
地
域
の
貴
重
な
資
料
が

急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い

る
昨
今
、
峡
谷
に
遺
さ
れ

た
先
人
た
ち
の
足
跡
を
た

ど
る
仕
事
を
し
て
い
る

と
、
た
と
え
ば
薄
汚
れ
た

紙
切
れ
一
枚
の
背
後
に

も
、
有
名
無
名
、
多
く
の

人
々
の
累
々
と
し
た
営
み

が
潜
ん
で
い
る
の
を
感
じ

る
。
先
年
、
仲
間
と
『
伊

那
谷
の
文
学
碑
』
を
出
版

し
、
ま
た
文
化
財
関
連
の

調
査
を
し
て
い
る
と
、
こ

の
地
域
の
奥
深
い
文
化
と

歴
史
の
諸
相
に
接
し
、
そ

の
度
に
、
忘
却
さ
れ
た
事

柄
の
、
あ
ま
り
に
多
い
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
、
驚
か

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
物
の
価
値
の

変
貌
激
し
い
近
現
代
に
あ

っ
て
は
、
先
人
の
せ
っ
か

く
遺
し
て
く
れ
た
文
物

も
、
そ
の
意
味
の
消
失
と

と
も
に
忘
却
さ
れ
る
運
命

に
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
致

し
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
あ
ま
り
に
も

無
思
慮
に
物
が
捨
て
ら
れ

る
時
代
に
な
っ
た
。
そ
れ

ら
は
本
来
自
分
た
ち
の
拠

っ
て
立
つ
足
元
の
土
で
は

な
い
か
│
│
。
は
な
は
だ

し
き
は
、
文
字
や
写
真
と

し
て
遺
さ
れ
て
い
た
、
意

味
の
あ
る
は
ず
の
文
物
が

ゴ
ミ
集
積
場
や
資
源
回
収

置
き
場
に
持
ち
込
ま
れ
る

昨
今
で
あ
る
。

冊
子
や
本
・
写
真
ば
か

り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら

の
物
は
、
必
要
と
さ
れ
た

意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
そ
の
意
味
が
断
ち
切

れ
た
時
に
ゴ
ミ
に
変
わ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
意
味
を
復
活
さ
せ
、

分
断
さ
れ
て
い
た
「
物
」

や
「
人
」
を
繋
げ
て
い
く

こ
と
で
、
消
え
か
け
た
存

在
の
意
味
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
│
│
。

そ
う
思
っ
て
い
た
の
は

私
ど
も
ば
か
り
で
は
な
い

ら
し
く
、「
捨
て
な
い

で
！
」
を
合
い
言
葉
に
四

年
前
に
立
ち
上
げ
た
公
益

社
団
法
人
南
信
州
地
域
資

料
セ
ン
タ
ー
に
は
多
く
の

人
か
ら
、忘
れ
ら
れ
た
り
、

放
棄
さ
れ
て
い
た
本
や
写

真
、書
画
が
寄
贈
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
も
一
点
で
は
点

だ
が
、
集
ま
る
と
線
か
ら

面
を
な
し
、
時
代
状
況
を

浮
き
上
が
ら
せ
る
。
そ
の

集
積
の
中
で
、
当
時
そ
の

「
物
」
が
存
在
し
た
意
味

を
取
り
戻
す
と
と
も
に
、

現
代
を
生
き
る
私
ど
も
に

と
っ
て
新
し
い
意
味
を
付

与
し
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。そ

こ
に
価
値
を
見
い
だ

し
た
仲
間
で
、
こ
の
地
域

で
活
躍
し
た
近
代
以
降
一

万
人
規
模
の
「
文
化
関
係

人
物
事
典
」
を
編
も
う
と

既
に
七
年
越
し
で
カ
ー
ド

を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の

調
査
研
究
の
過
程
で
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
カ
ー
ド

に
盛
れ
な
い
「
人
」
と

「
物
」、
そ
し
て
郷
土
に
繋

が
る
逸
話
等
が
、
た
く
さ

ん
発
掘
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
資
料
「
物
」

や
「
人
」
が
溜
ま
っ
て
き

た
の
で
、「
南
信
州
」
の

紙
面
を
お
借
り
し
て
、
あ

ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ

た
物
の
中
か
ら
拾
い
出
し

た
、古
く
て
新
し
い
物
を
、

仲
間
と
一
緒
に
少
し
ず
つ

紹
介
し
て
い
こ
う
と
思

う
。
も
と
よ
り
体
系
的
に

整
理
し
た
も
の
で
は
な
い

の
で
、
時
代
は
あ
ち
こ
ち

す
る
と
思
う
が
、
見
慣
れ

た
こ
の
地
域
の
景
物
が
何

か
ひ
と
つ
で
も
違
っ
て
見

え
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。

資
料
渉
猟
余
話
そ
の
１

蔵での整理・搬出作業風景

郷
土
の
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と
資
料
と
の
巡
り
会
い吉
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現
在
第
七
版
を
重
ね
る

