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本
書
は
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
三
日
に
九
州
大
学
で
開
催
さ
れ
た

九
州
史
学
会
・
史
学
会
の
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
過
去
を
伝
え
る
、
今

を
遺
す

―
歴
史
資
料
、
文
化
遺
産
、
情
報
資
源
は
誰
の
も
の
か
」
を

も
と
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
「
第
Ⅰ
部　

文
化
遺

産
管
理
の
現
場
で
」、「
第
Ⅱ
部　

資
料
、
市
民
、
公
共
性
」、「
第
Ⅲ
部

　

資
料
を
越
え
て
」
の
三
部
構
成
で
あ
る
。
本
書
「
は
じ
め
に
」
に
よ

れ
ば
、
第
Ⅰ
部
は
「
文
化
遺
産
の
管
理
と
「
活
用
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

の
最
前
線
に
触
れ
る
」（
一
〇
頁
、
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み

記
す
）、第
Ⅱ
部
は
「
資
料
の
価
値
付
け
を
め
ぐ
る
現
代
的
問
題
」（
一
〇

頁
）
を
取
り
扱
い
、
第
Ⅲ
部
は
「
本
書
の
射
程
の
理
論
的
位
置
づ
け
」

と
「
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
の
総
括
と
展
望
」（
一
一
頁
）
を
内
容
と
す
る
。

＊

各
章
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

Ⅰ
部
に
は
二
本
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
古
川
祐
貴
「
対
馬
宗

家
文
書
の
近
現
代

―
「
宗
家
文
庫
」
の
伝
来
過
程
か
ら
」
で
は
、
宗

家
文
書
の
伝
来
過
程
か
ら
、
歴
史
資
料
に
関
し
て
所
有
者
・
行
政
・
対

馬
島
内
の
民
間
団
体
・
研
究
者
・
韓
国
政
府
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
も
つ
価
値
が
競
合
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の

う
え
で
古
川
は
、
あ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
価
値
が
肥
大
化
せ
ず
、

「
均
衡
」
状
態
に
あ
る
こ
と
が
歴
史
資
料
を
後
世
に
伝
え
る
一
条
件
だ

と
述
べ
る
。

　

川
西
裕
也
「
歴
史
学
と
デ
ジ
タ
ル

―
韓
国
の
事
例
か
ら
」
は
、
歴

史
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
・
デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
化
・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
構
築
、
そ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
と
い
う
「
史
料
デ
ジ
タ
ル
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化
」
に
つ
い
て
、
韓
国
の
事
例
を
紹
介
し
、「
史
料
デ
ジ
タ
ル
化
」
の

成
果
と
課
題
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
連
合
の
各
加
盟
国
に
あ
る

Ｍ
Ｌ
Ａ
が
連
携
・
構
築
し
た
巨
大
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ー

ナ
」
の
東
ア
ジ
ア
版
を
提
起
し
て
い
る
。

　

Ⅱ
部
、
村
野
正
景
「
文
化
遺
産
の
継
承
そ
し
て
創
造
へ

―
参
加
型

考
古
学
を
試
み
る
」
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学
の
内
容
を
検
討
し
た
う

え
で
、
そ
の
実
践
と
し
て
「
参
加
型
考
古
学
」
を
提
起
し
、
具
体
的
事

例
と
し
て
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
で
の
古
代
土
器
再
生
と
現
代
的
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
て
い
る
。
村
野
は
、
考
古
学
を
「
純
粋
な
歴
史
研

究
と
規
定
す
る
こ
と
を
避
け
、
文
化
資
源
化
の
実
践
研
究
を
お
こ
な
っ

て
い
る
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
」（
九
六
頁
）
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
直
す
。

　

清
原
和
之
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
情
報
の
共
有
と
継
承

―
集
合
記

憶
の
管
理
を
担
う
の
は
誰
か
」
は
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
モ
デ

ル
を
乗
り
越
え
る
新
た
な
モ
デ
ル
と
し
て
、レ
コ
ー
ド
・
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ

ア
ム
理
論
を
紹
介
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
「
資
料
の
生
成
か
ら
、
組

