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前
任
の
弘
前
大
学
に
お
い
て
、
青
森
県

津
軽
地
域
の
過
疎
山
村
の
研
究
を
進
め
、

都
市
と
農
山
漁
村
、
さ
ら
に
は
首
都
圏
と

津
軽
の
交
流
を
目
指
し
て
「
津
軽
学
」
の

運
動
に
加
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
、
首
都
大
学

東
京
准
教
授
の
山
下
祐
介
氏
に
、
農
山

村
の
魅
力
、
地
方
と
中
央
、
農
村
と
都

市
と
の
関
係
性
、
観
光
開
発
の
課
題
、
交

流
観
光
へ
の
期
待
な
ど
に
つ
い
て
、
ご
寄

稿
い
た
だ
い
た
。

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
づ
く
り
は

儲
か
ら
な
い

　

平
成
26
年
秋
に
始
ま
っ
た
地
方
創
生

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
）。
28
年
度

に
は
地
域
の
「
稼
ぐ
力
」
を
鍛
え
る
べ
く

そ
の
本
格
施
行
が
始
ま
っ
て
い
る
。
な
か

で
も
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
観

光
だ
。

　

だ
が
、
観
光
は
地
方
に
と
っ
て
本
当
に

稼
げ
る
普
遍
的
な
手
段
な
の
だ
ろ
う
か
。

観
光
振
興
は
地
方
を
救
う
も
の
な
の
か
。

　

た
し
か
に
観
光
客
が
一
人
で
も
増
え
れ

ば
、
そ
の
ぶ
ん
地
方
に
落
ち
る
お
金
の
量

が
増
え
、
経
済
は
潤
う
。
し
か
し
、
例
え

ば
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
考
え

た
と
き
、
観
光
振
興
は
地
域
が
率
先
し
て

取
り
組
む
べ
き
も
の
な
の
か
は
疑
問
に
思

え
る
。

　

あ
る
地
域
で
お
母
さ
ん
た
ち
の
グ
ル
ー

プ
が
、
埋
も
れ
た
郷
土
料
理
に
付
加
価
値

を
付
け
、
絶
品
の
メ
ニ
ュ
ー
を
開
発
し
た

と
し
よ
う
。そ
れ
が
地
域
で
評
判
に
な
り
、

ロ
ー
カ
ル
放
送
を
経
て
全
国
放
送
で
紹
介

さ
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
、
次
の
休
暇
の
家

観
光
振
興
は
地
方
を
救
う
か

―
―
交
流
か
ら
始
ま
る
観
光
と
こ
の
国
の
ち
か
ら

族
旅
行
先
に
悩
ん
で
い
た
東
京
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
Ａ
氏
が
行
き
先
を
そ
こ
に
決
め
た

と
す
る
。

　

た
し
か
に
Ａ
氏
の
家
族
が
そ
こ
に
旅
行

し
、
そ
の
料
理
を
味
わ
っ
た
こ
と
で
、
家

族
４
人
、
１
食
７
５
０
円
と
し
て
計

３
０
０
０
円
が
そ
の
地
域
に
落
ち
た
。
お

母
さ
ん
た
ち
は
お
客
さ
ん
が
来
て
く
れ
た

こ
と
を
喜
び
、
お
客
さ
ん
も
思
っ
た
以
上

の
料
理
と
お
も
て
な
し
に
感
激
、「
来
年

も
ま
た
来
る
」
と
次
の
販
路
が
開
拓
さ
れ

て
、
人
々
の
交
流
が
始
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、

た
し
か
に
こ
こ
に
悪
い
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
。
だ
が
、
私
に
は
ど
う
も
次
の
こ
と

が
引
っ
か
か
る
。

　