岩
波
国
語
辞
典
は
、
下
伊

那
郡
豊
村
帯
川
（
現
阿
南

町
）
出
身
の
西
尾
実
と
岩

淵
悦
太
郎
の
編
集
で
、
第

一
版
は
一
九
六
三
（
昭
和

三
十
八
）
年
四
月
十
日
の

発
刊
で
あ
る
。

こ
の
辞
典
の
特
徴
は
、

単
に
言
葉
の
意
味
を
記
す

だ
け
で
な
く
「
春
」
に
例

を
取
れ
ば
、
英
語
で
は

「
ス
プ
リ
ン
グ
」
と
い
い
、

こ
れ
は
別
に
「
ば
ね
」
や

「
泉
」
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
春
」

と
い
う
言
葉
に
は
地
の
底

か
ら
わ
き
出
る
水
の
よ
う

に
、
ま
た
お
さ
え
つ
け
て

も
は
ね
返
す
力
が
あ
る

と
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
説
明
に
加

え
る
こ

と
を
基

本
方
針
と

し
た
画
期

的
な
辞
典

で
あ
っ

た
。

◇
南
信
州

資
料
セ
ン

タ
ー
、
通

称
「
捨
て

な
い
で
」
の
活
動
は
、
い

た
だ
い
た
資
料
が
現
在
３

万
点
を
越
え
る
の
で
復
本

を
二
部
ま
で
確
保
し
、
そ

れ
以
上
の
も
の
は
希
望
者

に
活
用
し
て
い
た
だ
い
た

り
、
廃
棄
処
分
を
実
施
し

て
い
る
が
、
そ
の
最
終
点

検
を
立
場
上
筆
者
が
行
っ

て
い
る
。

過
日
、
そ
の
作
業
中
前

記
し
た
岩
波
の
国
語
辞
典

が
あ
っ
た
。
ま
た
辞
典
か

と
思
い
な
が
ら
何
気
な
く

パ
ラ
パ
ラ
と
ペ
ー
ジ
を
め

く
っ
て
い
る
と
、
は
ら
り

と
一
枚
の
ハ
ガ
キ
が
落
ち

た
。
お
や
っ
と
思
い
宛
名

を
見
る
と「
矢
高
行
路
様
」

と
あ
る
。
辞
典
の
持
ち
主

は
か
つ
て
貴
重
な
郷
土
資

料
を
い
た
だ
い
た
矢
高
行

路
（
束
）
で
、
ハ
ガ
キ
の

裏
面
に
文
章
が
記
さ
れ
、

差
出
人
は
「
西
尾
実
」
と

あ
る
の
で
、
改
め
て
文
章

を
読
み
返
し
た
。
そ
こ
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
た
。

「
思
い
な
が
ら
御
無
沙

汰
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

岩
波
国
語
辞
典
に
つ
い
て

さ
っ
そ
く
お
用
い
く
だ
さ

れ
御
感
想
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
れ
あ
り
が
と
う
存
じ

ま
す
。
言
語
生
活
に
つ
き

鋭
い
反
省
と
観
察
を
お
持

ち
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
あ

な
た
か
ら
の
お
こ
と
ば
、

感
銘
深
く
承
り
ま
し
た
。

お
励
ま
し
に
応
え
た
い
と

存
じ
一
言
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

五
月
三
十
一
日

東
京
都
杉
並
区
和
泉
町

八
一
五

西
尾
　
実
」

◇

こ
の
ハ
ガ
キ
の
書
か
れ

た
五
月
三
十
一
日
は
ハ
ガ

キ
の
消
印
ス
タ
ン
プ
に

「
38
」
と
あ
る
の
で
、
辞

典
が
発
刊
さ
れ
た
昭
和
三

十
八
年
で
あ
る
。

こ
の
年
の
四
月
に
辞
典

が
発
刊
さ
れ
、
矢
高
は
早

速
購
入
し
、使
っ
て
み
て
、

そ
の
感
想
や
気
づ
い
た
点

を
編
集
者
の
西
尾
実
に
書

き
送
っ
た
の
で
あ
る
。
二

人
は
か
ね
て
か
ら
相
知
る

間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
も
文

面
か
ら
伺
わ
れ
る
が
、
発

刊
後
わ
ず
か
一
カ
月
半
の

間
に
こ
う
し
た
こ
と
が
や

り
取
り
さ
れ
た
速
さ
に
一

驚
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
頃
の
西
尾
実
は
持

病
の
眼
疾
が
進
み
、
山
下

先
生
の
口
述
筆
記
や
代
筆

が
多
く
な
っ
て
い
た
が
、

文
学
博
士
号
を
受
け
、
講

演
も
多
く
多
忙
の
時
期
で

も
あ
っ
た
。そ
う
し
た
中
、

こ
の
よ
う
な
ハ
ガ
キ
を
返

し
た
西
尾
の
学
者
と
し
て

の
誠
実
さ
、
こ
ま
や
か
さ

を
語
る
貴
重
な
資
料
の
一

つ
で
は
な
い
か
と
思
い
一

文
を
草
し
た
次
第
。

辞
典
の
あ
と
表
紙
裏
に

矢
高
は
絵
を
描
き
、
箴
言

を
記
さ
れ
、
ハ
ガ
キ
を
は

さ
み
、
愛
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
一
冊

で
あ
っ
た
。（
文
中
敬
称

を
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
）

資
料
渉
猟
余
話
そ
の
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こ
の
コ
ラ
ム
の
22
回

