
　

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
「
三
成
地
区
の
歴
史
と
備
後
地
方
の
自
然
探
訪

教
室
」
に
て
二
〇
一
九
年
六
月
一
六
日
に
行
っ
た
、
広
島
県

尾
道
市
方
言
の
「
～
ち
ゃ
っ
た
」
に
関
す
る
講
演
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
【
尾
道
方
言
】
「
先
生
、
ど
こ
か
ら
来
ち
ゃ
っ
た
ん
？
」

　

（
１
）
は
「
来
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
、

尾
道
に
初
め
て
来
た
人
は
少
し
面
食
ら
う
表
現
で
あ
る
。
こ

の
「
～
ち
ゃ
っ
た
」
は
、
尾
道
市
内
に
限
ら
ず
、
『
こ
れ
が

広
島
弁
じ
ゃ
！
』
（
灰
谷
二
〇
一
六
）
に
あ
る
と
お
り
、
広

島
県
の
方
言
と
し
て
広
く
確
認
で
き
る
。（
１
）で
は
「
ち
ゃ
っ

た
」
は
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
先
生
は
、
ど
こ

か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
」
と
い
う
意
で
使
用
さ
れ
る
。
し

か
し
、
標
準
語
で
は
「
～
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
に

な
る
た
め
、
先
に
示
し
た
と
お
り
、
「
ち
ゃ
っ
た
」
を
（
１
）

の
よ
う
に
使
用
し
な
い
人
は
「
来
る
」
こ
と
が
何
か
失
敗
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
と
ま
ど
う
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
場
面

で
敬
語
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ

の
運
用
を
尾
道
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
を
目
指
す
。
次
節
で

は
ま
ず
、
尾
道
方
言
と
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
意
味

を
確
認
し
、
三
節
は
、
尾
道
方
言
と
東
京
方
言
に
お
い
て
、

意
味
の
異
な
る
「
ち
ゃ
っ
た
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
成

立
し
た
か
に
つ
い
て
、
音
変
化
の
様
子
を
示
す
。
続
く
四
節

で
は
、
日
本
言
語
地
図
か
ら
待
遇
表
現
の
項
を
確
認
し
、
言
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語
調
査
か
ら
尾
道
方
言
の 

「
ち
ゃ
っ
た
」
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
。
五
節
は
ま
と
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
講
演
の
場
で
、
会
場
に
お
越
し
の
方
か
ら
ご
意
見

を
い
た
だ
き
、
四
節
に
示
し
た
全
国
方
言
調
査
の
項
目
を
通

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
、
尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
を
考
察
し
て

い
る
。

二　

尾
道
方
言
と
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
意
味

　

尾
道
方
言
で
は
、
（
２
）
の
よ
う
な
「
ち
ゃ
っ
た
」
が
見

ら
れ
る
。

（
２
）
【
広
島
方
言
】

ａ
カ
ー
プ
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
、
山
本
浩
二
さ
ん
が
来

ち
ゃ
っ
た

ｂ
あ
、
先
輩
髪
切
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね

 

（
灰
谷
二
〇
一
六
）

　

（
２
ａ
） 

で
、
「
来
た
」
の
は
だ
れ
か
と
い
う
と
、
「
山
本

浩
二
さ
ん
」
で
あ
り
、
「
カ
ー
プ
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
」
と
形
容

さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
「
来
た
」
の
尊
敬
語
と

し
て
「
来
ち
ゃ
っ
た
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
２
ｂ
）
も
「
先

輩
」
に
向
か
っ
て
、
そ
の
髪
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
「
切
っ

ち
ゃ
っ
た
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尊
敬
語
の

「
ち
ゃ
っ
た
」
の
例
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

一
方
、
（
３
）
（
４
）
は
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
例

で
あ
る
。

（
３
）
【
東
京
方
言
（
標
準
語
）
】

え
！
？ 

苦
手
な
先
生
が
来
ち
ゃ
っ
た

（
４
）
【
東
京
方
言
（
標
準
語
）
】

あ
～
っ
！
！ 

大
事
な
指
輪
を
ど
こ
か
で
落
と
し

ち
ゃ
っ
た

　

