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は
じ
め
に

　
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
混
乱
が
続
い
て
い
た
昭
和
五
十
一
年
、
九
州
山
岳
地
帯
の
盆
地
、
大
分
県
玖
珠
郡
森
町
（
現
玖
珠
町
）

名
草
台
の
一
角
の
開
拓
事
業
に
よ
っ
て
夥
し
い
石
組
み
の
石
棺
が
見
付
か
っ
た
。
こ
の
遺
跡
調
査
で
台
地
中
央
の
円
墳
（
千
人
塚
）
は
主

体
部
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に
よ
っ
て
五
世
紀
の
古
墳
と
判
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
古
墳
を
取
り
巻
く
石
組
の
箱
式
棺
群
は
円
墳
と
は
層
位
を

こ
と
に
し
、
弥
生
終
末
、
初
期
古
墳
時
代
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
石
棺
群
は
大
部
分
が
開
拓
で
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
石
棺
の
造
成
、
石

組
の
状
態
な
ど
を
調
べ
る
に
は
さ
し
つ
か
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
更
に
一
部
の
も
の
は
内
部
主
体
も
破
壊
を
免
れ
て
い
た
た
め
に
、
充

分
な
調
査
が
で
き
た
。

　
十
号
石
棺
の
床
に
張
り
付
い
て
破
鏡
が
出
土
し
た
。
鏡
片
は
良
質
な
青
銀
鎖
で
、
紐
か
ら
内
区
の
一
部
分
で
、
乳
間
に
鍬
形
が
彫
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
特
微
か
ら
後
漢
時
代
製
作
の
鏡
（
獣
帯
鏡
）
で
あ
る
事
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
鏡
を
観
察
し
て
み
る
と
、
破
損
部
は
研
磨

さ
れ
、
紐
孔
に
は
紐
ず
れ
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
論
文
で
は
破
鏡
の
再
生
使
用
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
一
　
破
鏡
の
問
題
点

名
草
昔
遺
跡
十
号
石
棺
よ
り
後
便
時
代
の
獣
帯
鏡
の
破
鏡
が
見
付
か
っ
て
か
ら
間
も
無
く
、
大
分
県
日
田
市
北
郊
の
丘
陵
地
帯
、
草
場
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第１図　出土鏡片より復原した方格規矩鏡

Ａ．日田市草場遺跡　Ｂ．八女市亀ノ甲遺跡
Ｃ．大分市雄城台遺跡
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遺
跡
の
弥
生
後
期
の
カ
メ
柏
、
石
棺
の
墓
地
群
に
お
い
て
、
箱
式

柏
の
柏
外
副
葬
、
ま
た
は
放
棄
の
状
態
で
破
鏡
（
破
損
部
周
辺
研

磨
）
が
見
付
か
っ
た
。
破
鏡
は
後
便
時
代
製
作
の
方
格
規
矩
鏡
で
、

万
格
文
の
角
か
ら
内
区
、
鏡
縁
に
至
る
部
分
の
一
部
で
、
破
片
の

大
き
さ
は
八
・
四
セ
ン
チ
ｘ
四
・
三
セ
ン
チ
、
こ
れ
か
ら
推
理
す

る
と
鏡
の
大
き
さ
は
径
一
一
セ
ン
チ
ほ
ど
と
な
る
。
内
区
に
は
Ｔ

Ｌ
（
逆
字
）
Ｖ
字
型
を
現
し
、
Ｔ
字
型
左
右
に
小
乳
を
配
置
、
こ

れ
を
取
り
巻
き
蕨
手
状
の
脱
文
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
Ｔ
Ｌ
Ｖ
巻
文

ハ
乳
の
形
を
な
す
。
方
格
は
三
線
で
区
画
し
て
い
る
が
方
格
内
部

に
添
っ
て
銘
文
は
な
い
。
外
区
の
模
様
は
、
内
側
か
ら
斜
行
櫛
歯

文
、
一
段
高
く
揚
超
鋸
歯
文
、
複
線
波
文
を
巡
ら
し
、
縁
は
平
縁

素
文
で
終
わ
る
。

　
草
場
遺
跡
の
棺
外
出
土
の
方
格
規
矩
鏡
の
破
鏡
は
方
格
の
画
線

が
三
線
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
三
線
か
ら
な
る
画
線
の
内

側
の
一
線
は
外
側
の
二
線
と
の
間
に
銘
文
を
入
れ
る
画
線
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
内
の
一
線
は
や
や
細