で
、
嶋
さ
ん
に
よ
る
下
平

政
一
と
彼
が
作
成
し
た
豪

華
肉
筆
本
に
つ
い
て
の
紹

介
が
あ
っ
た
。

昨
平
成
25
年
の
末
、
開

善
寺
の
庫
裏
に
、
北�

�

一�
�

明�
�

と
い
う
方
の
預
か
り
荷
物

が
あ
っ
て
20
年
余
、
手
つ

か
ず
で
あ
り
、
所
蔵
者
に

繋
が
る
情
報
は
な
い
か
と

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。

下
平
政
一
か
ら
娘
の
和
子

さ
ん
に
辿
り
つ
き
、結
局
、

資
料
セ
ン
タ
ー
で
処
分
す

る
こ
と
に
な
り
、
下
見
し

た
が
、
そ
の
折
、
庫
裏
の

根
太
を
沈
ま
せ
て
踞
っ
て

い
る
膨
大
な
資
料
の
中
か

ら
、
展
覧
会
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
一
つ
を
い
た
だ
い
て

き
て
、
目
を
通
し
び
っ
く

り
し
た
。

荷
物
の
預
け
主
、
下
平

政
一
の
息
子
・
北
一
明
と

は
本
名
が
下
平
昭�

�
�

一�
�

と

い
い
、
あ
ろ
う
こ
と
か
筆

者
の
高
校
の
同
年
生
で
あ

っ
た
。
面
影
は
記
憶
に
あ

っ
た
が
、
卒
業
後
音
信
が

途
絶
え
て
お
り
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
記
さ
れ
て
い
た

次
の
経
歴
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
活
躍
の
様
子
を
知

っ
た
。

大
学
卒
業
後
、
陶
芸
の

道
に
入
り
、独
学
を
重
ね
、

築
窯
し
て
制
作
し
た
。
そ

の
後
独
自
の
研
究
に
よ

り
、
曜�

�

変�
�

に
よ
っ
て
偶
然

出
現
す
る
と
い
わ
れ
て
お

り
、
発
生
が
謎
と
さ
れ
て

い
る
「
油�

滴�
�

点�
�

目�
�

」
の
発

生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
き
と

め
て
諸
作
を
制
作
し
、
従

来
の
焼
き
物
の
美
を
変
え

る
理
論
と
実
作
を
試
み
た

の
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
作
っ
た
諸
作

を
丸
善
画
廊
・
京
王
百
貨

店
・
根
津
美
術
館
そ
の
他

で
展
覧
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
上
海
そ
の
他
外
国
で

も
個
展
を
開
く
ま
で
に
な

っ
た
。
中
国
上
海
で
開
い

た
「
北
一
明
〈
創
造
美
の

世
界
〉
展
・
特
集
」
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
美
術
評

論
家
・
詩
人
の
宗
左
近
や

安
藤
次
男
、
飯
田
出
身
の

後
藤
総
一
郎
の
諸
氏
を
は

じ
め
、
諸
外
国
の
研
究

家
・
大
学
教
授
ら
が
賛
辞

を
呈
