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私
が
生
ま
れ
育
っ
た
小
松
市
の
東
部

丘
陵
地
帯
は
、
江
戸
時
代
か
ら
銅
鉱
山

や
金
鉱
山
が
開
鉱
さ
れ
て
き
た
歴
史
が

あ
る
。
特
に
明
治
以
降
の
、
加
賀
藩
家

老
で
あ
っ
た
横
山
家
、
そ
の
後
日
本
工

業
が
経
営
し
て
き
た
尾
小
屋
鉱
山
が
有

名
で
あ
る
。
こ
の
間
の
明
治
八
年
か
ら

昭
和
三
七
年
ま
で
の
鉱
山
の
歴
史
や
鉱

山
技
術
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て

来
ま
し
た
。
そ
の
研
究
調
査
過
程
で
、

尾
小
屋
以
外
の
周
辺
鉱
山
に
つ
い
て
も

調
査
す
る
機
会
が
あ
っ
て
そ
こ
で
知
っ

た
あ
る
人
物
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
人
の
名
は
「
竹
内
明

太
郎
」
と
い
い
ま
す
。
株
式
会
社
コ
マ

ツ
の
創
業
者
で
す
。
コ
マ
ツ
の
関
係
者

や
早
稲
田
大
学
卒
業
生
な
ら
ご
存
知
か

と
思
い
ま
す
。

　
小
松
工
業
高
等
学
校
の
設
立

　

県
立
小
松
工
業
高
校
と
高
知
県
立
高

知
工
業
高
等
学
校
は
、
平
成
十
六
年
の

秋
、
文
武
両
面
に
わ
た
る
交
流
を
よ
り

発
展
さ
せ
よ
う
と
、
姉
妹
校
の
締
結
を

し
ま
し
た
。
そ
の
高
知
工
業
高
校
の
正

門
に
入
る
と
、
突
き
当
た
り
に
小
さ
な

庭
園
が
あ
り
、
其
処
に
二
つ
の
胸
像
が

建
っ
て
い
ま
す
。
竹
内
綱
と
竹
内
明
太

郎
父
子
の
胸
像
で
あ
る
。

　

そ
の
右
側
の
胸
像
の
標
札
に
は
、
本

校
創
立
者　

竹
内
綱　

自
由
民
権
運
動

家
、
政
治
家
、
実
業
家
で
あ
っ
た
竹
内

綱
は
、
明
治
四
六
年
、
高
知
県
の
発
展

の
基
礎
を
つ
く
る
た
め
「
工
業
ハ
富
国

ノ
基
」
の
理
念
か
ら
、
工
業
技
術
者
の

養
成
を
め
ざ
し
、
私
財
を
投
じ
て
私
立

高
知
工
業
学
校
（
現
在
高
知
県
立
高
知

工
業
高
等
学
校
）
を
創
立
し
た
。

一
八
三
九
（
天
保
十
年
）
～
一
九
二
二

（
大
正
十
一
年
）
と
あ
る
。

　

左
側
の
胸
像
の
標
札
を
見
る
と
、
本

校
創
立
者　

竹
内
明
太
郎　

実
業
家
、

政
治
家
。
父
、
綱
と
と
も
に
本
校
発
展

に
多
大
な
る
功
績
を
残
し
た
。
ま
た
、

早
稲
田
大
学
理
工
科
の
新
設
に
尽
力
す

る
な
ど
、
産
業
教
育
の
振
興
に
貢
献
し

た
。
一
八
六
九
（
万
延
元
年
）
～

一
九
二
八
（
昭
和
三
年
）
と
あ
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
竹
内
綱　

明
太
郎

父
子
は
高
知
工
業
高
校
の
創
立
者
で
あ

り
ま
す
が
、
と
り
わ
け
明
太
郎
は
、
明

治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
・
小
松
市
の

東
部
に
あ
っ
て
、
隆
盛
を
極
め
た
遊
泉

寺
銅
山
の
経
営
に
あ
た
り
、
そ
の
後
、

世
界
的
企
業
と
な
る
コ
マ
ツ
（
小
松
製

作
所
）
を
創
業
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
コ
マ
ツ
社
員
で
も
余
り
知
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹

内
明
太
郎
は
「
人
づ
く
り
こ
そ
、
企
業

の
礎
で
あ
り
、
国
を
興
す
礎
で
あ
る
」

と
い
う
理
念
の
持
ち
主
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
小
松
製
作
所
の
前
身
で
あ
る
小

松
鉄
工
所
の
創
業
以
来
、
ず
っ
と
引
き

継
が
れ
て
き
て
い
る
が
、
企
業
内
の
人

づ
く
り
だ
け
で
な
く
、
小
松
の
教
育
振

興
と
り
わ
け
現
在
の
小
松
工
業
高
校
の

創
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

　