こ
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
稼
ぎ
３
０
０
０

円
に
対
し
、
Ａ
氏
一
家
が
東
京
か
ら
こ
の

地
に
来
る
ま
で
の
交
通
費
、
そ
の
日
の
宿

泊
代
、
さ
ら
に
は
そ
の
間
の
、
例
え
ば
朝
、

新
幹
線
に
乗
る
と
き
に
駅
で
購
入
し
た
飲

み
物
や
弁
当
代
、
帰
り
の
駅
の
土
産
物
屋

で
購
入
し
た
土
産
の
品
々
の
代
金
な
ど
を

考
え
る
と
、
こ
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
努
力

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
Ａ
氏
ら
は
こ
れ
ら

の
お
金
を
落
と
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
お
母
さ
ん
た
ち
に
入
っ
た
金
額
は

微
々
た
る
も
の
だ
。
報
道
し
た
メ
デ
ィ
ア

も
一
見
、
観
光
客
を
善
意
で
つ
な
い
だ
よ

う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ス
ポ
ン

サ
ー
か
ら
制
作
費
を
も
ら
っ
て
い
る
。
む

し
ろ
こ
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
お
か
げ
で
番

組
が
で
き
た
と
さ
え
い
え
よ
う
。
要
す
る

に
言
い
た
い
こ
と
は
こ
う
だ
。

　

観
光
開
発
は
た
し
か
に
経
済
を
潤
す
。

だ
が
そ
こ
で
生
じ
た
利
益
の
多
く
は
、
必

ず
し
も
コ
ン
テ
ン
ツ
を
開
発
し
た
人
に
で

は
な
く
、
観
光
の
基
盤
を
な
す
、
交
通
会

社
や
旅
行
会
社
、
要
す
る
に
観
光
イ
ン
フ

ラ
事
業
者
に
落
ち
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
づ
く
り
は
基
本
的

に
は
儲
か
ら
な
い
、
儲
か
っ
て
も
そ
ん
な

に
大
き
な
金
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
生

じ
た
経
済
の
ほ
と
ん
ど
は
外
に
と
ら
れ
て

し
ま
う
。
な
ら
ば
地
方
は
こ
れ
以
上
観
光

開
発
は
す
る
な
、と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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商
業
観
光
で
は
な
く

交
流
観
光
を

　

そ
も
そ
も
観
光
と
は
何
か
。
何
の
た
め

の
観
光
振
興
な
の
か
。
こ
の
と
こ
ろ
の
地

方
創
生
で
は
や
た
ら
と
「
稼
ぐ
」
が
強
調

さ
れ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
観
光
は「
稼
ぐ
」

た
め
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

観
光
は
楽
し
む
も
の
だ
。
旅
行
者
が
楽

し
み
、
ま
た
受
け
入
れ
る
側
も
楽
し
む
こ

と
が
基
本
だ
。
な
ぜ
な
ら
観
光
は
、
産
業

で
あ
る
前
に
交
流
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

交
流
は
楽
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

楽
し
ん
だ
結
果
、
経
済
も
ま
た
潤
う
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
基
本
は
あ
く

ま
で
楽
し
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
た
観

光
本
来
の
姿
を
忘
れ
、
お
金
を
落
と
す
相

手
と
し
て
だ
け
観
光
客
を
と
ら
え
は
じ
め

た
ら
、
そ
の
と
た
ん
に
そ
の
観
光
は
衰
退

す
る
だ
ろ
う
。
誰
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は

行
き
た
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
周
到
に
実
利
を
企
ん
で
観
光

を
企
画
す
る
こ
と
は
可
能
だ
し
、
そ
う
し

た
成
功
事
例
も
あ
る
。
だ
が
地
方
創
生
で

や
る
べ
き
は
、
そ
う
し
た
商
業
観
光
で
は

な
い
は
ず
だ
。
地
方
と
中
央
の
、
農
村
と

都
市
の
交
流
観
光
こ
そ
を
目
指
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
い
や
、
そ
れ
で
も
観
光
で