（
３
）
で
「
来
た
」
の
は
、
「
苦
手
な
」
と
い
う
修
飾
語
が

つ
く
「
先
生
」
で
あ
り
、
「
来
た
」
こ
と
が
歓
迎
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
期
待
は
ず
れ
の
状
況
を
表
す
た
め
に
「
来
ち
ゃ
っ

た
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
（
４
）
の
主
語
は
話
し
手

自
身
で
あ
り
、
「
落
と
し
ち
ゃ
っ
た
」
は
、
「
大
事
な
指
輪
を

落
と
す
」
と
い
う
不
注
意
か
ら
く
る
自
分
の
失
敗
を
述
べ
る

の
に
「
ち
ゃ
っ
た
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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（
５
） 

早
く
宿
題
を
済
ま
せ
ち
ゃ
い
な
さ
い

　

東
京
方
言
（
標
準
語
）
の
（
３
）（
４
）
に
見
ら
れ
る
「
ち
ゃ
っ

た
」
は
、
（
５
）
の
「
済
ま
せ
ち
ゃ
う
」
に
あ
る
よ
う
な
完

了
の
意
の
「
て
し
ま
う
」
で
あ
る
。

　

三　

尾
道
方
言
と
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の

成
立

　

本
節
で
は
、
尾
道
方
言
と
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の

成
立
過
程
を
示
す
。
尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
は
、
（
６
）

に
あ
げ
た
よ
う
な
変
化
を
経
て
成
立
し
て
い
る
。
助
詞
の

「
て
」
に
コ
ピ
ュ
ラ
の
「
じ
ゃ
」
が
加
わ
っ
た
「
て
じ
ゃ
」

を
過
去
形
に
し
て
用
い
て
い
る
。

（
６
） 

「
ち
ゃ
っ
た
」
【
尾
道
方
言
】

「
て
」 

＋ 

「
じ
ゃ
」
＋
「
た
」　

→　

「
て
（
じ
）
ゃ
っ
た
」

→　

「
て
ゃ
っ
た
」　

→　

「
ち
ゃ
っ
た
」

　

（
６
）
で
示
し
た
助
詞
「
て
」
は
、
テ
敬
語
や
テ
ヤ
敬
語

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
時
制
で
は
、
（
７
）
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
る
。

（
７
）
ａ
広
島
ま
で
行
っ
て
ん
で
す
か
？

ｂ 

お
客
さ
ん
、
ど
こ
ま
で
乗
っ
て
ん
で
す
か
？

ｃ
明
日
、
来
て
ん
で
す
か
？　

 

（
灰
谷
二
〇
一
六
）

　

次
に
、
東
京
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
は
、
前
節
で
示
し
た

よ
う
に
、「
て
し
ま
っ
た
」
が
も
と
も
と
の
形
で
あ
り
、（
８
）

に
あ
げ
た
よ
う
な
変
化
を
経
て
成
立
し
て
い
る
。
（
８
）
の

変
化
の
過
程
に
は
、
（
９
）
の
よ
う
な
「
っ
ち
ま
っ
た
」
の

形
も
現
れ
る
。

（
８
）
「
ち
ゃ
っ
た
」
【
東
京
方
言
】

「
て
」 

＋ 

「
し
ま
う
」 

＋ 

「
た
」　

→　

「
て
し
ま
っ
た
」 

→ 

「
て
（
し
）
ぃ
（
ま
）
ぁ
っ
た
」　

→　

「
て
ぃ
ぁ
っ
た
」

→ 

「
ち
ゃ
っ
た
」

（
９
）
汚
れ
っ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に 

（
中
原
中
也
）

　