明
太
郎
が
亡
く
な
っ
て
十
年
経
っ
た

昭
和
十
三
年
、
石
川
県
で
は
県
立
工
業

学
校
の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
が
、
そ
の

立
地
を
巡
っ
て
小
松
市
と
七
尾
市
が
猛

烈
な
誘
致
合
戦
を
展
開
し
て
い
た
。
当

初
は
小
松
市
側
が
形
成
不
利
で
、
七
尾

市
の
方
に
決
ま
る
か
に
見
え
た
が
、
こ

の
時
に
小
松
製
作
所
が
決
定
的
な
役
割

を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
県
立
工
業
学

校
の
建
設
費
二
一
万
五
千
円
を
全
額
負

担
す
る
こ
と
を
小
松
製
作
所
が
申
し
出

た
の
で
あ
る
。
熾
烈
を
極
め
た
県
立
工

業
学
校
の
誘
致
合
戦
は
、
小
松
市
側
が

断
然
有
利
と
な
り
、
結
局
小
松
市
に
建

設
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
松
製
作
所
の
こ
の
英
断
が
な
か
っ

た
ら
、
県
立
工
業
学
校
は
七
尾
市
に
建

設
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
同
製

作
所
が
県
立
工
業
学
校
の
建
設
誘
致
に

巨
額
を
投
じ
た
の
は
。
地
元
の
小
松
市

に
工
業
学
校
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
中
堅

技
術
者
の
養
成
が
で
き
、
企
業
と
し
て

も
技
術
者
の
確
保
が
容
易
に
で
き
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
だ
け
な
ら
ば

小
松
製
作
所
で
は
従
来
か
ら
、
か
な
り

の
レ
ベ
ル
の
技
術
者
教
育
を
企
業
内
で

も
実
施
し
て
き
て
い
る
。
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
そ
う
し
た
利
害
だ
け
で
な
く
、

同
製
作
所
に
浸
透
し
て
い
た
明
太
郎
の

「
人
づ
く
り
」
と
「
地
域
の
発
展
に
寄

与
す
る
」
と
い
う
思
想
が
、
こ
の
英
断

を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

こ
う
し
て
昭
和
十
四
年
、
石
川
県
立

小
松
工
業
学
校
が
誕
生
し
た
。
最
初
の

入
学
志
願
者
の
倍
率
は
、
定
員
の
六
倍

に
も
達
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
学
制

も
変
遷
・
改
正
等
で
県
立
小
松
高
等
学

校
、
県
立
小
松
実
業
高
等
学
校
を
経
て
、

昭
和
三
八
年
に
小
松
市
打
越
町
の
地
に

移
転
拡
充
し
県
立
小
松
工
業
高
等
学
校

と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
実
業
家
竹
内
明
太
郎

　

竹
内
綱
は
土
佐
宿
毛
藩
士
で
あ
っ
た
。

伊
賀
家
に
仕
え
て
歩
兵
伍
長
、
目
付
役
、

仕
置
役
、
さ
ら
に
は
大
阪
の
宿
毛
蔵
屋

敷
の
仕
事
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
明
治

に
な
っ
て
、
蔵
屋
敷
引
き
あ
げ
後
は
大

阪
府
の
公
務
員
に
就
い
て
い
た
。
し
か

し
一
八
七
三
年
に
陸
奥
宗
光
の
推
薦
で

大
蔵
省
の
庶
務
頭
と
な
っ
た
。
し
か
し

翌
年
辞
任
し
、
蓬
莱
社
の
後
藤
象
二
郎

よ
り
高
島
炭
鉱
の
管
理
を
引
き
受
け
た
。

そ
の
後
は
鉱
山
経
営
に
あ
た
り
、
端
島
、

大
島
、
香
島
、
三
島
炭
鉱
等
の
経
営
権

を
得
て
、
一
八
七
六
年
に
は
蓬
莱
社
の

社
長
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
板

垣
退
助
ら
と
と
も
に
自
由
党
員
と
し
て

の
政
治
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
さ
ら

に
一
八
八
五
年
に
佐
賀
県
芳
谷
の
鉱
区

の
払
い
下
げ
を
受
け
て
、
芳
谷
炭
鉱
合

資
会
社
を
設
立
す
る
も
、
翌
年
に
は

社
会
教
育
・
生
涯
学
習
奨
励
研
究
事
業
②

『
工
業
教
育
に
尽
力
し
た
偉
人 

～
竹
内
明
太
郎
～
』

社
会
教
育
協
会
理
事
　
清 

丸
　
亮 

一
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二
六
歳
に
な
っ
た
明
太
郎
に
芳
谷
炭
鉱