そ
の
地
域
に
着
実
に
お
金
が
落
ち
る
の
な

ら
ま
だ
良
い
の
だ
。
今
見
た
よ
う
に
、
お

金
が
欲
し
く
て
人
を
呼
ん
で
も
、
そ
の
お

金
は
地
方
に
は
ほ
と
ん
ど
落
ち
な
い
。
旅

行
者
が
投
資
し
た
お
金
の
ほ
と
ん
ど
は
他

所
に
と
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
で
も
な
お
観
光
が
大
切
だ
と
し
た

ら
、
そ
の
楽
し
み
、
喜
び
が
、
こ
の
国
に

と
っ
て
、
あ
る
い
は
地
方
や
地
域
に
と
っ

て
必
要
だ
か
ら
だ
。「
訪
れ
て
み
た
い
場

所
が
あ
る
」
―
―
こ
れ
が
都
会
の
人
々
の

生
き
が
い
に
つ
な
が
る
。
逆
に
「
こ
の
地

域
は
訪
れ
る
価
値
の
あ
る
場
所
だ
」
が
、

そ
の
地
域
に
と
っ
て
の
誇
り
に
な
り
、
活

力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
今

の
日
本
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
こ
の
国

が
今
、
楽
し
い
国
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
。

私
た
ち
が
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
は
楽
し
む
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
観
光

振
興
は
必
要
だ
し
、
進
め
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

バ
ラ
ン
ス
を
損
ね
れ
ば

観
光
は
力
を
失
う

　

要
す
る
に
ど
う
も
、
今
回
の
地
方
創
生

に
始
ま
る
稼
ぐ
た
め
の
観
光
開
発
は
、
こ

う
し
た
観
光
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
必
要
な
の
は
こ
う
い
う
こ
と

だ
。
観
光
イ
ン
フ
ラ
産
業
と
、
観
光
コ
ン

テ
ン
ツ
開
発
は
、
観
光
の
両
輪
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
回
の
地
方
創
生
が
目
指
す
観

光
が
、
中
央
か
ら
地
方
へ
、
都
市
か
ら
農

山
漁
村
へ
と
向
か
う
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

一
般
に
イ
ン
フ
ラ
は
中
央
が
、
コ
ン
テ
ン

ツ
は
地
方
が
担
う
こ
と
に
な
る
。

　

問
題
は
、
こ
の
二
つ
の
関
係
が
ど
う
も

対
等
で
な
い
こ
と
だ
。
地
方
が
中
央
に
追

い
立
て
ら
れ
て
や
ら
さ
れ
て
い
る
図
式
な

の
で
あ
る
。
冒
頭
に
、
地
方
創
生
で
期
待

さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
観
光
だ
と
書

い
た
が
、
実
態
は
ど
う
も
違
う
。
地
方
に

は
儲
け
は
少
な
い
の
に
、
中
央
に
煽
ら
れ

競
争
さ
せ
ら
れ
て
い
る
感
じ
な
の
で
、
地

方
に
は
本
当
の
や
る
気
が
出
て
こ
な
い
。

こ
の
こ
と
で
現
場
は
と
て
も
ギ
ク
シ
ャ
ク

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

交
流
観
光
は
、
中
央
と
地
方
の
、
都
市

と
村
落
の
お
互
い
の
適
切
な
交
流
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
調