織
を
離
れ
た
公
共
空
間
に
お
い
て
新
た
な
歴
史
的
価
値
を
も
つ
ま
で
の

す
べ
て
が
、一
つ
の
過
程
と
し
て
統
合
的
に
理
解
さ
れ
る
」（
一
二
六
頁
）

も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
モ
デ
ル
を
下
敷
き
に
、
誰
も
が
資
料
情
報
記
述

の
担
い
手
と
な
り
う
る
開
か
れ
た
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ2.0

」
を
構
築
し
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
が
社
会
を
豊
か
に
永
続
化
さ
せ
る
「
集
合
記
憶
」

へ
と
構
造
化
さ
れ
て
い
く
道
筋
を
見
通
す
。

　

吉
永
暢
夫
「
高
校
世
界
史
と
教
科
「
情
報
」

―
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

シ
ン
キ
ン
グ
か
ら
歴
史
的
思
考
力
へ
」
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ

ン
グ
（
批
判
的
思
考
力
）
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、「
資
料
の
読
解
を
通
し

て
様
々
な
情
報
を
得
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
時
代
や
社
会
の
動
き
を
筋

道
立
て
て
理
解
す
る
力
」（
一
四
八
頁
）
と
し
て
の
「
歴
史
的
思
考
力
」

を
定
義
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
中
世
都
市
博
多
を
扱
う
高
校
世
界
史
の

授
業
実
践
を
例
と
し
て
挙
げ
、「
歴
史
的
思
考
力
」そ
の
も
の
の
議
論
と
、

そ
の
育
成
法
の
深
化
を
提
起
し
て
い
る
。

　

Ⅲ
部
、
溝
口
孝
司
「
公
共
考
古
学
の
可
能
性
」
は
、「
現
代
社
会
に

お
い
て
考
古
学
に
で
き
る
こ
と
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
〈
公
共
考
古

学
〉」（
一
七
〇
頁
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
可
能

性
を
持
つ
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
溝
口
は
、
現
代
社
会
に
つ
い
て
、
ニ

ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
個
人
が
い
く
つ
も
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
規
範
と
制
度
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
代
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
個
々
の
シ
ス
テ
ム

に
お
け
る
問
題
群
に
囲
繞
さ
れ
た
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
実
践
の
理
念
型
と
し
て
〈
公
共
考
古
学
〉

を
提
起
す
る
。
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中
島
康
比
古
「
現
代
の
記
録
を
未
来
へ

―
ア
ー
カ
イ
ビ
ン
グ
に
か

か
わ
る
責
任
の
連
続
」
は
、
我
々
が
記
録
を
未
来
へ
引
き
継
ぐ
た
め
の

責
任
と
し
て
、
記
録
を
見
る
新
し
い
視
点
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
・
コ
ン

テ
ィ
ニ
ュ
ア
ム
論
を
ふ
ま
え
、
行
為
者
に
よ
る
次
世
代
へ
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
を
重
視
す
る
。
そ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
す
た

め
に
、
何
を
評
価
選
別
し
残
す
の
か
と
い
う
問
い
へ
と
進
み
、「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
期
待
」（
二
〇
八
頁
）
を
そ
の
解
と
し
て
引
き
出
す
。
ま
た
、

記
録
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
、
そ
の
継
承
の
重
要
性
の

一
方
で
デ
ジ
タ
ル
資
料
特
有
の
「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」
と
い
う
課
題
に

も
言
及
す
る
。

　

市
沢
哲
「
歴
史
資
料
を
め
ぐ
る
「
よ
そ
者
」
と
「
当
事
者
」

―
専

門
家
的
知
性
と
市
民
的
知
性
」
で
は
、
史
資
料
を
多
く
の
「
よ
そ
者
」

の
積
極
的
な
参
加
が
な
け
れ
ば
存
在
で
き
な
い
（
価
値
を
も
た
な
い
）

も
の
と
定
義
し
た
う
え
で
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
史
資
料
は
人
々
を
結

び
付
け
る
力
を
も
つ
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
市
沢
は
研
究
者
と
市
民
の
固

定
的
な
関
係
性
（
例
え
ば
「
啓
蒙
」）
を
解
体
し
協
同
的
な
関
係
の
構
築

の
重
要
性
を
見
出
す
。
そ
し
て
「
史
資
料
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う
問

い
を
引
き
出
し
、「
歴
史
遺
産
と
様
々
な
主
体
が
取
り
結
ぶ
関
係
を
基

盤
に
、〈
歴
史
を
語
り
合
い
、
考
え
る
〉
公
共
圏
」（
二
三
八
頁
）
の
構

想
を
提
示
す
る
。

＊

　