の
管
理
を
一
任
し
、
自
ら
は
政
治
活
動

に
身
を
投
じ
て
い
る
。
こ
の
竹
内
綱
だ

け
で
も
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て

の
変
革
期
に
あ
っ
て
ま
さ
に
波
瀾
万
丈

の
人
生
で
あ
り
、
綱
及
び
綱
と
親
交
の

あ
っ
た
人
物
た
ち
を
合
わ
せ
て
興
味
の

あ
る
処
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
子

息
の
明
太
郎
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の

で
、
綱
の
こ
と
は
こ
こ
で
止
め
て
お
く
。

　

さ
て
明
太
郎
で
あ
る
が
、
一
八
六
〇

年
に
宿
毛
に
生
ま
れ
、
そ
の
後
綱
が
大

阪
府
に
出
仕
し
た
頃
か
ら
炭
鉱
経
営
を

一
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
父
と
生
活

を
共
に
す
る
。
こ
の
間
大
阪
で
は
岩
崎

英
学
塾
で
学
び
、
父
と
と
も
に
上
京
後

は
、同
文
社
（
中
村
敬
芋
）、仏
学
塾
（
中

江
兆
民
）
に
学
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
大
阪
と
東
京
で
西
洋
文
明
に
深
く
触

れ
る
と
と
も
に
、
父
を
通
し
て
自
由
民

権
運
動
に
も
関
わ
り
政
治
の
世
界
へ
足

を
踏
み
込
も
う
と
し
た
時
に
、
突
然
父

か
ら
「
芳
谷
炭
鉱
の
経
営
を
見
て
く
れ

な
い
か
。
い
や
や
っ
て
く
れ
」
と
云
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

炭
鉱
を
任
さ
れ
た
明
太
郎
は
、
技
術

革
新
と
合
理
化
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

だ
。
炭
鉱
用
機
械
は
輸
入
に
頼
ら
ず
、

自
社
で
で
き
る
も
の
は
極
力
内
製
化
し
、

コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
っ
た
。
こ
の
た
め

に
明
治
二
五
年
、
炭
鉱
内
に
鋳
物
場
、

鍛
冶
場
、
仕
上
げ
場
、
木
工
場
や
木
型

場
を
有
す
る
付
属
工
場
を
設
け
た
。
明

太
郎
の
経
営
方
針
の
一
つ
に
「
必
要
な

機
械
類
等
は
す
べ
て
自
社
製
造
し
、
こ

れ
を
他
に
仰
が
ず
」
と
い
う
方
針
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
合
理
化
や
技
術

革
新
に
よ
っ
て
炭
鉱
の
採
炭
量
は
着
実

に
増
加
し
、
父
綱
の
期
待
に
見
事
応
え

た
。
こ
の
後
新
た
に
竹
内
鉱
業
を
設
立

し
、
さ
ら
に
鉱
山
事
業
に
意
欲
を
燃
や

し
て
、
炭
鉱
や
他
鉱
山
を
次
々
と
手
に

入
れ
て
事
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ま

た
明
治
三
二
年
か
ら
約
一
年
を
か
け
て

西
欧
諸
国
を
廻
り
鉱
山
業
、
機
械
工
業
、

造
船
業
等
を
視
察
す
る
と
と
も
に
、
パ

リ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
の
視
察

も
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
見
た
各
国
の

工
業
技
術
の
水
準
は
、
日
本
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
視
察
で
日
本
の
工
業
技
術
の
後
れ

を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
の
工
業
技
術
の
育
成
の
重
要
性
を

再
認
識
を
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
工

業
富
国
基
」
工
業
こ
そ
国
を
富
ま
す
基

で
あ
る
。
西
欧
視
察
で
こ
の
言
葉
を
身

を
以
て
体
験
し
、
こ
の
貴
重
な
体
験
を

事
業
経
営
に
生
か
し
た
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
明
治
三
五
年
に
、

竹
内
鉱
業
が
遊
泉
寺
銅
山
を
買
収
し
そ

の
経
営
に
乗
り
出
す
。
こ
の
遊
泉
寺
銅

山
の
経
営
に
あ
た
っ
て
も
、
欧
米
の
新

し
い
技
術
を
導
入
し
近
代
的
な
生
産
体

制
を
確
立
し
た
。
例
え
ば
銅
山
に
付
属

の
発
電
所
を
建
設
し
、
小
型
コ
ン
バ
ー

タ
ー
を
は
じ
め
、
電
気
分
解
精
錬
装
置

な
ど
の
最
新
設
備
を
導
入
し
て
、
全
国

の
鉱
山
関
係
者
の
注
目
を
集
め
た
。
こ

の
よ
う
に
順
調
な
鉱
山
経
営
で
あ
っ
た

が
、
明
太
郎
の
頭
の
中
で
は
、「
資
源

は
有
限
。
石
炭
や
銅
も
掘
り
進
め
ば
、

い
つ
か
は
鉱
脈
は
尽
き
る
。
鉱
脈
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
奥
深
く
な
れ
ば
生

