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は
じ
め
に
本
誌
の
編
集
者
よ
り
「
三
国
町
史

編
纂
の
体
験
を
述
べ
、
今
後
こ
の
種
の
事
業
を
や

ろ
う
と
す
る
人
の
参
考
に
し
て
ほ
し
い
」
と
の
依

頼
が
あ
っ
た
。
私
は
既
に
三
国
町
史
の
編
集
後
記

ぞ
書
い
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
を
読
ん
で

頂
く
と
し
て
、
今
迄
に
刊
行
さ
れ
た
、
県
下
の
町

村
史
(
誌
)
の
一
編
纂
に
就
い
て
述
べ
、
更
に
三
国

町
史
に
も
触
れ
て
、
今
後
乙
の
種
の
事
業
に
携
わ

る
万
々
の
参
考
に
供
じ
た
い
と
思
う
。

編
修
の
動
機
戦
前
に
県
下
で
刊
行
さ
れ
た
い

わ
ゆ
る
郷
土
誌
は
、
鷹
巣
村
誌
・
豊
村
誌
・
吉
川

村
郷
土
誌
・
上
池
田
村
誌
・
南
中
山
村
誌
等
で
、

戦
後
に
比
べ
て
余
り
振
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
勾
じ
か
し
、
一
万
で
は
福
井
県
史
の
よ
う
に
、

町
村
史
の
編
纂

(ー)

地
方
史
の
白
眉
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
町
村
史
(
誌
)
の
編

纂
が
俄
然
活
況
を
呈
し
、
現
在
ま
で
に
二
十
余
の

町
村
史
(
誌
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に

は
岡
本
村
史
の
よ
う
に
、
戦
前
に
編
纂
が
行
な
わ

れ
、
途
中
で
編
纂
者
が
死
亡
し
て
中
止
と
な
り
、

戦
後
別
な
編
纂
者
の
手
で
、
刊
行
さ
れ
た
よ
う
な

も
の
も
あ
る
。

戦
前
い
ち
早
く
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
の
は
大
野

町
史
で
、
二
十
二
年
か
ら
二
十
九
年
ま
で
の
聞

に
、
六
輯
を
重
ね
て
い
る
。
戦
前
に
は
偶
然
の
事

情
等
か
ら
郷
土
研
究
が
行
な
わ
れ
、
編
纂
に
至
っ

た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
戦
後
刊
行
さ
れ
た
町
村

史
の
多
く
は
、
町
村
合
併
と
深
い
関
係
を
も
っ
て

編
纂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
坂
井
郡

に
例
を
と
る
と
、
二
十
七
年
か
ら
三
十
九
年
に
か

け
て
、
鳴
鹿
村
誌
・
伊
井
村
誌
・
剣
岳
村
誌
・
浜

四
郷
村
誌
・
金
津
町
史
・
木
部
村
誌
・
細
目
木
村

誌
・
川
西
町
史
・
三
国
町
史
の
順
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
時
期
は
他
郡
の
場
合
で
も
大
体
同
様

で
、
恰
も
町
村
合
併
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。

即
ち
、
二
十
八
年
の
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ

れ
た
当
時
、
県
下
に
は
百
五
十
も
あ
っ
た
市
町
村

が
、
四
十
一
市
町
村
に
激
減
し
て
お
り
、
こ
の
様

な
町
村
合
併
が
、
各
町
村
に
在
庄
ま
た
は
在
職
す

雄
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る
有
識
者
を
刺
激
し
て
編
纂
に
至
ら
レ
め
、
町
村

史
ブ

i
ム
を
起
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

町
村
合
併
に
よ
っ
て
消
失
す
る
村
名
へ
の
ノ
ス
タ

ル
ジ
ア
が
、
特
広
村
誌
編
纂
へ
か
り
た
て
た
こ
と

も
あ
ろ
う
。
中
に
は
浜
四
郷
村
誌
や
木
部
村
誌
等

の
よ
う
に
、
合
併
後
に
持
越
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

勿
論
町
村
合
併
前
よ
り
、
編
纂
意
欲
ぞ
持
ち
続
け

た
人
も
み
の
る
が
、
町
村
合
併
が
地
域
社
会
に
対
す

る
、
歴
史
意
識
を
た
か
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ

4
Q

。三
国
町
史
の
場
合
、
二
十
五
年
よ
り
旧
三
国
町

内
で
史
料
収
集
を
始
め
た
が
、
三
十
一
年
に
な
っ

て
本
格
的
な
編
纂
に
入
い
り
、
合
併
し
た
村
落
を

含
め
て
町
史
編
纂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初

は
旧
三
国
町
だ
け
で
編
纂
を
行
う
つ
も
り
で
ゐ
っ

た
の
が
、
町
村
合
併
に
よ
り
周
辺
村
落
ま
で
拡
大

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
予
想
外
の
事
業
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
千
二
百
年
の
港
史
を
も
っ
三
国
町
で