こ
の
よ
う
に
別
々
の
過
程
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ち
ゃ
っ

た
」
は
成
立
し
て
い
る
。
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四　

尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
考
察

　

四
・
一　

日
本
言
語
地
図
か
ら
み
た
尾
道
方
言
の
敬
語
運
用

　

国
立
国
語
研
究
所
な
ど
を
中
心
に
、
方
言
調
査
は
全
国
で

行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
こ
れ
ま
で
に
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

結
果
の
多
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、

だ
れ
も
が
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
日

本
言
語
地
図
も
そ
の
一
つ
で
、
全
国
方
言
分
布
調
査
を
地
図

化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
調
査
は
語
彙
・
音
韻
・
文
法
な

ど
の
項
目
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
講
演
で
は
、
そ
の
よ

う
な
調
査
結
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
方
言
文
法
全
国
地
図
一

で

示
さ
れ
て
い
る
中
国
地
方
や
、
広
島
県
、
さ
ら
に
尾
道
市
の

方
言
の
調
査
結
果
を
紹
介
し
、
言
語
地
図
の
見
方
に
つ
い
て

説
明
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に

か
け
て
の
全
国
方
言
分
布
調
査
の
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
た

『
新
日
本
言
語
地
図
』（
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
を
用
い
、

言
語
地
図
か
ら
尾
道
の
情
報
を
読
み
と
っ
た
。
以
下
、
尾
道

市
周
辺
の
対
者
待
遇
と
第
三
者
待
遇
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て

い
く
。

（
10
）
【
147
図
】
〈
聞
き
手
が
〉
い
る
か―

父
親
に

　

自
分
の
父
に
む
か
っ
て
、
「
あ
し
た
は
家
に
い
る
か
」

と
聞
く
と
き
、
「
家
に
い
る
か
」
の
と
こ
ろ
を 

ど
の
よ

う
に
言
い
ま
す
か
。

　

回
答
：
オ
ル

（
11
）
【
143
図
】
〈
先
生
が
〉
来
る―

父
親
に

　

自
分
の
父
親
に
む
か
っ
て
、
「
も
う
す
ぐ
先
生
が
来

る
」
と
言
う
と
き
、
「
先
生
が
来
る
」
の
と
こ
ろ
を
ど

の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。

　

回
答
：
キ
テ

（
12
）
【
144
図
】
〈
先
生
が
〉
来
る―

親
し
い
友
達
に

　

親
し
い
友
達
に
む
か
っ
て
、
「
も
う
す
ぐ
先
生
が
来

る
」
と
言
う
と
き
、
「
先
生
が
来
る
」
の
と
こ
ろ
を
ど

の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。

　

回
答
：
キ
テ
／
ク
ル

（
13
）
【
142
図
】
〈
先
生
が
〉
来
る―

近
所
の
知
り
合
い
に

　

近
所
の
知
り
合
い
の
人
に
む
か
っ
て
、
や
や
て
い
ね

い
に
「
も
う
す
ぐ
先
生
が
来
る
」
と
言
う
と
き
、
「
先

生
が
来
る
」
の
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。

　

回
答
：
キ
テ
／
キ
テ
ヤ
／
コ
ラ
レ
ル
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（
14
） 

【
140
図
】
〈
聞
き
手
が
〉
来
る
か―

土
地
の
目
上
に

　

こ
の
土
地
の
目
上
の
人
に
む
か
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に

て
い
ね
い
に
「
あ
し
た
も
こ
こ
に
来
る
か
」
と
聞
く
と

き
、
「
こ
こ
に
来
る
か
」
の
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
言

い
ま
す
か
。

　

回
答
：
コ
ラ
レ
ル
／
オ
イ
デ
ニ
ナ
ル
／
キ
テ

（
15
） 

【
145
図
】
〈
父
親
が
〉
来
る―

親
し
い
友
達
に

　

親
し
い
友
達
に
む
か
っ
て
、
「
も
う
す
ぐ
自
分
の
父

親
が
来
る
」
と
言
う
と
き
、
「
自
分
の
父
親
が
来
る
」

の
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。

　