産
コ
ス
ト
が
上
が
り
経
営
を
圧
迫
し
、

い
つ
か
は
行
き
詰
ま
っ
て
閉
山
に
追
い

込
ま
れ
る
。」
と
云
っ
た
危
機
感
で
あ

る
。「
一
方
で
は
産
業
革
命
の
歴
史
な

ど
を
見
て
も
、
工
業
技
術
は
尽
き
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
熟
練
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
新
し
い
技
術
を
産
み
出
し
、

生
産
効
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
、
新
し
い
産
業
の
創

出
を
見
る
な
ど
無
限
の
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
。
そ
し
て
自
分
が
鉱
山
事
業
の

次
に
や
る
べ
き
は
、
工
業
、
そ
れ
も
機

械
工
業
事
業
で
あ
る
、
ポ
ス
ト
鉱
業
と

し
て
で
き
れ
ば
そ
の
地
域
に
新
た
な
産

業
を
興
し
た
い
。」
と
早
く
か
ら
そ
の

こ
と
を
意
識
し
万
国
博
の
視
察
後
に
は
、

着
々
と
そ
の
手
を
打
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　

そ
の
一
つ
が
「
唐
津
鉄
工
所
」
で
あ

る
。
芳
谷
炭
鉱
の
付
属
鉄
工
所
と
し
て

明
治
三
九
年
に
発
足
し
て
い
る
。
創
業

当
初
は
、
芳
谷
炭
鉱
の
炭
鉱
用
機
械
の

補
修
や
製
造
と
唐
津
港
に
出
入
り
す
る

内
外
の
石
炭
運
搬
用
の
船
舶
の
エ
ン
ジ

ン
、
機
械
の
修
理
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
新
し
い
工
作

機
械
を
開
発
製
造
す
る
こ
と
を
目
標
に

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
機
械
設
備
が

整
っ
て
く
る
と
、
明
治
四
四
年
に
は
六

尺
旋
盤
の
製
造
に
成
功
し
外
販
を
始
め

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
平
削
盤
、
万

能
フ
ラ
イ
ス
盤
、
万
能
研
削
盤
な
ど
の

製
造
に
も
着
手
し
、
唐
津
鉄
工
所
は
、

池
貝
鉄
工
、
大
隈
鉄
工
、
新
潟
鉄
工
、

東
京
瓦
斯
鉱
業
と
並
ん
で
工
作
機
械
の

五
大
メ
ー
カ
ー
と
い
わ
れ
た
。

　

ま
た
小
松
に
お
い
て
は
、
遊
泉
寺
銅

山
で
、
鉱
山
用
機
械
を
製
作
す
る
目
的

で
小
松
鉄
工
所
を
設
立
し
た
の
は
大
正

六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
松
鉄
工

所
の
開
設
に
備
え
て
、
機
械
や
冶
金
技

術
者
に
最
新
の
技
術
知
識
を
吸
収
さ
せ

る
た
め
、
設
備
機
械
、
冶
金
製
鋼
業
、

工
作
機
械
、
電
氣
機
械
技
術
、
電
気
冶

金
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
鍛
圧
機
等

の
調
査
や
研
究
の
た
め
に
欧
米
諸
国
に

次
々
と
派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鉄
工

素
材
の
材
質
が
外
国
の
そ
れ
に
比
べ
て

劣
る
の
を
知
り
、
機
械
工
具
用
の
特
殊

鋼
材
の
重
要
性
か
ら
、
特
殊
鋼
鋼
材
の

自
社
生
産
を
目
指
し
、
大
正
七
年
に
小

松
電
氣
製
鋼
所
を
設
立
し
た
。
そ
し
て

特
殊
鋼
鋼
材
の
研
究
試
作
を
開
始
し
た
。

と
り
わ
け
機
械
の
重
要
素
材
で
あ
り
な

が
ら
開
発
の
遅
れ
て
い
た
鋳
鋼
の
研
究

に
力
を
注
い
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
研

究
開
発
さ
れ
た
製
品
に
自
信
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
て
外
販
方
針
を
打
ち
出
し

た
の
は
三
年
後
の
大
正
九
年
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
三
年
間
も
新
製
品
の
開