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
北
の
作
品
は
根
津
美
術

館
・
池
田
二
十
世
紀
美
術

館
・
広
島
平
和
記
念
館
は

じ
め
大
英
博
物
館
・
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
・
カ
ナ
ダ
国

立
ビ
ク
ト
リ
ア
美
術
館
・

上
海
美
術
館
な
ど
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

さ
ら
に
北
は
作
品
制
作

に
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
原
爆
を

浴
び
た
土
を
使
い
、
世
界

平
和
の
願
い
を
込
め
て
制

作
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に

推
薦
さ
れ
た
と
の
話
も
か

つ
て
耳
に
し
た
こ
と
を
思

い
出
し
た
り
し
た
。

し
か
し
、
前
述
の
曜
変

天
目
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年

６
月
17
日
の
朝
日
新
聞

「
曜
変
の
光
に
魅
了
さ
れ

︱
謎
の
制
作
方
法
　
挑
む

陶
芸
家
た
ち
」
の
特
集
記

事
が
あ
り
、
５
人
の
陶
芸

家
が
紹
介
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
中
に
北
の
名
前

は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

北
の
著
書『
陶
芸
入
門
』

（
昭
和
53
年
11
月
・
鶴
書

房
）
に
は
「
陶
芸
史
上
唯

一
の
謎
と
さ
れ
て
い
た

〝
耀
（
北
は
こ
の
字
を
使

っ
て
い
る
）
変
〟
の
創
造

に
成
功
す
る
」
と
記
し
て

あ
る
か
ら
、
そ
の
秘
密
を

つ
き
と
め
た
と
思
う
し
、

作
品
図
録
に
は
確
か
に
曜

変
天
目
と
思
わ
れ
る
諸
作

も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
…
。

２
ト
ン
車
２
台
余
に
な

っ
た
北
の
膨
大
な
荷
物
・

書
物
の
中
に
は
、
こ
の
他

に
、『
あ
る
伝
統
美
へ
の

反
逆
』（
三
一
書
房
）、

『
新
や
き
も
の
入
門
』（
主

婦
と
生
活
社
）
他
、
各
種

カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
北
の
著

作
・
制
作
に
な
る
資
料
も

あ
っ
た
。
北
は
、
平
成
24

年
10
月
19
日
歿
。
行
年
78

歳
で
あ
っ
た
。

資
料
渉
猟
余
話
そ
の
23

北
一
明
こ
と
下
平
昭
一
君
の
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と
資
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澤
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こ
の
一
冊
に
最
初
に
出