目
で
並
列
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
類
例
は
数
が
少
な
く
、

中
国
浙
江
省
紹
興
県
出
土
の
径
一
八
・
三
セ
ン
チ
の
三
角
縁
方
格



規
矩
鏡
、
同
じ
く
紹
興
出
土
径
一
二
・
五
セ
ン
チ
、
平
縁
方
格
規
矩
鏡
が
あ
る
。
日
本
で
は
寧
楽
美
術
館
（
奈
良
）
に
素
縁
四
神
鏡
径
一

九
・
五
セ
ン
チ
が
あ
る
が
、
浅
学
の
筆
者
は
他
に
類
例
を
し
ら
な
い
。

　
内
区
の
文
様
は
小
乳
を
取
り
巻
く
よ
う
に
し
て
蕨
手
状
の
高
文
を
施
し
て
い
る
が
、
通
常
は
四
神
・
瑞
獣
・
鳥
文
等
を
細
線
式
固
文
と

し
て
も
ち
い
、
一
部
に
高
文
を
も
ち
い
て
い
る
。
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
方
格
規
矩
四
神
鏡
・
獣
文
鏡
・
鳥
文
鎮
・
高
文
鎮
等
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
草
場
遺
跡
出
土
の
方
格
規
矩
高
文
鎮
（
銃
と
銃
座
不
明
）
は
全
体
の
文
様
や
大
き
さ
か
ら
み
て
小
倉
文
化
財
団
（
干
葉
）
所
有

の
鏡
（
径
一
〇
・
三
セ
ン
チ
）
と
ほ
ぼ
似
て
い
る
が
、
通
常
こ
の
鏡
を
含
め
て
小
乳
が
ら
派
生
す
る
高
文
は
忍
冬
唐
草
文
の
子
葉
の
よ
う

な
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
草
場
遺
跡
の
高
文
は
唐
草
の
茎
と
小
集
を
現
し
た
文
様
に
な
っ
て
い
て
若
干
の

違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
区
の
文
様
を
み
る
と
草
場
遺
跡
の
鏡
は
類
例
に
乏
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
高
倉
洋
彰
は
福
岡
県
八
女
市
室
岡
字
亀
ノ
甲
遺
跡
出
土
の
九
五
号
箱
式
石
棺
に
副
葬
さ
れ
た
総
理
は
舶
載
の
方
格
規
矩
鏡
（
第
１
図
芯
で
あ

る
と
し
て
墓
場
遺
跡
の
箪
と
対
比
し
て
い
る
。
高
倉
は
両
者
の
鏡
は
背
文
構
成
が
同
じ
で
、
復
元
径
の
わ
ず
か
な
差
を
の
ぞ
え
て
一
致
し
て
い
る

と
し
て
拓
本
を
も
っ
て
照
合
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
背
文
の
類
例
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
同
箔
等
の
極
め
て
近
親
の
関
係
に
あ
る
こ

と
、
あ
る
い
は
同
一
鏡
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
高
倉
の
研
究
に
対
し
て
、
高
橋
微
は
大
分
市
大
字
玉
沢
宮
ノ
ロ
雄
城
台
遺
跡
七
次

調
査
、
一
号
住
居
跡
か
ら
出
土
の
平
縁
で
外
区
に
複
線
波
文
及
び
陽
起
鋸
歯
文
を
め
ぐ
ら
し
、
う
ち
が
わ
に
一
段
低
く
斜
行
櫛
歯
文
が
め

ぐ
る
鎮
片
の
（
第
１
図
３
）
出
土
に
注
意
し
、
こ
れ
と
草
場
、
亀
ノ
甲
遺
跡
出
土
と
の
対
比
を
お
こ
な
い
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
亀
ノ
甲
の
斜
行
揃
歯
文
は
草
場
に
比
べ
る
と
櫛
歯
の
斜
行
の
度
合
い
が
強
く
、
か
つ
複
線
波
の
波
長
が
長
く
外
区
の
文
様
に
微
妙
な

違
い
が
あ
る
。
ま
た
内
区
の
Ｌ
字
の
縦
横
の
比
率
に
新
旧
の
差
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
両
者
に
は
製
作
に
時
間
差
と
考
え
ら
れ
る
形
式
差