以
上
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
考
の
概
要
に
つ
い
て
、
評
者
の

粗
雑
な
理
解
な
り
に
で
は
あ
る
が
ま
と
め
て
み
た
。
そ
こ
で
次
に
、
本

書
が
も
つ
問
題
群
と
そ
の
射
程
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。
と

は
い
え
、
本
書
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
「
過
去
を
伝
え
る
、
今
を
遺
す
」、

副
題
「
歴
史
資
料
、
文
化
遺
産
、
情
報
資
源
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う

点
に
立
脚
し
て
、
多
様
な
論
点
と
可
能
性
を
含
み
こ
ん
で
い
る
。
そ
の

意
味
で
、
本
書
は
様
々
な
問
い
を
読
み
手
の
立
場
に
よ
っ
て
引
き
だ
す

こ
と
が
で
き
る
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
あ
く
ま
で
評
者
は
日

本
近
代
史
を
研
究
し
て
い
る
者
と
い
う
立
場
か
ら
、
ま
た
地
域
歴
史
資

料
の
保
全
と
活
用
に
さ
さ
や
か
な
関
心
を
も
つ
者
と
い
う
視
点
か
ら
、

本
書
を
て
が
か
り
と
し
た
歴
史
資
料
を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

＊

　

本
書
の
基
調
は
、
歴
史
資
料
を
い
か
に
公
共
の
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
く
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
特
権
的
な
歴

史
資
料
の
独
占
者
（
例
え
ば
研
究
者
）
か
ら
、
そ
れ
ら
を
「
市
民
」
が

奪
還
す
る
、と
い
う
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。各
論
考
に
お
い
て
様
々

な
か
た
ち
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
研
究
者
」
と
「
市
民
」
と
い
う

立
場
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
立
場
性
を
問
い
つ
つ
歴
史
資
料
に
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か
か
わ
る
人
々
の
共
同
／
協
働
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
公
共
の
も
の

と
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
方
向
性
に
、

評
者
も
共
感
を
覚
え
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
う
え
で
ふ
た
つ
の
疑
問
が
頭
に
う
か
ぶ
。
一
つ
め

は
、「
そ
の
歴
史
資
料
を
公
共
の
も
の
と
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
を
誰

が
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
の
か
？
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

日
本
で
歴
史
資
料
を
閲
覧
す
る
主
な
手
段
の
ひ
と
つ
は
、
公
開

体
制
の
整
っ
た
公
的
機
関
に
出
向
い
て
閲
覧
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
近
年
、
多
く
の
公
的
機
関
が
専
門
職
員
の
配
置
や

予
算
の
点
で
苦
境
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
り
日
本
列
島
で
続
発
す
る
大
規
模
自
然
災
害
に

際
し
て
現
出
し
た
歴
史
資
料
が
滅
失
す
る
危
機
に
対
し
、
市
沢
哲
は

「
マ
ン
・
パ
ワ
ー
の
不
足
や
シ
ス
テ
ム
の
不
全
を
解
決
す
れ
ば
す
む

問
題
で
は
な
く
、
歴
史
資
料
に
対
す
る
人
々
の
意
識
の
あ
り
方
や
、

研
究
者
と
市
民
の
歴
史
資
料
に
対
す
る
…
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
っ

た
よ
り
根
源
的
な
問
い
」
を
持
つ
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
二
一
頁
）。

市
沢
の
論
考
は
「
歴
史
資
料
に
対
す
る
人
々
の
意
識
」
に
重
き
を
置

い
て
い
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
マ
ン
・
パ
ワ
ー
の
不
足
や
シ
ス

テ
ム
の
不
全
」
も
同
時
に
解
決
が
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
手
が
か
り
だ
と
感
じ
た
の
は
、
村
野
正
景
が
示

す
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
で
の
実
践
で
あ
る
。
村
野
は
研
究
プ
ロ
セ
ス
そ
の

も
の
に
一
般
の
人
々
が
か
か
わ
る
参
加
型
の
古
代
土
器
復
元
研
究
を
行

い
、
新
た
な
民
芸
品
や
学
校
教
材
の
開
発
を
試
み
て
成
果
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
政
府
・
考
古
学
者
・
陶
芸
家
・
地
元
の
人
・
学
校
教