発
と
自
家
製
造
に
時
間
を
か
け
た
の
は
、

明
太
郎
の
機
械
工
業
に
お
け
る
経
営
方

針
、「
自
信
の
持
て
る
製
品
が
で
き
る

ま
で
は
外
部
へ
の
販
売
は
行
わ
な
い
」

に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
明
太
郎

は
事
業
に
あ
た
っ
て
の
心
得
と
し
て
、

一　

  

事
業
の
施
設
は
す
べ
か
ら
く
無
駄

な
き
も
の
に

二　

  

製
品
は
欠
点
な
き
完
全
な
も
の
に

三　

  

研
究
は
一
時
も
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
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四　
  

人
の
養
成
は
将
来
を
考
え
て
努
め

て
多
く

五　

  
な
る
べ
く
人
の
手
を
下
さ
ぬ
も
の

を

六　

  

将
来
国
産
化
の
見
込
み
を
つ
け
て

輸
出
の
方
途
を
見
極
め
よ

七　

  

儲
け
は
そ
の
次
で
よ
い

　

と
、
非
常
に
簡
潔
明
瞭
で
、
い
つ
の

時
代
に
も
通
用
す
る
経
営
哲
学
と
も
言

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
唐
津
鉄
工
所
に
し
て
も
小
松

鉄
工
所
に
し
て
も
、
地
方
に
創
設
し
て

そ
こ
か
ら
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。「
何

故
地
方
な
の
か
」
明
太
郎
は
そ
の
理
由

を
五
つ
挙
げ
て
い
る
。

一　

  

そ
の
地
方
に
受
け
た
恩
に
報
い
ん

が
た
め

二　

  

鉱
山
廃
止
後
に
お
け
る
そ
の
地
方

の
衰
退
に
影
響
を
き
た
ら
し
め

ん
が
た
め

三　

  

優
秀
な
製
品
、
理
想
的
な
製
品
は
、

特
殊
な
技
能
あ
る
工
手
を
要
す
。

こ
れ
に
は
純
朴
で
質
実
た
る
地

方
の
子
弟
を
訓
練
養
成
す
る
こ

と
を
最
良
と
す
る
た
め

四　

  

国
家
的
見
地
よ
り
、
工
業
の
地
方

分
散
主
義
な
ど
を
主
と
し
て
考

え
、
そ
の
地
を
適
当
と
す
る

五　

  

良
品
に
国
境
な
し
、
い
づ
れ
に
お

い
て
製
作
す
る
も
問
題
と
な
ら

な
い

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
唐
津
鉄
工
所
と

小
松
鉄
工
所
を
そ
れ
ぞ
れ
鉱
山
に
隣
接

す
る
地
方
都
市
に
設
立
し
、
そ
こ
を
出

発
点
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
松

鉄
工
所
と
小
松
電
氣
製
鋼
所
を
一
つ
に

し
た
新
会
社
「
小
松
製
作
所
」
も
小
松

市
か
ら
動
か
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
次
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

一　

  

遊
泉
寺
銅
山
に
近
く
、
施
設
・
物

資
・
人
員
な
ど
相
互
の
便
益
が
保

た
れ
る

二　

  

北
陸
線
小
松
駅
に
も
隣
接
し
、
引

き
込
み
線
に
よ
る
物
資
の
搬
入
、

製
品
の
輸
送
が
便
利
で
あ
る

三　

  

純
朴
、
質
実
で
、
し
か
も
定
着
力

の
あ
る
地
方
農
村
出
身
者
の
子

弟
の
採
用
及
び
育
成
が
期
待
で

き
る

四　
  

手
取
川
流
域
を
中
心
に
北
陸
一
帯

に
わ
た
っ
て
水
力
発
電
所
の
開

発
が
有
望
で
、
電
氣
製
綱
事
業
に

不
可
欠
な
、
豊
富
で
安
価
な
電
力

の
供
給
が
期
待
で
き
る

　

特
に
小
松
周
辺
地
域
に
お
け
る
労
働

力
の
質
の
高
さ
に
加
え
、
水
の
豊
富
さ

を
重
要
視
し
て
い
た
。
明
太
郎
が
地
方

の
都
市
に
固
執
し
た
五
つ
の
理
由
と
合

わ
せ
て
考
え
る
と
、
明
太
郎
の
経
営
理

念
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
こ
こ

近
年
事
業
所
、
工
場
、
人
口
ま
で
も
が

大
都
市
に
集
中
し
、
過
密
化
か
ら
の
弊

害
か
ら
、
地
方
分
散
化
が
強
く
叫
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
明
太