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

　
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
文
様
の
細
部
見
当
に
よ
れ
ば
亀
ノ
甲
出
上
総
理
と
雄
城
右
出
土
総
理
は
類
似
点
が
多
く
、
両
者
は
同
一
鎮
の
可
能
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性
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
多
く
の
鏡
の
文
様
構
成
に
は
判
で
押
し
た
よ
う
な
一
致
し
た
配
列
は
望
み
得
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、

お
お
い
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
草
場
、
亀
ノ
甲
、
雄
城
台
の
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
か
ら
同
一
鏡
の
可
能
性
が
あ
る
破
鏡
が
出
土
し
、
そ
の
出
土
状
況
が
草
場
で
は
箱

式
石
棺
の
棺
外
副
葬
又
は
放
置
、
亀
ノ
甲
で
は
石
棺
副
葬
、
雄
城
昔
で
は
住
居
跡
出
土
と
い
う
違
っ
た
出
土
状
況
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

こ
れ
ま
で
の
北
部
九
州
の
漢
、
三
国
鏡
が
墳
墓
副
葬
の
様
子
を
と
る
の
と
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
ま
た
こ
れ
ら
の
破
鏡
が
破

損
部
を
磨
き
鏡
体
を
再
生
（
以
下
「
再
生
鏡
」
と
よ
ぶ
）
し
て
分
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
二
　
再
生
鏡
の
用
途

　
最
近
に
な
っ
て
北
九
州
地
方
の
各
地
か
ら
再
生
鏡
（
破
鏡
）
出
土
の
報
告
が
多
く
、
そ
の
謎
は
益
々
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。
前
述
の
如
く
、

再
生
鏡
は
破
損
部
を
磨
い
て
再
生
し
、
こ
れ
を
政
治
目
的
に
分
配
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
推
理
が
許
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
一
斉
に
放
棄
し
た
弥
生
終
末
、
古
墳
時
代
初
期
の
政
治
事
情
の
解
明
が
必
要
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
広
く
・

九
州
の
東
西
に
分
布
す
る
草
場
、
亀
ノ
甲
、
雄
城
台
遺
跡
出
土
の
方
格
規
矩
渦
文
鎮
の
検
討
で
複
数
の
破
鏡
が
同
一
鏡
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
と
の
高
倉
洋
彰
・
高
感
激
の
結
論
か
ら
頷
け
る
。
こ
の
様
に
し
て
再
生
鏡
の
分
配
は
弥
生
式
共
同
体
の
構
造
を
具
体
的
に
述
べ
る
重
要
な
資
料
に
な
る

　
再
生
鏡
の
種
類
は
一
部
に
前
便
鏡
を
見
る
が
、
お
お
む
ね
後
便
鏡
が
主
体
で
あ
る
。
鏡
種
は
方
格
規
矩
鏡
、
内
行
花
文
鎮
を
主
体
に
各

種
に
わ
た
っ
て
い
る
。
鏡
は
一
定
の
方
法
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
ほ
考
え
ら
れ
ず
、
た
め
に
大
小
様
々
で
、
形
も
一
定
し
て
い
な
い
。
し

か
も
前
述
の
如
く
草
場
、
亀
ノ
甲
、
雄
城
台
遺
跡
出
土
の
三
鏡
の
如
く
同
一
鏡
か
ら
の
一
部
分
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
持
つ
ほ
ど
の
も

の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
大
量
に
出
土
し
て
い
る
再
生
鏡
の
接
合
は
並
大
抵
で
は
な
い
。
こ
の
様
な
点
か
ら
破
鏡
そ
の
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も
の
が
輸
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
さ
て
破
鏡
は
二
次
的
に
研
磨
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
再
生
鏡
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
再
生
鏡
の
用
途
を
具
体
的
に
示
す
出
土
状
況

は
、
最
初
に
注
意
し
た
名
草
台
遺
跡
箱
式
棺
出
土
の
獣
帯
鏡
の
ご

と
く
紐
ず
れ
が
み
ら
れ
吊
り
飾
り
と
し
て
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る

も
の
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
大
分
市
尼
ケ
崎
遺
跡
出
土
の
方
格
規
矩

鏡
片
は
両
辺
に
二
次
的
穿
孔
を
加
え
て
垂
飾
り
と
考
え
ら
れ
る
も

の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
用
途
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す