員
な
ど
様
々
な
立
場
の
人
々
と
の
共
同
／
協
働
が
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
共
同
／
協
働
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
に
、
そ
の
コ
ス
ト

は
歴
史
資
料
に
か
か
わ
る
人
た
ち
が
、
自
発
的
に
負
担
す
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
負
担
は
、
歴
史
資
料
を
新
た
な
価
値
を
次
世
代

に
つ
な
ぐ
、
あ
る
い
は
生
み
出
す
と
い
う
「
責
任
」
に
依
拠
し
た
も
の

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
税
金
で
や
れ
ば
良
い
で
は
な
い

か
」、
す
な
わ
ち
公
的
機
関
に
よ
る
コ
ス
ト
負
担
と
い
う
発
想
へ
と
再

び
行
き
着
く
こ
と
も
あ
り
え
る
。
し
か
し
、
公
的
機
関
に
資
料
が
収
容

さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
特
権
化
さ
れ
る
と
い
う
問
題
点
の
指
摘
が

清
原
和
之
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（
一
二
三
頁
）。
そ
の
点
を
鑑
み

れ
ば
、
や
は
り
歴
史
資
料
に
か
か
わ
る
諸
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
で
負
担
す

る
と
い
う
方
向
性
に
行
き
着
く
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
負
担
の
方
策
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、

負
担
の
割
合
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
古
川
祐
貴
の
論

考
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
資
料
の
価
値
は
そ
れ
に
か
か
わ



時評・書評・展示評　三村昌司　『過去を伝える、今を遺す―歴史資料、文化遺産、情報資源は誰のものか』

149

る
人
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
が
せ
め
ぎ
合
う
も

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
一
概
に
負
担
の
割
合
を
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
考
え
て
い
く
問
題
だ
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
た
だ
重
要
な
こ
と
は
、〈
歴
史
資
料
の
価
値
を
共
有
化
し
て

い
こ
う
と
い
う
共
同
／
協
働
が
、
コ
ス
ト
の
負
担
割
合
を
め
ぐ
る
争
い

で
決
裂
し
な
い
〉
と
い
う
社
会
的
合
意
を
い
か
に
醸
成
し
て
い
く
か
に

あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
歴
史
資
料
の
価
値
を
公
共
の
も
の
と
し
て
い
く
ツ
ー
ル
と
し

て
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
あ
る
。
近
年
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
歴
史
資
料
の

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
は
日
本
で
も
加
速
度
的
に
向
上
し
て
い
る
。た
だ
、

歴
史
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
う
コ
ス
ト
面
で
の
問

題
が
大
き
く
な
る
。
川
西
裕
也
も
「
史
料
デ
ジ
タ
ル
化
に
必
要
な
資
金

は
相
当
に
膨
大
な
も
の
に
な
る
」（
六
一
頁
）
と
述
べ
、
韓
国
が
国
レ

ベ
ル
で
史
料
デ
ジ
タ
ル
化
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、「
研
究
者
の
雇
用
創

出
」
と
い
う
現
実
的
問
題
と
、「
歴
史
学
を
重
ん
じ
る
社
会
的
風
潮
」

と
い
う
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
（
六
二
頁
）。

　

ひ
る
が
え
っ
て
日
本
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
八
日
の
文
部

科
学
省
通
知
で
国
立
大
学
に
お
け
る
人
文
・
社
会
科
学
系
の
廃
止
・
転

換
が
求
め
ら
れ
、
歴
史
学
も
危
機
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
状
態
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
も
「
歴
史
学
は
重
要
か
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
は
、
多
く
の
人
が
お
そ
ら
く
「
重
要
で
あ
る
」
と
答
え
る
だ

ろ
う
。
問
題
は
、「
歴
史
学
」
が
膨
大
な
歴
史
資
料
に
支
え
ら
れ
た
学

問
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
合
意
が
形
成
さ
れ
た
う
え
で
、「
歴
史
学
が

重
要
で
あ
る
」
と
い
う
風
潮
が
、〈
歴
史
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
に
公
的
資

金
を
出
す
こ
と
へ
の
人
々
の
支
持
〉
へ
と
結
び
つ
く
か
否
か
、
で
あ
ろ

う
。「
歴
史
学
が
重
要
」
と
い
う
風
潮
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
歴
史