合
っ
た
の
は
小
野
惣
平
先

生
の
お
勧
め
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
。

小
野
先
生
に
は
𠮟
ら
れ

も
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い

た
。
日
本
刀
に
つ
い
て
も

そ
の
一
つ
で
、
未
だ
に
刀

を
手
に
す
る
と
教
え
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
想
い
起

こ
さ
れ
て
く
る
。

「
日
本
刀
は
鉄
の
藝
術

だ
。
鉄
を
鍛
え
て
、
本
来

実
用
で
あ
る
か
ら
折
れ

ず
、
曲
が
ら
ず
、
欠
け
ず
、

し
か
も
こ
れ
だ
け
美
し
い

姿
に
作
り
上
げ
た
の
は
、

世
界
広
し
と
い
え
ど
も
日

本
だ
け
で
あ
る
。
鉄
の
表

面
を
美
し
く
仕
上
げ
て
刃

紋
つ
け
る
技
術
は
ま
さ
に

鉄
の
藝
術
で
、
大
英
博
物

館
に
大
切
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
の
も
そ
の
美
し
さ
の

故
で
あ
る
」
と
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
。

さ
ら
に
、「
刀
の
本
当

の
良
さ
は
、
鞘�

�

を
は
ら
っ

て
、
振
っ
て
み
て
初
め
て

わ
か
る
」
と
言
わ
れ
、
ご

所
持
の
刀
に
つ
い
て
、
そ

う
す
る
こ
と
を
勧
め
て
く

だ
さ
り
、
軽
過
ぎ
て
も
重

過
ぎ
て
も
腕
や
体
に
余
分

な
力
が
入
っ
て
し
ま
う
こ

と
を
実
感
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
古
今
の
名
刀
と
は

単
に
姿
・
形
が
美
し
い
だ

け
で
な
く
、
こ
う
し
た
こ

と
を
併
せ
持
っ
た
刀
で
あ

ろ
う
と
想
像
を
逞�

�
�し

く
し

た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
先
生
は
、
何
事

に
つ
け
て
も
本
物
を
見
る

こ
と
が
大
切
だ
と
言
わ

れ
、
こ
の
本
間
順
治
著

『
日
本
刀
』
を
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
若
輩
の
私
に
は
こ

の
本
は
難
し
い
部
分
の
多

い
一
冊
で
あ
っ
た
。
著
者

本
間
さ
ん
の
刀
に
関
す
る

造
詣
の
広
さ
、
深
さ
の
故

で
あ
っ
た
と
今
に
し
て
思

う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
後

手
に
す
る
こ
と
も
な
く
、

入
手
し
た
い
と
思
い
つ
つ

四
〇
年
を
経
て
い
た
が
、

「
捨
て
な
い
で
!!
」
の
活

動
に
寄
せ
ら
れ
た
一
冊
と

し
て
著
者
の
眼
の
前
に
現

れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
、
山
形
県
生

ま
れ
の
本
間
順
治
さ
ん
に

つ
い
て
。「
本
間
様
に
は

及
び
も
な
い
が
、
せ
め
て

成
り
た
や
殿
様
に
」
と
俚

謡
に
も
あ
る
地
区
の
名

家
・
素
封
家
、
本
間
家
の

生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
。

『
朝
日
人
物
事
典
』（
一
九

九
〇
刊
）
に
よ
る
と
、
日

本
刀
研
究
家
。
國
學
院
大

学
在
学
中
か
ら
研
鑽
を
積

み
、
卒
業
後
文
部
省
に
入

省
、刀
剣
調
査
に
当
た
る
。

戦
後
国
立
博
物
館
（
現
東

京
国
立
博
物
館
）
調
査
課

長
と
し
て
国
宝
や
重
要
美

術
品
の
調
査
保
存
に
従

事
。敗

戦
後
、
日
本
刀
の
製

作
・
保
存
を
禁
止
し
た
連

合
国
側
と
粘
り
強
く
交
渉

し
て
、
日
本
刀
の
芸
術
性

を
認
め
さ
せ
、
美
術
刀
剣

の
保
存
を
実
現
さ
せ
た
功

績
は
大
き
い
。
日
本
刀
剣

保
存
協
会
初
代
会
長
。
号

薫
山
。

戦
後
、
連
合
国
命
に
よ

る
刀
剣
回
収
と
い
う
出
来

事
が
あ
っ
た
。
第
何
次
か

の
「
刀
狩
り
」
と
も
称
さ

れ
た
が
、
刀
剣
を
持
つ
こ

と
を
禁
じ
、
所
持
者
は
地

区
の
責
任
者
に
提
出
す
る

よ
う
に
と
い
う
お
達
し

で
、
筆
者
の
家
で
も
蔵
の

長
持
の
中
の
刀
を
何
本
か

届
け
た
こ
と
を
思
い
出

す
。集

め
た
日
本
国
中
の
刀

剣
は
靖
国
神
社
の
境
内
に

山
と
積
ま
れ
、
燈
油
を
か

け
て
焼
却
し
た
の
だ
と
も

伝
え
聞
い
た
。

本
間
さ
ん
が
日
本
刀
剣

保
存
の
た
め
に
ど
の
よ
う

な
交
渉
を
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
知
り
た

い
と
も
思
っ
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
資
料
は
と
ん
と

出
て
来
な
い
。
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前
稿
で
取
り
あ
げ
た
本

