
の
た
め

多
摩
川
に
小
河
内

お
ご
う
ち

貯
水
池
（
通
称
奥
多
摩
湖
。

１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
に
、
小
河
内
ダ
ム
で
堰
き

止
め
て
つ
く
ら
れ
た
。
竣
工
当
時
、
水
道
専
用
貯
水

池
と
し
て
は
世
界
最
大
規
模
）
を
つ
く
っ
た
。

そ
れ
で
も
将
来
的
に
水
が
不
足
す
る
。

そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
計
画
す

る
。
戦
前
に
群
馬
県
が
河
川
統
制
計
画

と
い
う
の
を
立
て
て
い
る
ん
で
す
が
、

そ
の
中
に
も
ち
ゃ
ん
と
東
京
都
の
都
市

用
水
確
保
が
目
的
に
入
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
が
現
実
化
し
て
い
く
の
は
、

戦
後
で
す
け
れ
ど
ね
。
群
馬
県
河
水
統

制
計
画
と
い
う
の
は
、
群
馬
県
の
農
業

用
水
、
発
電
、
そ
れ
と
東
京
都
の
都
市

て
い
く
。
そ
う
い
う
気
運
は
高
ま
っ
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
が
工
学
部
で
は
な
く
、
国
際
地
域

学
部
に
き
て
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
の

は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
若
い

女
性
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
こ

と
に
こ
れ
か
ら
本
腰
を
入
れ
て
や
っ
て

く
だ
さ
る
と
い
う
の
は
、
女
性
だ
と
思

う
の
で
す
ね
。
定
量
化
は
工
学
部
の
仕

事
だ
か
ら
、
定
性
的
な
こ
と
を
教
え
て

い
ま
す
。
定
性
的
な
こ
と
を
き
ち
ん
と

理
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
地
域
を
良

く
し
て
い
く
こ
と
で
す
か
ら
。

施
工
力
で
も
っ
て
、
あ
る
意
味
で
自

然
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
河

川
技
術
者
の
﹁
目
利
き
﹂
が
い
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
も
言
え
る
か
な
。

こ
れ
ぐ
ら
い
の
流
量
で
あ
れ
ば
土
砂
が

堆
積
し
な
い
と
か
、
土
砂
が
こ
う
動
く

と
か
、
あ
る
い
は
洪
水
の
流
れ
が
こ
う

な
る
と
か
、
河
川
全
体
か
ら
感
じ
取
る

力
で
す
。
こ
の
よ
う
な
質
の
高
い
技
術

が
、
あ
ま
り
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

従
来
の
意
味
で
の
治
水
家
が
終
焉
し

て
、
そ
れ
以
降
に
河
川
工
学
と
い
う
も

の
が
発
達
し
た
。

し
か
し
、
環
境
整
備
に
川
が
蓄
積
し

て
き
た
歴
史
を
生
か
す
た
め
に
、
再
び

新
た
な
治
水
家
意
識
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。