資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
公
的
資
金
を
出
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
方
向
へ

進
む
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
多
く
の
人
々
が
納
得
し
う
る

論
理
を
、
歴
史
資
料
に
か
か
わ
る
人
々
は
い
っ
そ
う
鍛
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

し
か
し
、公
的
資
金
に
依
拠
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
を
形
成
す
る
こ
と
は
、

清
原
の
指
摘
す
る
歴
史
資
料
の
「
特
権
化
」
の
問
題
を
再
び
浮
上
さ
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
中
島
康
比
古
の
い
う
「
ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
や
、
歴
史
資
料
を
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
評
価

選
別
へ
の
関
与
が
、
特
権
化
の
一
定
の
防
波
堤
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

た
だ
そ
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
「
関
与
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

か
た
ち
で
な
さ
れ
る
か
、あ
る
い
は
「
関
与
」
だ
け
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
期
待
」
が
実
現
し
得
る
の
か
と
い
う
課
題
は
残
る
の
で
は
な
い
か
。

＊

　

歴
史
資
料
の
価
値
を
公
共
の
も
の
と
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
に
お
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い
て
思
い
浮
か
ぶ
、
二
つ
目
の
疑
問
は
、「
そ
こ
に
か
か
わ
る
人
々
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
〈
か
か
わ
る
人
々
〉
に
な
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
溝
口
孝
司
の
論
考
に
即
し
て
い
え
ば
、〈
公
共
考
古
学
〉
に
か

か
わ
る
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
関
心
と
場
を
基
盤
と
し
て
〈
公

共
〉
へ
と
参
入
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
そ
の
〈
公
共
〉
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
作
り
上
げ
る
で
は

な
く
、
既
存
の
「
場
」
を
利
用
す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
場
」
が
果
し
て
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
、
気
に
な
る
点
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
、
吉
永
暢
夫
の
論
考
は
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
。
吉
永
の
論
考
は
高
校
の
教
育
現
場
で
歴
史
資
料
を
生
か
し
つ

つ
い
か
に
「
歴
史
的
思
考
力
」
を
養
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
学
校
教
育
に
お
い
て
歴
史
資
料
の
存
在
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
教

え
る
こ
と
は
、
歴
史
資
料
を
と
り
ま
く
諸
主
体
と
な
る
う
え
で
の
基
礎

的
条
件
を
生
徒
に
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、

学
校
と
い
う
既
存
の
「
場
」
が
、
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
参
加
型
考
古
学
」
に
お
け
る
参
加
者
に
せ
よ
、
歴
史
資
料
の
「
当

事
者
」
に
な
る
に
せ
よ
、
か
か
わ
る
人
々
に
は
必
ず
歴
史
資
料
へ
の
関

心
が
伴
う
は
ず
で
あ
る
。
も
し
学
校
教
育
に
お
い
て
歴
史
資
料
の
存
在

や
意
味
に
つ
い
て
知
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
な
に
か
の
契
機
で
歴
史
資
料

へ
の
関
心
が
惹
起
さ
れ
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
歴
史
資
料
に
対
し
積
極

的
に
向
き
合
う
姿
勢
が
喚
起
さ
れ
る
可
能
性
は
、（
教
育
を
し
な
い
よ
り

は
）
お
そ
ら
く
高
ま
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
個
別
具
体
的
に
考
え
た
と
き
、
高
校
や
中
学
と
い
っ
た

学
校
教
育
の
現
場
で
歴
史
資
料
に
基
づ
い
た
授
業
を
展
開
す
る
に
は
い

く
つ
も
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。
教
師
の
力
量
、
そ
の
よ
う
な
教
師
を
育

て
る
育
成
シ
ス
テ
ム
の
不
在
、現
状
の
受
験
シ
ス
テ
ム
と
の
兼
ね
合
い
、

生
徒
の
知
識
量
、
さ
ら
に
は
現
政
権
（
安
倍
内
閣
）
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
る
「
教
育
再
生
」
と
の
関
係
、
な
ど
。
吉
永
の
示
し
た
実
践
が
、
ど

の
よ
う
に
現
代
日
本
に
お
い
て
広
が
っ
て
い
く
か
、
ま
た
広
げ
る
こ
と

が
で
き
る
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
研
究
者
」
の
側
が
、〈
公
共
〉
へ
と
い
か
に