る
ま
で
の
資
料
に
欠
け
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
宇
佐
市
高
森

本
丸
遺
跡
の
七
号
土
墳
か
ら
玉
類
と
共
に
連
結
さ
れ
た
再
生
鏡
が

見
付
か
り
、
胸
部
の
垂
れ
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
、

こ
の
出
土
状
況
か
ら
み
て
再
生
鏡
の
多
く
は
、
垂
飾
具
と
し
て
の

使
用
が
考
え
ら
れ
る
。

　
宇
佐
市
高
森
本
丸
遺
跡
（
第
２
図
）
は
宇
佐
山
峡
に
発
し
て
宇

佐
平
野
を
北
流
し
、
周
防
潜
に
注
ぐ
駅
館
川
下
流
の
東
岸
、
丘
陵

の
断
崖
上
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
段
丘
縁
端
に
一
五
基
か
ら
な

る
弥
生
後
期
の
小
集
団
扇
が
あ
り
、
そ
の
多
く
に
鉄
器
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
石
置
土
墳
墓
の
一
基
、
七
号
扇
（
第
２
図
右
）
か
ら
後
便
時
代
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の
内
行
花
文
鎮
の
破
片
（
第
３
図
）
と
紐
状
に
連
結
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
管
玉
が
出
土
し
た
。
こ
の
出
土
の
位
置
は
造
り
付
け
の
土
枕
に

接
し
て
い
た
こ
と
で
胸
飾
り
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
古
墳
出
現
期
を
間
近
に
し
た
集
団
墓
の
一
つ
の
形
態
と
み

ら
れ
る
。

　
こ
の
内
行
花
文
鎮
片
は
鎮
縁
部
長
さ
一
〇
・
五
皿
、
幅
四
・
五
ｍ
を
副
る
。
平
縁
の
内
区
側
櫛
歯
文
、
平
行
線
に
同
心
円
を
配
し
た
文

様
帯
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
特
徴
か
ら
み
て
、
雲
重
文
内
行
花
文
鎮
と
判
定
さ
れ
、
そ
の
Ｉ
部
鎮
片
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
破
鏡
は

破
損
部
を
研
磨
し
、
内
区
側
の
両
端
を
穿
孔
し
て
再
生
鎮
と
し
て
い
る
が
、
再
生
時
に
胸
前
の
垂
れ
鎮
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
再
生
鎮
の
す
べ
て
が
垂
れ
鎮
の
状
態
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
い
さ
さ
か
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
弥
生
時
代
の
小
部
族

連
合
の
印
と
し
て
、
首
長
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
分
配
者
と

し
て
の
権
力
機
構
の
も
と
で
弥
生
時
代
の
連
合
組
織
を
再
生
鎮
で
割
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
で
、
高
倉

洋
彰
、
高
橋
徹
等
が
試
み
た
再
生
鎮
か
ら
の
同
一
鎮
復
元
の
作
業
は
大
い
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
再
生
鎮
の

み
の
出
土
状
況
の
検
討
に
止
ど
ま
ら
ず
、
鎮
の
破
壊
、
再
生
の
状
況
を
も
含
め
て
実
像
の
糾
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
　
　
三
　
再
生
鏡
の
分
配

　
さ
て
再
生
鏡
の
分
配
は
弥
生
式
共
同
体
の
構
造
を
具
体
的
に
物
語
る
重
要
な
資
料
と
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
詮
索
し

て
み
よ
う
と
お
も
う
。
古
代
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
中
国
中
原
王
朝
に
た
い
し
て
、
周
辺
諸
国
か
ら
朝
貢
が
あ
り
、
こ
れ
に
と
も
な
い
爵
位

を
与
え
て
王
位
を
認
め
る
風
習
が
あ
っ
た
。
日
本
に
関
し
て
は
、
『
三
同
志
』
東
夷
伝
や
『
合
宿
』
以
ド
『
災
害
』
な
ど
に
そ
れ
に
関
す

　
　
　
史
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四

　
中
国
に
お
け
る
財
爵
制
度
は
殷
時
代
に
始
ま
り
周
時
代
に
更
に
充
実
し
た
爵
位
制
度
を
確
立
し
、
秦
、
漢
時
代
初
期
ま
で
継
続
さ
れ
て