郎
は
既
に
大
正
期
に
は
そ
の
こ
と
を
予

見
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
小
松
製
作
所
の
創

業
は
、「
工
業
技
術
の
発
展
こ
そ
国
家

の
発
展
」
と
い
う
明
太
郎
の
理
想
へ
の

企
業
像
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
理
想
を
追
い
求
め
る
が
故
に
、
そ

の
後
小
松
製
作
所
に
あ
っ
て
は
経
営
的

に
厳
し
い
状
況
が
続
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
明
太
郎
の
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、

「
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
で
は
工
業

技
術
の
発
展
、
国
家
の
発
展
は
望
め
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
竹
内
明
太
郎
と
工
業
教
育

　

実
業
家
竹
内
明
太
郎
は
、
先
に
紹
介

し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
明

太
郎
の
教
育
に
残
し
た
足
跡
に
つ
い
て

紹
介
し
た
い
。

　

明
治
一
九
年
に
芳
谷
炭
鉱
の
経
営
を

任
さ
れ
た
後
、
順
調
に
鉱
山
が
発
展
す

る
と
と
も
に
炭
鉱
街
も
大
き
く
な
り
人

口
も
多
く
な
っ
て
、
炭
鉱
従
業
員
の
子

ど
も
た
ち
の
た
め
の
教
育
機
関
も
必
要

だ
ろ
う
と
、
炭
鉱
の
中
心
地
に
炭
鉱
従

業
員
の
子
ど
も
た
ち
専
用
の
小
学
校
を

設
立
し
開
校
し
た
。
こ
の
小
学
校
は
開

校
四
年
後
に
は
村
立
芳
谷
尋
常
小
学
校

と
な
っ
て
い
る
。
芳
谷
炭
鉱
の
あ
っ
た

北
波
多
村
の
郷
土
史
家
に
よ
れ
ば
、「
芳

谷
炭
鉱
は
明
太
郎
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、

地
域
の
主
要
産
業
と
し
て
村
を
潤
し
た
。

ま
た
炭
鉱
経
営
だ
け
で
な
く
、
村
の
教

育
に
も
強
い
関
心
を
持
ち
、
炭
鉱
街
に

小
学
校
を
設
立
せ
し
め
た
。
明
太
郎
は

優
れ
た
経
営
者
で
あ
る
と
と
も
に
立
派

な
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。」
と
評
価
し

て
い
る
。

　

明
太
郎
の
「
人
づ
く
り
こ
そ
、
企
業

の
礎
で
あ
り
、
ま
た
国
を
興
す
疎
で
も

あ
る
」
と
い
う
理
念
は
鉱
山
経
営
を
手

が
け
て
以
来
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
き
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
芳
谷
炭
鉱
や
遊
泉
寺

銅
山
の
経
営
に
あ
た
っ
て
も
そ
う
で

あ
っ
た
が
、「
企
業
経
営
の
基
本
は
人

づ
く
り
で
あ
る
」
と
し
て
、
人
材
教
育

に
は
力
を
入
れ
て
い
た
。
明
治
三
九
年

に
設
立
し
た
唐
津
鉄
工
所
、
大
正
六
年

に
設
立
し
た
小
松
鉄
工
所
に
お
い
て
も
、

社
是
の
第
一
に
「
人
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
」
を
掲
げ
て
そ
れ
を
実
践
し
て
い

る
。
そ
れ
は
両
工
場
に
共
通
し
て
い
る

が
、
鉄
工
所
の
設
立
と
同
時
に
「
見
習

養
成
所
」
を
鉄
工
所
の
中
に
設
立
し
て

い
る
。
中
堅
技
術
者
の
養
成
を
目
的
と

し
た
も
の
だ
が
、「
技
術
の
習
得
は
言

う
に
及
ば
ず
、
ま
ず
は
一
人
の
人
間
と

し
て
の
学
習
も
欠
か
せ
な
い
。
双
方
が

相
ま
っ
て
こ
そ
一
人
前
の
技
術
者
と
い

え
る
」
と
い
う
の
が
明
太
郎
の
理
想
と

し
た
技
術
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人

材
の
養
成
を
目
的
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
企
業
内
養
成
所
の
当
初
の
授

業
内
容
は
、
工
場
の
作
業
に
必
要
な
数

学
、
物
理
、
化
学
、
製
図
、
機
械
工
作

法
、
金
属
材
料
と
い
っ
た
専
門
教
科
を

は
じ
め
と
し
て
英
語
の
ほ
か
に
、
人
間

形
成
に
欠
か
せ
ぬ
道
徳
教
育
な
ど
に
も

重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

企
業
内
で
人
づ
く
り
（
教
育
）
を
実

践
し
て
き
た
明
太
郎
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
よ
り
高

度
な
技
術
者
を
養
成
す
る
専
門
学
校
の

設
立
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
工
科
大

学
設
立
の
構
想
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
明
太
郎
は
優
秀
な
技
術
者
や
養