参
入
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
市
沢
哲

の
「
よ
そ
者
」
と
い
う
視
角
が
参
考
に
な
ろ
う
。「
研
究
を
研
究
室
か

ら
公
共
圏
に
引
き
出
す
」（
二
二
八
頁
）と
い
う
公
共
社
会
学
の
提
言
も
、

こ
の
問
い
に
応
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
い
か
に
参
入
し
て
い
く
か
」
と
い
う
問
い
は
、「
研
究
者
」

の
姿
勢
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
参
入
す
る
た
め
の
基
盤
が
果
し
て
整
備

さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
前
提
の
問
い
を
含
み
込
ん
で
い
る
。
本
書
に

お
い
て
、
こ
の
点
が
ど
う
整
備
さ
れ
て
い
る
の
か
／
い
く
の
か
、
と
い
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う
点
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
述
し
た
文
部
科
学
省
の
通
知
以

前
か
ら
、
人
文
・
社
会
科
学
系
の
「
研
究
者
」
の
存
立
基
盤
は
安
定
的

と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
若
手
研
究
者
の
就
職
問
題
は
一
向
に
解

決
の
方
向
性
が
み
え
ず
、
繰
り
返
す
が
博
物
館
・
図
書
館
・
文
書
館
と

い
っ
た
機
関
の
職
員
も
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
機
関

に
お
け
る
正
規
職
員
の
不
在
・
不
足
に
よ
っ
て
、
非
正
規
職
員
の
負
担

増
や
組
織
と
し
て
の
機
能
不
全
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、本
書「
は

じ
め
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
情
報
管
理
専
門
職
」
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
は
、
社
会
的
認
知
も
十
分
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
考
え
る
と
、
大
学
や
研
究
機
関
、
博
物
館
・
図

書
館
・
文
書
館
な
ど
が
、
歴
史
資
料
の
価
値
を
公
共
の
も
の
と
し
て
い

く
た
め
に
既
存
の
「
場
」
と
し
て
期
待
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
な
れ
ば
、「
研
究
者
」
の
拠
っ
て
立
つ
専
門
性
が
不

安
定
な
状
況
に
晒
さ
れ
、〈
公
共
〉
へ
と
参
入
し
て
い
く
「
研
究
者
」

の
数
が
十
分
存
在
し
え
る
の
か
、
不
安
を
覚
え
る
。
端
的
に
言
え
ば
、

専
門
性
を
も
っ
た
人
間
の
善
意
や
頑
張
り
の
み
に
支
え
ら
れ
る〈
公
共
〉

に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
課
題
が
「
歴
史
資
料
、
文
化
遺
産
、
情

報
資
源
は
誰
の
も
の
か
」と
い
う
問
い
に
伏
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

＊

　

い
か
な
る
「
場
」
を
利
用
し
な
が
ら
歴
史
資
料
へ
の
「
関
心
」
を
高

め
て
い
く
か
。
多
く
の
人
々
は
日
々
の
生
活
に
忙
殺
さ
れ
る
な
か
で
、

ま
た
様
々
な
場
面
で
「
市
民
の
力
」
が
求
め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い

て
、
こ
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
問
い
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
書
で
示
さ
れ
る
諸
問
題
や
提
起
は
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
ク
リ
ア

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
ク
リ
ア
の
仕
方
は
い
わ
ゆ

る
啓
蒙
的
な
手
法
で
は
な
く
、
歴
史
資
料
を
と
り
ま
く
社
会
的
構
造
を

組
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
本
書
の
歴
史

資
料
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
、
個
々
の
歴
史
資
料
の
危
機
に
対
し
て
そ

れ
ぞ
れ
行
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
対
象
を
歴
史
資
料
全
体
と
さ
ら

に
歴
史
資
料
を
と
り
ま
く
社
会
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
考
え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
、
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ

ば
、
歴
史
資
料
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
在
ひ
と
つ
の
大
き
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
を
迎
え
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
浅
学
を
顧
み
ず
本
書
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
書
き
連
ね
て

き
た
。
誤
読
や
的
外
れ
な
議
論
も
あ
ろ
う
が
、
ど
う
か
お
許
し
い
た
だ

き
た
い
。