は
、
こ
れ
ま
で
に
何
回
も
町
史
編
纂
が
企
図
さ
れ

な
が
ら
結
実
し
な
か
っ
た
の
で
、
町
当
局
者
や
有

識
者
の
聞
に
、
自
ら
町
史
編
纂
を
要
望
す
る
芦
が

た
か
ま
り
、
町
村
合
併
が
そ
れ
を
促
進
し
た
わ
け

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
始
め
て
町
村
史

(
誌
)
を
編
纂
す
る
か
、
或
は
こ
れ
ま
で
に
編
纂

さ
れ
た
町
村
史
(
誌
)
を
書
き
換
え
る
た
め
に
編 町

村
史
の
編
纂

纂
に
携
わ
る
万
々
は
、
視
野
を
広
く
レ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
社
会
が
歩
ん
で
き
た
道
を
か
え
り
み

る
と
共
に
、
将
来
へ
の
指
針
と
レ
て
役
立
て
、
更

に
ま
た
日
本
史
上
に
占
め
る
意
義
を
も
究
明
す
る

態
度
で
編
纂
に
当
り
、
且
本
史
の
研
究
を
よ
り
推

進
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

委
員
会
の
設
立
町
村
史
編
纂
の
必
要
が
お
こ

れ
ば
、
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
編
纂

委
員
会
は
公
民
館
や
役
場
に
設
け
ら
れ
る
が
、
名

称
は
片
上
村
誌
の
よ
う
に
刊
行
会
と
か
、
三
国
町

史
の
よ
う
に
、
編
纂
委
員
会
等
と
称
し
て
一
定
し

て
い
な
い
。

戦
後
は
大
抵
、
教
育
委
員
会
に
所
属
し
て
、
予

算
も
教
育
委
員
会
費
に
盛
る
場
合
が
多
い
。
委
員

数
は
豊
村
誌
が
五
、
森
田
町
誌
が
十
、
木
部
村
誌

が
十
八
人
か
ら
な
り
編
纂
の
規
模
等
で
一
定
し
て

い
な
い
。
三
国
町
史
の
場
合
は
会
長
一
、
副
会
長

一
、
委
員
長
一
、
執
筆
委
員
三
四
、
嘱
託
一
と
な

っ
て
い
る
。
武
生
市
史
や
三
国
町
史
の
よ
う
広
、

大
規
模
な
編
纂
事
業
を
行
う
と
こ
ろ
で
は
、
嘱
託

を
お
い
て
庶
務
と
か
資
料
収
集
を
担
当
さ
せ
て
い

る。
次
に
編
纂
者
の
ス
タ
ッ
フ
を
み
る
と
、
岡
本
村

史
や
西
田
村
誌
、
そ
れ
に
最
近
の
武
生
市
史
の
よ

う
に
、
歴
史
学
者
が
中
心
と
な
り
、
若
干
の
編
纂

委
員
を
率
い
て
編
纂
に
携
わ
る
場
合
も
あ
る
が
、

一
般
に
小
中
学
校
の
在
職
者
ま
た
は
退
職
者
の
手

で
編
纂
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
在
職
中
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
は
、
伊
藤
尚
一
民
の
鳴
鹿
村
誌
・
金

津
町
史
、
斉
藤
与
次
兵
衛
氏
の
伊
井
村
誌
、
野
村

英
一
民
の
東
藤
島
村
誌
、
山
本
正
義
民
の
中
藤
島

村
一
一
誌
等
で
あ
る
。
鳴
鹿
村
誌
や
中
藤
島
村
誌
は
、

校
長
が
中
心
と
な
り
同
じ
職
場
の
教
員
と
共
に
、

編
纂
に
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
退
職
者
の
手
で
編

纂
さ
れ
た
例
と
し
て
、
斎
藤
秀
助
氏
の
大
野
町

史
、
川
端
太
平
氏
の
川
西
町
史
、
坂
本
豊
民
の
細

目
木
村
誌
等
ぞ
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら

は
十
年
近
い
歳
月
と
労
力
ぞ
費
し
て
編
纂
が
行
わ

れ
て
お
り
、
編
纂
者
の
労
苦
は
勿
論
の
こ
と
、
退

職
者
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
種
の
事
業
に
没
頭
す

る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
最
近
小

中
高
校
の
教
員
と
も
、
校
務
に
追
わ
れ
編
纂
に
携

わ
る
こ
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
小
中

学
校
教
員
に
比
べ
る
と
、
高
校
教
員
で
こ
れ
に
携

わ
る
万
は
極
め
て
少
い
。
編
纂
の
主
宰
者
で
は
な

い
が
、
西
田
村
誌
の
平
泉
洗
氏
、
常
盤
郷
土
誌
の

山
口
信
嗣
氏
、
武
生
市
史
の
斎
藤
嘉
造
民
等
が
数

え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
編
纂
者
は
教
員
の
み
で

な
く
、
浜
四
郷
村
誌
の
大
西
誠
一
民
や
吉
野
村
史

の
斎
藤
槻
堂
民
等
の
よ
う
に
教
職
に
無
関
係
な
方
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で
携
わ
っ
た
万
達
も
あ
り
、
或
は
ま
た
加
藤
真
一