整
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
そ

の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
何
か
。

　
一
つ
は
観
光
業
界
全
体
の
経
済
の
調
整

で
あ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
づ
く
り
に
は
ど
う

し
た
っ
て
一
定
の
努
力
が
必
要
だ
し
資
金

も
い
る
。
今
や
外
国
人
も
増
え
、
日
本
人

の
目
も
肥
え
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の

も
の
で
は
人
々
は
満
足
し
な
く
な
っ
て
い

る
。
豊
か
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
必
要
だ
。
そ

の
コ
ン
テ
ン
ツ
づ
く
り
の
負
担
を
全
て
地

域
の
人
々
や
自
治
体
に
ゆ
だ
ね
、
し
か
も

そ
れ
を
中
央
で
は
「
ち
ゃ
ん
と
作
れ
な
い

な
ら
、
こ
ち
ら
は
手
を
引
き
ま
す
よ
」
と

い
わ
ん
ば
か
り
の
歪
ん
だ
関
係
に
な
り
つ

つ
は
な
い
か
。
中
央
と
地
方
が
対
等
の
関

係
に
戻
り
、
地
方
の
観
光
文
化
醸
成
が

着
実
に
成
り
立
つ
よ
う
な
お
金
の
巡
り
を

し
っ
か
り
と
確
立
し
て
、
持
続
可
能
な
観

光
業
界
へ
と
体
制
を
改
め
る
こ
と
が
必
要

だ
。
今
の
ま
ま
で
は
観
光
業
界
は
地
方
を

搾
取
し
、
あ
と
は
抜
け
殻
だ
け
が
残
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
業
界
そ
の
も
の
が

持
続
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
が
大
切
な

こ
と
の
も
う
一
つ
は
、
都
市
住
民
の
暮
ら

し
の
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
首
都
圏
・
大

都
市
圏
の
中
・
低
所
得
者
層
に
、
も
っ
と
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経
済
活
動
以
外
の
自
由
な
時
間
を
与
え

る
べ
き
だ
。
国
民
に
余
裕
を
持
っ
て
休
ん

で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
観
光
産
業
は
成
り

立
た
な
い
。
コ
ン
テ
ン
ツ
づ
く
り
も
、
そ

の
消
費
も
、
も
っ
と
多
く
の
国
民
の
参
加

が
必
要
だ
。
外
国
人
を
呼
ぶ
前
に
、
自
国

民
の
需
要
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
、
観
光
地

の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
先
、
生
き
残
れ
ま
い
。

　

中
央
と
地
方
、
都
市
と
農
村
、
そ
し
て

経
済
と
暮
ら
し
、
カ
ネ
と
時
間
の
バ
ラ
ン

ス
が
あ
ま
り
に
も
生
産
一
辺
倒
に
偏
っ
て

し
ま
っ
た
の
が
、
現
在
の
日
本
社
会
が
抱

え
る
問
題
の
原
点
で
あ
る
。
今
必
要
な
の

は
こ
れ
以
上
切
り
詰
め
る
の
は
や
め
る
こ

と
、
適
切
な
余
裕
を
確
保
す
る
こ
と
だ
。

　

観
光
文
化
は
余
裕
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ

し
て
余
裕
が
つ
く
る
交
流
が
新
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
や
発
見
を
生
み
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
育
む
の
で
あ
る
。
今
、
観
光
が
稼
ぐ

産
業
へ
と
転
換
を
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

だ
が
そ
う
し
た
転
換
は
、
こ
の
国
そ
の
も

の
の
衰
退
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
私
は
こ

う
し
た
転
換
に
危
機
感
を
覚
え
る
。
そ
の

抵
抗
が
、
私
に
と
っ
て
は
こ
の
10
年
来
の

津
軽
学
や
白
神
学
の
運
動
だ
っ
た
。
本
稿

で
は
そ
の
紹
介
を
し
て
み
た
い
と
筆
を
と

っ
た
の
だ
が
、
そ
の
論
理
ば
か
り
書
い
て

紙
面
に
全
く
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
で
も
少
し
ば
か
り
ふ
れ
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

津
軽
学
・
白
神
学
の
試
み

　

私
は
前
任
の
弘
前
大
学
着
任
以
来
、

社
会
学
の
立
場
か
ら
、
青
森
県
津
軽
地

域
の
過
疎
山
村
の
研
究
を
進
め
、
そ
こ
か

ら
津
軽
の
農
村
、
漁
村
、
そ
し
て
都
市
を

め
ぐ
る
近
代
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
き

ほ
ぐ
す
分
析
を
行
っ
て
き
た
（『
津
軽
、

近
代
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
御
茶
の
水
書

房
）。
こ
う
し
た
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え

て
、
都
市
と
農
山
漁
村
、
さ
ら
に
は
首
都

圏
と
津
軽
の
交
流
を
目
指
し
て
津
軽
学
の

運
動
（『
津
軽
学
』
津
軽
に
学
ぶ
会
、
第

10
号
ま
で
、
以
後
続
刊
）
に
加
わ
っ
て
き

た
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
思
い
至
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
山
村
に
つ
い
て
。
都
会
の
人
々