成
所
生
徒
を
、
よ
り
高
度
な
工
業
技
術

の
習
得
と
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
、

次
々
と
海
外
に
研
修
・
留
学
の
派
遣
を
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行
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
明
治
三
九
年
頃
か
ら
工
科

大
学
の
設
立
の
具
体
的
準
備
に
と
り
か

か
っ
た
。
た
ま
た
ま
偶
然
と
い
う
か
同

時
期
に
早
稲
田
大
学
で
理
工
学
部
の
設

置
計
画
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
。
し
か

し
早
稲
田
大
学
で
は
、
優
秀
な
教
授
陣

を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
大

き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
構

想
の
ド
ッ
キ
ン
グ
に
は
明
太
郎
の
専
門

学
校
設
立
へ
の
強
い
思
い
が
働
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
早
稲
田
大
学
の
創
立

者
は
大
隈
重
信
で
あ
る
。
大
隈
重
信
と

い
え
ば
、
明
太
郎
の
父
綱
が
所
属
し
て

い
た
自
由
党
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た

立
憲
改
進
党
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。

明
太
郎
に
躊
躇
い
が
な
か
っ
た
わ
け
で

も
な
か
っ
た
ろ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
こ

だ
わ
り
を
捨
て
て
「
先
進
国
に
負
け
な

い
工
業
教
育
の
早
期
確
立
こ
そ
最
優
先

さ
せ
る
べ
き
」
と
、
明
太
郎
が
育
て
て

き
た
留
学
生
を
含
め
、
七
人
の
蒼
々
た

る
新
進
学
者
を
、
早
稲
田
大
学
の
教
授

陣
と
し
て
「
寄
贈
」
を
申
し
出
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
教
授
陣
の
派
遣
に

と
ど
ま
ら
ず
そ
の
給
与
を
も
数
年
間
援

助
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
方
で
明
太
郎
は
、「
現
場
の

実
務
に
も
精
通
し
、
高
度
な
技
術
を
も

吸
収
で
き
る
、
い
っ
て
み
れ
ば
中
堅
技

術
者
を
養
成
す
る
工
業
学
校
も
必
要
で

あ
る
」
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
工
業
学

校
の
構
想
は
、
早
稲
田
大
学
で
実
を
結

ん
だ
工
科
大
学
の
構
想
と
ほ
ぼ
同
時
進

行
の
形
で
具
体
化
の
方
策
を
探
っ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
折
、
工
業
学
校
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
明
太
郎
の
郷
里
の
高

知
県
に
お
い
て
も
明
治
四
〇
年
前
後
か

ら
論
議
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
高
知
に
産
業
を
興
し
発
展
さ
せ
る
た

め
に
、
工
業
学
校
を
設
立
し
工
業
技
術

者
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

説
く
同
郷
同
級
の
織
田
信
福
か
ら
、
明

太
郎
に
「
そ
の
た
め
に
も
、
是
非
高
知

に
工
業
学
校
を
つ
く
っ
て
く
れ
」
と
い

う
突
然
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。「
郷

里
の
た
め
に
何
か
し
た
い
」
と
考
え
て

い
た
明
太
郎
と
し
て
は
、
こ
の
申
し
入

れ
を
受
け
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
く
し
て
明
治
四
五
年
に
財
団
法
人
私

立
高
知
工
業
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
そ

れ
は
学
校
創
立
後
の
五
年
間
で
、
学
校

資
金
の
三
〇
万
円
を
竹
内
家
が
寄
付
す

る
こ
と
と
し
て
、
ま
さ
に
竹
内
家
が
高

知
工
業
学
校
を
丸
抱
え
で
面
倒
見
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
巨

額
の
資
金
を
投
入
し
て
の
工
業
学
校
の

設
立
で
あ
る
。
明
太
郎
が
如
何
に
工
業

教
育
に
力
を
入
れ
て
い
た
か
。
産
業
振

興
を
願
い
、
情
熱
を
注
い
で
い
た
か
か

わ
か
る
。

　

竹
内
明
太
郎
に
つ
い
て
調
べ
れ
ば
調

べ
る
ほ
ど
に
、
ど
れ
だ
け
書
い
て
も
書

き
き
れ
な
い
。、
私
は
工
業
教
育
に

三
八
年
間
携
わ
っ
て
き
た
が
、
竹
内
明

太
郎
の
工
業
教
育
に
対
す
る
思
い
入
れ

に
は
及
ぶ
す
べ
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な

立
派
な
方
が
お
ら
れ
た
こ
と
だ
け
で
も
、

工
業
高
校
で
学
ぶ
生
徒
た
ち
に
伝
え
た

い
と
思
い
筆
を
執
っ
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ロ
ー
グ
　
―
工
業
富
国
基
―