い
る
。
殷
時
代
朝
廷
は
王
畿
以
外
の
領
地
を
諸
侯
に
わ
け
、
諸
侯
を
三
種
類
の
爵
位
に
分
け
た
。
す
な
わ
ち
侯
・
伯
・
旬
の
三
爵
位
で
あ

る
。
周
時
代
に
は
等
級
は
漸
次
厳
し
く
な
り
、
王
の
下
の
諸
侯
を
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
五
等
爵
に
分
け
玉
を
以
て
財
爵
に
当
て
て

い
る
。
公
爵
に
は
桓
圭
、
侯
爵
に
は
信
圭
、
伯
爵
に
は
躬
圭
、
子
爵
に
は
穀
璧
、
男
爵
に
は
蒲
璧
。
を
も
っ
て
地
位
の
印
と
し
て
い
た
。
ま

た
古
代
中
国
で
は
玉
器
を
爵
位
の
他
に
祭
祀
の
礼
器
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
「
六
器
」
と
し
て
『
周
礼
』
春
官
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
「
以
玉
作
六
器
　
以
礼
天
地
四
万
　
以
蒼
璧
礼
天
　
以
黄
踪
礼
地
　
以
青
圭
礼
東
方
　
以
赤
璋
礼
南
方
　
以
自
薦
礼
西
方
　
以
玄
瑛
礼

　
北
方
」

　
と
あ
る
。
こ
の
様
に
玉
器
は
諸
侯
に
与
え
ら
れ
た
王
標
で
あ
り
、
又
は
礼
器
で
あ
る
。
こ
こ
で
福
岡
県
春
日
市
須
玖
岡
本
遺
跡
、
同
糸

島
郡
三
雲
遺
跡
出
土
の
ガ
ラ
ス
璧
（
ガ
ラ
ス
璧
は
漢
代
の
器
）
は
穀
璧
で
あ
り
、
周
爵
で
子
爵
に
相
当
す
る
玉
器
で
あ
る
が
、
既
に
玉
器

財
爵
制
度
が
存
続
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
漢
代
（
弥
生
式
中
期
）
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
し

か
し
前
漢
鏡
三
十
面
以
上
と
共
に
出
土
し
た
ガ
ラ
ス
璧
は
財
爵
制
度
の
遺
風
の
存
続
と
み
て
さ
し
つ
か
い
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
福
岡
県
筑
紫
郡
夜
須
町
峰
遺
跡
出
土
の
破
壁
は
再
生
し
た
宝
器
で
、
中
国
中
原
王
の
冊
封
に
習
っ
た
弥
生
時
代
の
分
割
連
合
の
統
治
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

　
再
生
鏡
が
分
割
統
治
や
宗
教
上
の
何
ら
か
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
破
璧
の
分
与
に
よ
る
冊
封
が
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
再
生
鏡
の
出
土
を
分
布
状
態
で
み
る
と
、
か
っ
て
中
原
王
朝
か
ら
前
漢
、
後
漢
鏡
と
共
に
爵
位
と
し
て
下
賜
さ
れ
た
塹
の

出
土
地
を
中
心
に
次
第
に
遠
隔
の
地
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
再
生
鏡
の
分
与
さ
れ
た
地
域
破
璧
よ
り
も
更
に
辺
境
の
族
長
に
も



一

及
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
小
地
域
連
合
の
姿
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
再
生
鏡
の
分
配
は
鏡
の
種
類
や
出
土
土
器
な
ど
か
ら
み
て
弥
生
後
期
中
葉
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
期
は
『
三
国
志
』
東
夷
伝
に
み
え
る
邪

馬
台
国
の
世
紀
に
当
た
ろ
う
。
ま
た
再
生
鏡
が
一
斉
に
放
棄
さ
れ
た
時
期
は
弥
生
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
初
期
の
短
期
間
で
あ
り
、
一
部

で
は
前
方
後
円
墳
の
出
現
の
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
こ
れ
ま
で
再
生
鏡
が
も
っ
て
い
た
政
治
的
、
宗
数
的
権
威
が
急
速
に

低
下
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
再
生
鏡
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
漢
、
後
漢
鏡
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
再
生
鏡
の
一
斉
放
棄
を
期
に
、
弥
生
時
代
は
終
息
し
た
と
み