は
、
山
間
部
に
展
開
す
る
村
落
を
、
平
地

の
人
々
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
奥
地
に
入

り
、
定
着
し
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

山
村
民
は
貧
し
く
、
愚
か
だ
と
さ
え
感
じ

て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
が
今
回
の
地
方
創

生
が
変
な
方
向
に
向
か
う
下
地
に
も
な
っ

て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
実
は
、
ど
ん
な
山
間
部
に
も

古
く
か
ら
の
私
た
ち
の
祖
先
の
足
跡
は
あ

り
、
山
村
は
生
き
る
の
に
便
利
で
豊
か
な

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
山
と
川
、
海
の
接
点

に
し
ば
し
ば
古
い
遺
跡
は
点
在
し
て
い

る
。
平
野
部
に
広
が
る
水
田
や
都
市
な
ど

は
、
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
古
い
村
に
は
様
々
な

生
活
文
化
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

根
付
く
心
性
に
は
日
本
人
の
暮
ら
し
の
あ

り
方
の
原
点
が
潜
ん
で
い
る
。
私
が
と
く

に
親
し
ん
だ
津
軽
の
山
村
に
は
、
黒
石
市

山
形
地
区
の
大
川
原
（
火
流
し
で
有
名
）、

弘
前
市
相
馬
地
区
の
沢
田
（
ろ
う
そ
く
祭

り
で
有
名
）、
鰺
ヶ
沢
町
赤
石
地
区
の
深

谷
（
住
民
参
加
型
バ
ス
で
有
名
）
な
ど
が

あ
る
が
、
こ
う
し
た
地
域
に
行
っ
て
見
え

て
く
る
津
軽
の
風
景
―
―
岩
木
山
と
岩

木
川
、
八
甲
田
山
、
梵
珠
山
、
津
軽
平
野

と
津
軽
半
島
―
―
は
、
日
本
人
の
暮
ら

し
と
は
何
か
を
根
本
か
ら
考
え
直
さ
せ
る

も
の
だ
。

　

そ
し
て
私
は
な
か
で
も
白
神
山
地
に
つ

い
て
「
白
神
学
」
を
立
ち
上
げ
て
、
そ
の

内
容
を
深
め
て
き
た
（『
白
神
学
』
ブ
ナ

の
里
白
神
公
社
、
現
在
全
３
巻
）。
と
も

す
る
と
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
、「
自
然
」

の
側
面
の
み
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
白
神

山
地
だ
が
、
岩
木
川
を
通
じ
て
城
下
町
・

弘
前
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、山
の
木
、

鉱
物
、
そ
し
て
採
集
物
や
獲
物
た
ち
は
、

『白神学』『津軽学』表紙
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弘
前
藩
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
山
の
民
に

ア
ク
セ
ス
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
菅
江
真

澄
、
平
尾
魯
仙
、
森
山
泰
太
郎
ら
国
学
・

民
俗
学
者
に
よ
る
白
神
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
は
、
山
村
と
都
市
、
そ
し
て
こ
の
国

の
成
り
立
ち
さ
え
深
く
考
え
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
私
は
こ
の
先
達
の
成
果
を
活
用

し
て
、
さ
ら
に
歴
史
学
や
地
理
学
な
ど
の

知
見
も
取
り
込
み
な
が
ら
、
白
神
の
観
光

コ
ン
テ
ン
ツ
の
更
新
に
つ
と
め
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
た
だ
モ
ノ
を
書
く
だ
け
で
な