民
の
吉
川
村
郷
土
誌
の
よ
う
に
、
役
場
吏
員
の
手

力
編
纂
さ
れ
た
珍
し
い
例
も
あ
る
。

た
Y
郷
土
人
で
な
け
れ
ば
、
郷
土
の
乙
と
が
解

ら
な
い
と
云
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
℃
日
本
史

全
体
吾
見
ま
わ
し
て
い
る
人
の
方
が
.
そ
の
地
域

の
も
つ
特
質
な
り
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
岡
本
村
史
は
京
大
の
小
葉

田
淳
氏
が
中
心
と
な
り
、
岸
俊
男
民
、
宮
川
満
民

等
、
県
外
の
大
学
関
係
者
が
執
筆
に
あ
た
り
、
優

れ
た
村
史
を
編
纂
し
て
い
る
o
z
だ
が
同
村
史
は
「

現
地
を
離
れ
て
は
特
に
近
代
史
に
関
す
る
調
査
も

記
述
も
甚
だ
困
難
で
あ
る
」
と
云
う
理
由
を
も
っ

て
明
治
初
年
で
捌
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
村
史

の
た
め
に
も
遺
憾
な
ζ

と
で
、
や
は
り
中
央
と
地

万
と
が
提
携
ル
て
編
纂
事
業
を
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
の
で
は
な
い
か
。
財
政
等
の
事
情
で
、
そ
れ

が
困
難
な
時
は
、
金
津
町
史
が
大
久
保
道
舟
氏

に
、
創
岳
村
誌
が
佐
久
高
士
民
に
校
闘
を
受
け
て

い
る
よ
う
に
、
歴
史
学
者
の
指
導
を
受
け
た
万
が

良
心
的
だ
と
思
う
。

三
国
町
の
よ
う
に
、
旧
港
町
の
歴
史
を
編
纂
す

る
場
合
、
都
市
と
商
業
史
の
専
門
家
巻
指
導
者
に

迎
え
た
万
が
よ
い
と
考
え
、
東
北
大
の
豊
田
武
氏

を
委
員
長
に
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。
他
の
町
村
史

印
牧

続
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を
編
纂
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
レ
た
専

門
家
が
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
云
う

方
の
指
導
を
受
け
た
ら
よ
い
と
思
う
。
三
国
町
史

が
従
来
の
町
村
史
と
違
っ
て
県
内
外
の
専
門
家
を

多
数
執
筆
陣
に
加
え
て
い
る
の
は
、
三
国
が
郷
土

史
の
範
囲
を
越
担
え
た
研
究
対
象
の
価
値
を
も
っ
て

い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
多
額
の
経
費
が

必
要
で
あ
り
、
ど
の
町
村
に
で
も
で
き
る
こ
と
で

は
な
い
と
思
う
。

資
料
の
収
集
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
生
活

や
文
化
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
、
ま
た

ど
こ
に
問
題
点
が
あ
る
か
等
と
云
う
よ
う
に
、
問

題
意
識
吾
も
っ
て
調
査
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ

る
。
従
っ
て
基
礎
的
な
重
要
作
業
で
あ
る
資
料
の

収
集
に
当
た
っ
て
は
、
先
人
が
如
何
な
る
環
境
で

主
活
し
て
き
た
か
を
念
頭
に
お
い
て
行
う
べ
き
で

あ
る
。
例
え
ば
歴
史
地
理
学
的
研
究
に
よ
り
各
時

代
の
生
活
環
境
を
復
原
す
る
た
め
の
資
料
を
得
た

り
、
考
古
学
的
な
遺
跡
遺
物
を
調
査
研
究
し
て
古

代
生
活
を
復
原
す
る
資
料
を
得
た
り
す
る
。
だ
が

町
村
史
編
纂
の
た
め
に
遺
跡
を
発
掘
す
る
こ
と

は
、
文
化
財
保
護
の
上
か
ら
い
っ
て
問
題
が
あ
る

か
ら
、
従
来
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
遺
物
等
を
改

め
て
調
査
研
究
す
る
の
も
一
方
法
で
あ
る
。
ま
た

社
寺
建
築
や
仏
像
、
仏
画
等
を
調
査
研
究
し
て
、

町
村
史
の
編
纂

←) 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
精
神
生
活
を
探
究
す
る
資
料

を
得
る
こ
と
等
も
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
個

人
で
こ
れ
等
の
知
識
を
一
通
り
持
つ
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
か
ら
、
県
が
出
し
て
い
る
文
化
財
報
告