　

農
を
以
て
国
を
養
い
、
工
を
以
て
国

を
富
ま
し
む
る
。
資
源
は
有
限
で
あ
り
、

石
炭
や
銅
も
掘
り
進
め
ば
い
づ
れ
鉱
脈

は
尽
き
る
。
鉱
脈
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
奥
深
く
な
れ
ば
生
産
コ
ス
ト
が
上
が

り
、
経
営
を
圧
迫
し
、
い
つ
か
は
行
き

詰
ま
り
閉
山
に
追
い
込
ま
れ
る
。
工
業

技
術
に
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
ポ
ス

ト
鉱
業
と
し
て
、
地
域
に
新
た
な
工
業

を
興
し
た
い
。
我
が
国
の
将
来
を
考
え

た
場
合
、
そ
の
た
め
に
も
工
技
術
者
の

養
成
が
必
要
で
あ
る
。

　

竹
内
明
太
郎
は
「
工
業
富
国
基
」
の

理
念
の
基
に
、
事
業
で
稼
ぎ
出
し
た
利

益
ど
こ
ろ
か
私
財
ま
で
も
惜
し
む
こ
と

な
く
投
入
し
、
産
業
振
興
と
工
業
教
育

に
異
常
な
ほ
ど
の
情
熱
を
傾
け
た
。
と

り
わ
け
工
業
教
育
に
は
力
を
入
れ
た
。

そ
れ
は
自
ら
の
企
業
内
で
は
、
見
習
い

技
術
者
育
成
の
た
め
の
養
成
学
校
の
設

立
、
ま
た
指
導
者
ク
ラ
ス
に
は
海
外
留

学
や
研
修
の
機
会
も
与
え
た
。
ま
た
外

に
向
け
て
は
、
早
稲
田
大
学
理
工
科
の

開
設
や
郷
里
高
知
で
の
高
知
工
業
学
校

の
設
立
に
見
ら
れ
る
。

　

石
川
県
立
小
松
工
業
高
等
学
校
の
前

身
小
松
工
業
学
校
の
設
立
も
、
明
太
郎

の
理
念
を
受
け
継
い
だ
小
松
製
作
所
の

力
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
の
こ
と
を
縁
に
、
高
知
工
業
高
等
学

校
と
小
松
工
業
高
等
学
校
の
両
校
の
間

で
平
成
一
六
年
に
姉
妹
校
の
締
結
が
な

さ
れ
、
以
降
毎
年
文
武
両
面
に
わ
た
っ

て
交
流
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

後
記　

本
稿
は
小
松
工
業
高
等
学
校

同
窓
会
関
東
支
部
か
ら
、
母
校
の
設
立

に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
是
非
紹
介
し
て
欲
し
い
と
の
依
頼
が

発
端
で
し
た
。
当
時
私
は
県
立
尾
小
屋

鉱
山
資
料
館
に
い
て
、
郷
土
の
鉱
山
歴

史
や
技
術
に
つ
い
て
、
尾
小
屋
鉱
山
を

中
心
に
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

本
稿
に
出
て
く
る
遊
泉
寺
銅
山
は
対
象

外
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
じ
明
治
期

に
小
松
市
東
部
山
間
地
に
あ
っ
て
栄
え

た
遊
泉
寺
銅
山
に
つ
い
て
も
小
松
市
に

あ
っ
た
鉱
山
と
し
て
調
査
に
加
え
ま
し

た
。
そ
の
中
で
本
稿
に
紹
介
し
た
よ
う

な
事
実
を
知
り
驚
き
ま
し
た
。
本
文
で

は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
竹
内
明
太
郎

は
、
昭
和
戦
後
の
首
相
吉
田
茂
の
実
兄

と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
ま
た
驚
き
ま
し

た
。
大
企
業
コ
マ
ツ
の
誕
生
経
緯
を
知

る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
人

物
な
ど
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
本
研
究

を
通
し
て
楽
し
い
学
習
が
自
分
な
り
に

で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

参
考
資
料
等

　

沈
黙
の
巨
星

 

小
松
商
工
会
議
所
編

　

工
業
ハ
富
国
ノ
基

 

高
知
工
高
同
窓
会
編

　

小
松
市
の
鉱
山
誌

 

尾
小
屋
鉱
山
資
料
館