て
よ
い
。
か
わ
っ
て
前
方
後
円
墳
が
進
出
し
、
よ
り
高
い
宗
教
的
、
政
治
的
権
威
の
象
徴
と
し
て
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
出
現
し
、
新
し
い

時
代
の
幕
が
聞
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
最
後
に
再
生
鏡
そ
の
も
の
に
就
い
て
の
感
想
を
述
べ
て
ね
こ
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
再
生
鏡
は
単
な
る
鏡
の
破
片
で
は
な
く
、
い

っ
た
ん
分
離
し
た
鏡
片
を
修
復
し
て
鏡
体
を
復
元
し
た
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
単
な
る
破
鏡
と
呼
ぶ
の
は
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
を

再
生
鏡
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
。
何
故
か
と
言
う
と
再
生
鏡
は
弥
生
時
代
の
地
域
小
集
団
に
お
け
る
権
威
と
祭
祀
具
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
再
生
鏡
は
こ
れ
ま
で
の
伝
世
鏡
の
伝
統
を
す
て
て
弥
生
時
代
終
末
期
に
一
斉
放
棄
が
行
わ
れ
た
劇
的

事
実
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
再
生
鏡
に
関
す
る
記
録

　
中
国
漢
代
以
降
の
製
作
鏡
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
な
記
録
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
再
生
鏡
に
つ
い
て
は
『
神
異
経
』
、

『
本
事
詩
』
、
『
太
平
御
覧
』
な
ど
に
興
味
深
い
記
事
が
の
っ
て
い
る
。
『
太
平
御
覧
』
の
記
事
は
前
の
二
つ
の
記
事
を
合
わ
せ
の
せ
て

い
る
の
で
、
『
神
異
経
』
、
『
本
事
詩
』
に
就
い
て
参
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
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陣
太
子
舎
人
徐
徳
言
之
妻
後
主
叔
賓
之
妹
封
楽
昌
公
主
才
色
冠
絶
時
陣
政
方
胤
徳
言
知
不
相
保
謂
其
妻
日
以
君
之
才
容
国
亡
必
入
権
豪

之
家
斯
水
絶
矣
償
情
縁
未
断
猶
賃
相
見
宜
有
以
信
之
乃
破
一
照
人
執
其
半
約
日
他
日
必
以
正
月
望
日
資
於
都
市
我
富
在
即
以
是
日
訪
之
及

陣
亡
其
妻
果
入
越
公
楊
素
之
家
寵
髪
殊
厚
徳
言
流
離
辛
苦
僅
能
至
京
遂
以
正
月
望
日
訪
於
都
市
有
蒼
頭
責
半
照
者
大
高
其
價
人
皆
笑
之
徳

言
直
引
至
其
居
設
食
具
言
其
故
出
半
照
以
合
之
恐
題
詩
日
照
興
人
倶
去
鐘
踊
人
不
鰯
無
復
嬉
蛾
影
空
留
明
月
輝
陣
氏
得
詩
瀕
泣
不
食
素
知

之
恰
然
改
容
即
召
胎
言
還
其
妻
恐
厚
遺
之
聞
者
無
不
感
歎
恐
興
徳
言
陣
氏
偕
飲
令
陳
氏
為
詩
日
今
日
何
還
次
新
宮
對
□
宮
笑
啼
倶
不
敢
方

験
作
人
難
遂
興
徳
言
婦
江
南
竟
以
終
老

　
『
神
異
経
』

　
昔
有
夫
婦
聘
別
破
鐘
各
執
半
以
為
信
其
妻
忽
興
人
通
鐘
化
前
飛
至
夫
前
其
夫
乃
知
之
後
人
因
鋳
鐘
為
肋
安
背
上
也

　
『
神
異
経
』
は
前
漢
の
東
方
朝
暮
と
い
わ
れ
る
書
で
あ
り
、
『
本
事
詩
』
は
唐
の
孟
啓
撰
と
言
わ
れ
る
の
で
、
漢
代
の
『
神
異
経
』
に

よ
り
ヽ
『
本
事
詩
』
を
参
考
に
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
夫
婦
の
別
離
に
当
た
っ
て
、
鐘
を
半
分
に
破
、