間
順
治
著
『
日
本
刀
』
に

関
連
し
て
、
今
回
は
南
信

州
地
域
資
料
セ
ン
タ
ー
で

お
預
か
り
し
た
軍
刀
に
つ

い
て
紹
介
す
る
。

第
二
次
大
戦
に
出
征
の

折
、
親
か
ら
贈
ら
れ
た
刀

を
軍
刀
仕
立
て
に
し
て
持

っ
て
行
っ
た
刀
が
、
本
人

戦
死
の
後
、
縁
あ
っ
て
持

ち
主
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
た

も
の
で
、
軍
刀
仕
立
て
を

解
き
、
白�

�

鞘�
�

に
納
め
た
一

振
で
、
文
化
財
保
護
委
員

会
発
行
の
「
銃
砲
刀
剣
登

録
証
」
を
備
え
た
、
長
さ

一
尺
九
寸
三
分
（
58
・
５

セ
ン
チ
）の
脇
差
で
あ
る
。

あ
つ
ら
え
て
作
っ
た
木

箱
に
入
っ
て
お
り
、
箱
表

に
北
原
痴
山
が
「
軍
刀
一

振
、
航
空
兵
准
尉
戦
歴
之

愛
刀
」
と
、
箱
蓋
裏
に
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
、

戦
争
半
ば
に
し
て
既
に
こ

の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た

の
か
と
、
当
時
が
偲
ば
れ

感
慨
深
い
。

「
昭
和
十
八
年
三
月
十

三
日
　
チ
モ
ー
ル
島
ラ
ウ

テ
ン
飛
行
場
よ
り
索
敵
線

哨
戒
の
目
的
を
以
て
出

動
、
任
務
遂
行
中
敵
機
に

遭
遇
　
空
中
戦
を
実
施
敵

を
重
撃
せ
し
も
機
体
を
破

損
　
飛
行
場
近
く
ま
で
飛

翔
せ
し
と
雖�

�
�も

機
よ
り
発

火
し
終
に
愛
機
と
運
命
を

共
に
せ
り
　
此
軍
刀
は
友

軍
に
依
り
て
燃
ゆ
る
機
中

よ
り
取
り
出
さ
れ
し
も
の

也
　
昭
和
十
八
年
十
一
月

十
一
日
公
葬
の
日
　
痴
山

学
人
謹
記
」（
旧
漢
字
、

字
ア
ケ
は
筆
者
）

元
の
刀
は
二
尺
を
越
え

る
打
刀
で
あ
っ
た
と
思
う

が
軍
刀
に
仕
立
て
る
た
め

に
摩�

�

上�

げ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
二
尺
よ
り
わ
ず

か
に
短
く
な
っ
て
お
り
、

茎
�
�
�

に
は
作
刀
者
の
銘
も
刻

ん
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
無

銘
と
な
っ
て
お
り
、
作
者

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し

刃
紋
は
三
本
杉
系
の
匂

�
�
�

造�
�

り
で
あ
る
か
ら
関�

�

系
統
の

刀
と
考
え
ら
れ
る
。
目�

釘�
�

穴
の
位
置
か
ら
み
て
、
も

と
も
と
無
銘
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
第
二

次
大
戦
に
参
加
し
な
が
ら

生
き
残
り
、
前
稿
で
記
し

た
戦
後
の
刀
剣
回
収
も
ま

ぬ
が
れ
た
貴
重
な
一
振
で

あ
る
こ
と
に
間
違
い
な

い
。ま

た
箱
の
中
に
は
「
倅�

�
�

よ
う
ん
と
働
い
た
か
」
の

見
出
し
の
あ
る
昭
和
十
七

年
二
月
十
七
日
の
朝
日
新

聞
が
あ
り
、
こ
の
刀
を
贈

っ
た
記
事
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
日
の
新
聞
の

第
一
面
の
見
出
し
は
「
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
」
で
、

勝
ち
戦
に
日
本
中
が
沸
い

た
様
子
を
伝
え
る
新
聞
で

あ
る
が
、
戦
死
者
の
氏
名

も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
刀
を
贈
ら
れ
た

本
人
は
健
在
で
あ
っ
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
と

い
う
勝
ち
戦
の
記
事
と

「
倅
よ
う
ん
と
働
い
た
か
」

の
記
事
と
の
関
係
は
い
ま

一
つ
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
陥

し
入
れ
る
こ
と
に
か
な
り

関
係
す
る
部
隊
に
属
し
て

い
た
の
か
と
も
想
像
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

こ
の
記
事
中
、
贈
っ
た

刀
は
「
藤
原
壽
命
作
の
名

刀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
参
考
ま
で
に
記
し
て

お
く
。
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