回
答
：
ク
ル

　

講
演
で
は
、
（
10
）
～
（
15
）
に
示
し
た
質
問
文
の
回
答

を
参
加
者
と
と
も
に
確
認
し
た
。
七
〇
～
八
〇
代
の
参
加
者

が
多
い
中
、
概
ね
今
回
示
し
た
『
新
日
本
言
語
地
図
』
の
回

答
と
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
会
場
で
は
、
「
昨
日
も
来

た
か
」
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
す
る
と
き
、
話
す
相
手
に
よ
っ

て
「
ち
ゃ
っ
た
」
を
使
う
場
合
と
使
わ
な
い
場
合
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
参
加
者
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
「
近
所
の

知
り
合
い
の
人
に
む
か
っ
て
、
や
や
て
い
ね
い
に
」
話
す
と

き
に
は
「
来
ち
ゃ
っ
た
」
の
よ
う
に
「
ち
ゃ
っ
た
」
を
使
う
。

こ
れ
は
（
13
）
の
回
答
の
「
キ
テ
／
キ
テ
ヤ
」
と
対
応
を
見

せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
（
14
）
の
回
答
で
は
「
キ
テ
」
が
見

ら
れ
る
の
に
対
し
、
会
場
の
参
加
者
に
よ
る
回
答
で
は
「
こ

の
土
地
の
目
上
の
人
に
む
か
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
て
い
ね
い

に
」
話
す
と
き
は
「
来
ら
れ
た
」
「
お
い
で
に
な
っ
た
」
と

な
り
、「
ち
ゃ
っ
た
」
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
だ
ろ
う
と
あ
っ
た
。

　

四
・
二　

尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
考
察

　
　
　
　

 
―

言
語
調
査
を
通
し
て―

　

講
演
で
は
、
（
10
）
～
（
15
）
に
加
え
、
次
の
（
16
）
～

（
18
）
の
質
問
文
に
つ
い
て
も
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
に
回
答

を
考
え
る
時
間
を
と
っ
た
。

（
16
）
【
140
図
改
め
】

　

こ
の
土
地
の
目
上
の
人
に
む
か
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に

て
い
ね
い
に
「
も
う
新
し
い
ス
ー
パ
ー
に
行
っ
た
か
」

と
聞
く
と
き
、
「
ス
ー
パ
ー
に
行
っ
た
か
」
の
と
こ
ろ

を
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。 

（
17
）
【
142
図
改
め
】

　

近
所
の
知
り
合
い
の
人
に
む
か
っ
て
、
や
や
て
い
ね
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い
に
「
も
う
先
生
は
来
て
、
帰
っ
た
」
と
言
う
と
き
、「
先

生
は
来
て
、
帰
っ
た
」
の
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
言
い

ま
す
か
。

（
18
）
【
144
図
改
め
】

　

親
し
い
友
達
に
む
か
っ
て
、
「
も
う
先
生
は
来
て
、

帰
っ
た
」
と
言
う
と
き
、
「
先
生
は
来
て
、
帰
っ
た
」

の
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
。

　

残
念
な
が
ら
、
（
16
）
～
（
18
）
に
つ
い
て
、
個
別
の
回

答
を
確
認
す
る
こ
と
は
今
回
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
参
加
者
か
ら
は

次
の
よ
う
な
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
19
） 

ａ
あ
な
た
は
、
今
、
何
と　

ユ
ー
テ
ク
レ
チ
ャ
ッ
タ

ｂ
あ
な
た
は
、
今
、
何
と　

イ
ワ
レ
マ
シ
タ
カ

　

（
19
ａ
・
ｂ
）
は
と
も
に
、
同
一
の
話
者
か
ら
の
回
答
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
同
一
の
話
者
が
使
う
と
い
う
回
答
を