て
そ
れ
ぞ
れ
の
半
を
と
り
、
誓
い
と
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
時
に
半
鐘
を
と
り
そ
れ
に
よ
っ
て
行
動
を
確
か
め
合
い
、
行
動
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
破
鏡
に
よ
っ
て
終
局
の
し
あ
わ
せ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
約
束
を
破
っ
た
妻
の
行
動
が
鵠
と
な

っ
た
破
鏡
に
よ
っ
て
直
ち
に
夫
の
前
に
飛
び
来
り
て
事
を
伝
え
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
再
生
鐘
は
実
際
に
、
夫
婦
間
の
別
離
に
際
し
て

再
開
を
約
す
る
た
め
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
古
代
の
連
合
の
た
め
に
再
生
鐘
を
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
い
ま
だ
問
題
が
あ
り
、
直
ち
に
再
生
鐘
の
分
配
分
与
に
よ
る
連

帯
確
認
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
九
州
北
部
に
隣
接
す
る
中
九
州
地
方
に
お
い
て
、
弥
生
終
末

期
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
再
生
鐘
が
九
州
北
部
の
支
配
層
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
注
意
し
て
お
く
必
要



が
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
関
心
の
も
て
る
問
題
で
あ
る
・
そ
し
て
『
神
異
経
』
・
『
本
事
詩
』
の
「
破
鏡
各
執
半
以
為
信
：
」
「
一
鏡
各

執
其
半
約
日
他
日
・
・
」
は
破
鏡
再
生
分
与
の
問
題
に
大
変
参
考
に
な
る
記
録
で
あ
る
。
今
後
古
典
を
調
べ
考
古
学
的
に
再
生
鏡
の
存
在

を
明
ら
か
に
し
て
こ
の
問
題
を
深
め
た
い
と
考
え
る
が
か
な
り
の
時
間
と
協
力
態
勢
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
破
鏡
再
生
の
問
題
に
関
し
て
若
干
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
大
き
く
三
点
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　
（
一
）
　
再
生
鏡
は
一
部
に
前
便
鏡
の
出
土
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
大
多
数
は
後
便
鏡
の
破
片
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
（
二
）
　
破
鏡
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
再
生
鏡
化
さ
れ
た
か
（
た
と
え
ば
破
鏡
は
便
代
鏡
の
絶
対
数
不
足
の
弥
生
時
代
後
半
に
あ

　
　
　
　
っ
て
、
分
権
態
勢
維
持
の
た
め
自
ら
破
壊
分
与
し
た
。
ま
た
は
破
鏡
そ
の
も
の
を
輸
入
し
て
再
生
鏡
と
し
た
）
。
再
生
鏡
は
便
代

　
　
　
　
の
冊
封
に
習
っ
て
周
代
の
遺
風
を
慣
用
し
、
弥
生
時
代
の
国
家
連
合
の
た
め
に
分
与
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
（
三
）
　
再
生
鏡
は
こ
れ
ま
で
の
舶
載
鏡
が
カ
メ
棺
な
ど
に
副
葬
さ
れ
た
風
習
と
違
っ
て
、
住
居
跡
、
そ
の
他
（
一
部
墓
に
副
葬
）
に

　
　
　
　
放
置
さ
れ
る
な
ど
出
土
箇
所
が
一
定
し
な
い
。
し
か
も
放
置
、
副
葬
の
時
期
が
弥
生
時
代
終
末
か
ら
占
墳
時
代
初
期
の
ご
く
限

　
　
　
　
ら
れ
た
期
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
。

　
再
生
鏡
に
つ
い
て
は
以
上
の
三
点
の
問
題
を
と
う
し
て
き
わ
め
て
興
味
が
あ
る
が
、
弥
生
時
代
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
中
で
便
代
青
銀
鎖

自
身
の
問
題
は
未
だ
に
検
討
が
必
要
で
あ
り
結
論
は
先
に
送
り
た
い
。
こ
の
問
題
を
提
起
す
る
に
当
た
っ
て
は
樋
口
隆
康
、
福
永
光
司
、

王
金
林
の
各
氏
に
は
格
別
の
御
指
導
を
賜
り
、
ま
た
後
藤
宗
俊
、
高
官
洋
彰
、
小
訂
正
五
、
高
橋
徹
の
諸
氏
に
は
厚
意
に
み
ち
た
教
授
を

賜
り
、
こ
こ
に
心
か
ら
感
謝
し
、
今
後
と
も
叱
咤
激
励
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。