く
、
白
神
学
ツ
ア
ー
を
実
際
に
企
画
し
、

ま
た
東
京
で
も
東
京
白
神
塾
を
開
催
し

て
み
た
の
で
あ
る
。
や
っ
て
み
る
と
人
々

の
反
応
は
非
常
に
強
く
、
こ
う
し
た
コ
ン

テ
ン
ツ
を
用
い
た
観
光
に
は
多
く
の
期
待

が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
本

当
の
こ
と
、
本
物
に
つ
い
て
知
り
た
が
っ

て
い
る
人
が
、
い
か
に
多
い
こ
と
か
。

　

私
は
こ
れ
を
も
っ
と
続
け
た
い
と
思
っ

た
の
だ
が
、
も
う
一
つ
よ
く
分
か
っ
た
こ

と
は
、
こ
う
し
た
真
面
目
な
ツ
ア
ー
は
人

員
を
切
り
詰
め
る
必
要
が
あ
り
、
持
ち
出

し
が
多
く
、
負
担
も
大
き
い
の
で
素
人
が

続
け
る
の
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
そ
の
後
は
ご
く
身
内
の
人
と
細
々
と

続
け
て
い
る
が
、
や
は
り
残
念
に
思
う
の

は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

　

私
自
身
が
都
会
生
ま
れ
の
都
会
育
ち
。

17
年
の
弘
前
で
の
暮
ら
し
を
経
て
、
首
都

圏
の
暮
ら
し
を
今
あ
ら
た
め
て
体
験
し
て

思
う
の
は
、
都
会
の
人
々
―
―
と
く
に
若

い
人
や
子
ど
も
た
ち
―
―
は
も
っ
と
地
方

へ
、
農
山
漁
村
へ
、
そ
し
て
山
や
海
へ
行

か
な
く
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

れ
も
た
だ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
自
分
が
ど
う
や
っ
て
生
き

て
い
る
の
か
を
、
観
光
を
通
じ
て
も
っ
と

間
近
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
こ
の
列
島
の
山
川
海
の
自
然

で
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
お
り
、
し
か

も
何
千
年
も
の
文
化
と
歴
史
の
蓄
積
が

あ
っ
て
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
会

社
に
雇
わ
れ
、
給
料
を
も
ら
っ
て
暮
ら
し

て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際

は
山
が
あ
り
、
森
が
あ
っ
て
、
水
が
流
れ
、

大
地
を
潤
し
、
そ
こ
に
農
が
育
ま
れ
、
漁

が
挑
ま
れ
、
採
集
や
収
穫
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
基
礎
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
村
が

で
き
、
町
が
で
き
、
都
市
が
生
ま
れ
て
、

国
家
も
経
済
も
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
地
方
に
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
十
分

に
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
が
た

く
さ
ん
あ
る
が
、
大
都
市
に
暮
ら
し
て
い

る
と
そ
れ
が
全
く
見
え
な
い
。
そ
の
こ
と

が
偏
狭
な
認
識
を
生
ん
で
、
こ
の
国
の
政

策
を
お
か
し
な
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
も
そ
も
こ
の
国
の
経
済
成
長
が
ス
ト

ッ
プ
し
、
人
口
減
少
が
止
ま
ら
な
く
な
っ

て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
認
識
の
狭
隘
さ

が
原
因
な
の
だ
。

　

観
光
―
―
と
く
に
交
流
観
光
―
―
は
、

こ
う
し
た
隘
路
か
ら
こ
の
国
が
抜
け
出
る

た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
で
あ

る
。
私
た
ち
は
も
っ
と
知
ら
な
い
地
域
に

つ
い
て
学
び
、
楽
し
み
、
互
い
に
理
解
し

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
交
流

し
、
楽
し
む
中
か
ら
、
こ
の
国
の
さ
ら
な

る
成
長
の
芽
も
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
。

そ
う
し
た
本
当
の
観
光
は
ど
う
し
た
ら
可

能
な
の
か
。
私
も
も
う
少
し
抵
抗
を
続
け

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
や
ま
し
た　

ゆ
う
す
け
）

註
）こ
こ
で
行
っ
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
地

方
消
滅
の
罠
』（
ち
く
ま
新
書
、
２
０
１
４
年
）

な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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