書
等
を
参
考
に
し
た
り
、
直
接
そ
の
道
の
専
門
家

に
教
え
を
乞
う
た
り
す
れ
ば
よ
い
。

何
と
云
っ
て
も
歴
史
研
究
の
資
料
と
し
て
は
、

文
書
、
記
録
類
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
史
料
の
取

扱
等
に
慣
れ
な
い
人
は
、
そ
の
収
集
・
筆
写
は
困

難
な
作
業
で
あ
る
か
ら
、
文
部
省
や
県
立
図
書
館

主
催
の
史
料
取
扱
講
習
会
を
受
講
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

単
に
そ
の
町
村
に
所
在
す
る
史
料
だ
け
で
な

く
、
'
可
能
な
限
り
広
範
囲
に
収
集
す
べ
き
で
、
極

力
町
村
内
外
に
所
在
す
る
史
料
を
収
集
し
、
悔
い

の
な
い
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
史
料
収
集
に

当
た
っ
て
は
、
先
づ
岩
波
全
書
の
地
万
史
研
究
必

携
等
を
読
ん
で
か
ら
、
佐
久
高
士
民
の
越
前
国
地

方
文
書
研
究
序
説
ゃ
、
京
大
国
史
研
究
室
の
南
条

郡
、
丹
生
郡
等
の
古
文
書
目
録
等
を
一
通
り
見
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
、
中
央
で
出
し
て
い
る
大

日
本
史
料
・
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
等
や
直
接
本
県

と
関
係
の
あ
る
若
越
古
文
書
選
、
敦
賀
郡
古
文
書

郷
土
叢
書
等
を
参
考
に
す
る
の
も
よ
い
。
理
想
的

に
は
史
料
取
扱
に
慣
れ
た
人
を
委
嘱
し
て
行
え
ば
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よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
な

か
困
難
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
忍
耐
と
努
力
を
も

っ
て
こ
の
種
の
作
業
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
鳴
鹿
村
誌
の
編
纂
に
携
わ
ら
れ
た
伊
藤
尚
一

氏
が
、
公
務
の
か
た
わ
ら
苦
心
し
て
史
料
の
筆
写

る
行
わ
れ
、
一
時
限
を
悪
く
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。
私
自
身
も
こ
の
地
味
で
苦
労
の

多
い
仕
事
を
体
験
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
労
苦

ψ

管

理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
史
料
の
採
訪
を
行
う

場
合
、
特
に
所
蔵
者
の
協
力
が
必
要
で
、
そ
れ
が

為
に
は
終
始
責
任
を
も
っ
て
事
に
当
た
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
時
間
に
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合

は
、
史
料
ぞ
複
写
し
、
あ
と
で
フ
ィ
ル
ム
ま
た
は

印
画
吾
も
と
に
し
て
筆
写
を
行
え
ば
よ
い
。
や
は

り
資
料
収
集
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
個
人
の
努
力

の
他
に
、
各
町
村
当
局
者
や
所
蔵
者
が
、
こ
の
種

の
一
事
業
に
理
解
と
協
力
を
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
収
集
・
筆
写
し
た
史
料
は
喪
失
乃
至
散
逸
し

必
い
よ
う
保
管
す
べ
き
で
、
編
纂
が
終
れ
ば
ど
う

な
っ
て
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
福
井
県
史
編
纂

の
史
料
は
既
に
喪
失
し
て
い
る
と
、

4

さ
い
て
い
る

が
、
多
く
の
町
村
史
の
編
纂
史
料
は
ど
う
な
っ
て

い
る
だ
ろ
ラ
か
。
出
来
れ
ば
間
本
村
史
や
武
生
市

史
等
の
よ
う
に
、
一
編
纂
者
は
史
料
篇
を
出
し
て
ほ

し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
故
老
等
よ
り
町
村
の

政
治
や
民
俗
等
応
つ
い
て
、
聴
取
調
査
を
す
る
ζ

と
も
緊
急
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
国
町
史
の

場
合
は
、
地
一
万
の
文
書
、
記
録
類
の
筆
写
を
主
に

光
成
実
民
、
史
料
館
や
東
北
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
主
に
豊
田
武
民
が
収
集
に
当
た
ら

れ
た
。
他
に
累
次
の
総
合
調
査
奇
行
な
い
、
考
古

学
・
地
理
学
・
民
俗
学
・
美
術
史
学
等
の
豊
富
な

資
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
何
ず
れ
史
料
一
篇
を

出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
原
稿
や
史
料
は
ロ

ッ
カ
ー
に
入
れ
保
管
す
る
計
画
で
あ
る
。
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