得
た
こ
と
か
ら
、
話
者
が
二
つ
を
使
い
分
け
て
い
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
一
節
で
示
し
た
よ
う
に
「
ち
ゃ
っ
た
」
が

尊
敬
語
の
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
方
、
尾
道
方
言
話

者
は
、
（
19
ｂ
）
の
よ
う
な
レ
ル
・
ラ
レ
ル
形
の
敬
語
も
用

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
四
・
一
節
の
（
13
） 

（
14
）
で
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら

れ
る
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
意
味
と
機
能
に
つ
い
て
は
、
関
西
方

言
の
「
は
る
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
西
方

言
の
「
は
る
」
敬
語
に
つ
い
て
は
、
辻
（
二
〇
〇
九
）
に
詳

し
い
が
、
滝
浦
（
二
〇
〇
八
）
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
、「
「
ハ

ル
」
の
機
能
が
、
対
象
を
ソ
ト
待
遇
す
る
こ
と
に
よ
る
遠
隔

化
で
は
な
く
、
対
象
を
ウ
チ
的
に
と
ら
え
る
近
接
化
に
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

　

「
は
る
」
の
機
能

（
20
）
【
関
西
方
言
】

ａ
山
田
さ
ん
、
い
て
は
る
（
い
て
は
り
ま
す
か
）
？

 

［
ウ
チ
的
「
ハ
ル
」
］

ｂ
田
中
先
生
、
お
ら
れ
ま
す
か
？

 

［
ソ
ト
的
「
レ
ル
」
］

 

（
滝
浦
二
〇
〇
八
：
七
一
、
（
14
）
（
15
）
を
筆
者
改
め
）

　

関
西
方
言
の
「
ハ
ル
」
と
同
様
、
尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ

た
」
も
〈
近
づ
け
〉
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
き
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
灰
谷
（
二
〇
一
六
）
に
お
い
て
も
（
21
）
の
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例
を
挙
げ
て
、
「
尊
敬
の
意
味
が
薄
ま
っ
て
き
て
、
も
う
少

し
軽
い
丁
寧
語
レ
ベ
ル
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
」
な
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
21
）
【
広
島
方
言
】

黒
田
先
生
、
ど
こ
行
っ
ち
ゃ
っ
て
ん
で
す
か

 

（
灰
谷
二
〇
一
六
）

　

（
21
）
で
は
、
「
ち
ゃ
っ
た
」
に
加
え
、
「
て
」
が
敬
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
ち
ゃ
っ
た
」
が
尊
敬
語
と
し
て

十
分
に
機
能
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
て
」
を
さ
ら
に
尊
敬
語

と
し
て
加
え
る
必
要
は
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
「
ち
ゃ
っ
た
」
の
意
味
の
変
容
を
表
す
。

　

五　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
尾
道
方
言
の
「
ち
ゃ
っ
た
」
に
つ
い
て
、
形

式
上
は
同
じ
も
の
が
標
準
語
に
も
あ
る
が
、
成
立
が
異
な

る
こ
と
を
見
て
き
た
。
ま
た
、
敬
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る

「
ち
ゃ
っ
た
」
に
、
現
在
、
意
味
の
変
容
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
同
じ
方
言
を
使
用
す
る

人
ど
う
し
の
〈
近
づ
け
〉
の
機
能
を
含
む
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

会
場
で
は
、
参
加
者
自
身
が
ど
の
よ
う
に
「
ち
ゃ
っ
た
」

を
使
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
多
く
の
例
を
挙
げ
て
い
た
だ

い
た
。
ま
た
今
回
は
、
「
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
語
に
注
目
し

て
話
を
行
っ
た
が
、
「
お
る
え
」
や
「
来
る
ど
ー
」
と
い
っ

た
終
助
詞
に
つ
い
て
も
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
も
、
敬
語
や
話
し
手
と
聞
き
手
の
関
係
を
示
す
言
語
表

現
と
し
て
、
今
後
、
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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照
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