　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
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再
生
鏡
の
分
配
と
弥
生
後
期
の
社
会
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『
神
異
経
』
　
　
「
昔
、
夫
婦
ま
さ
に
別
れ
ん
と
す
る
も
の
あ
り
、
鏡
を
破
り
、
各
半
を
執
り
、
以
て
信
為
す
る
。
そ
の
妻
、
に
わ
か
に
人
と
通
ず
。
鏡
、

か
さ
さ
ぎ
と
化
し
、
飛
び
て
夫
の
前
に
至
る
。
そ
の
夫
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
知
る
。
後
人
に
よ
っ
て
鏡
を
鋳
る
に
、
か
さ
さ
ぎ
の
背
上
に
安
ん
ず
る
を
為

す
。
」

　
『
本
事
詩
』
　
陣
の
太
子
舎
人
、
徐
飾
言
の
妻
は
、
後
主
、
故
買
の
妹
な
り
。
楽
昌
公
主
に
封
じ
ら
れ
、
才
色
冠
絶
た
り
、
時
に
陣
政
ま
さ
に
乱
れ
る
。

飾
言
相
保
た
ざ
る
を
知
り
、
そ
の
妻
に
言
い
て
曰
く
、
「
君
の
才
容
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
必
ず
や
権
豪
の
家
に
入
ら
ん
。
こ
こ
に
未
は
絶
た
る
。
も
し
縁

未
だ
断
た
れ
ず
、
な
お
相
見
え
ん
こ
と
を
こ
い
ね
が
わ
ば
、
よ
ろ
し
く
以
て
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
有
る
べ
し
」
と
。
す
な
わ
ち
鏡
を
破
り
て
、
各
そ
の
半

を
執
り
、
約
し
て
曰
く
、
「
他
日
必
ず
正
月
某
日
を
も
っ
て
都
市
に
売
れ
。
我
ま
さ
に
有
ら
ば
、
す
な
わ
ち
こ
の
日
を
以
て
こ
れ
を
訪
ね
ん
」
と
。
陣
滅

ぶ
に
及
び
、
そ
の
妻
果
た
し
て
越
公
楊
素
の
家
に
入
る
。
寵
妾
こ
と
に
厚
し
。
徳
言
、
流
離
辛
苦
し
、
僅
か
に
よ
く
京
に
至
る
。
つ
い
に
正
月
某
日
を
以



っ
て
都
市
を
訪
れ
る
に
、
蒼
頭
に
半
鐘
を
売
る
も
の
有
り
。
大
い
に
そ
の
値
を
高
う
す
。
人
皆
こ
れ
を
笑
う
。
徳
言
、
直
ち
に
ひ
き
て
そ
の
居
に
至
り
、

食
を
設
け
て
つ
ぶ
さ
に
そ
の
故
を
言
い
、
半
鐘
を
出
し
て
以
て
こ
れ
と
合
わ
す
。
す
な
わ
ち
詩
を
題
し
て
曰
く
、
「
鐘
人
と
と
も
に
去
る
、
鐘
帰
へ
る
も

人
未
だ
帰
ら
ず
、
嬌
蛾
の
影
を
復
す
る
こ
と
無
く
、
空
し
く
名
月
の
輝
き
を
と
ど
む
」
と
。
陣
氏
詩
を
得
、
俤
泣
し
食
さ
ず
。
素
こ
れ
を
知
り
、
憤
然
と
し

て
容
を
改
め
、
飾
言
を
召
し
そ
の
妻
を
か
え
す
。
な
お
厚
く
こ
れ
に
お
く
る
。
聞
く
も
の
、
感
嘆
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
な
お
徳
言
、
陣
氏
と
と
も
に
飲
み
、

陣
氏
を
し
て
詩
を
な
さ
し
め
曰
く
、
「
今
日
は
何
の
還
次
か
、
新
宮
の
旧
宮
に
対
す
、
笑
啼
と
も
に
敢
え
て
せ
ず
、
ま
さ
に
作
人
を
験
す
に
難
し
」
と
。

遂
に
飾
言
と
江
南
に
帰
り
、
竟
に
以
て
老
を
終
ゆ
。

　
以
上
の
訳
は
友
永
植
の
教
示
を
う
け
た
。
記
し
て
氏
に
感
謝
を
す
る
。

史
　
学
　
論
　
叢

一
九
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