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私
の
報
告
の
テ
ー
マ
は
三
つ
あ
り
ま
す
が
、
第
一
の
地
域
に
お

け
る
部
落
史
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
の
報
告
と
討

論
で
触
れ
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
補
足
す
る
程
度
に
と

ど
め
ま
す
。

ま
ず
ご
承
知
の
通
り
府
県
レ
ベ
ル
で
言
い
ま
す
と
、
『
奈
良
の
部

落
史
」
『
京
都
の
部
落
史
』
が
大
き
な
仕
事
と
し
て
ま
と
ま
り
ま
し

た
。
そ
れ
以
外
に
も
『
鹿
児
島
県
の
部
落
史
」
や
、
『
兵
庫
の
部
落

史
』
全
三
巻
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
の
労

作
だ
と
思
い
ま
す
。

論
集
と
し
て
は
、
す
で
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
東
曰
本
の
近
世

部
落
の
具
体
像
」
や
『
論
集
長
崎
の
部
落
史
」
、
史
料
集
と
し
て

は
「
史
料
で
語
る
四
国
の
部
落
史
Ｉ
一
別
近
代
編
』
と
か
、
福
岡
で

は
『
筑
前
国
革
座
記
録
』
全
三
巻
が
刊
行
さ
れ
、
い
ま
『
松
原
革

会
所
文
書
」
の
刊
行
が
継
続
し
て
い
ま
す
。

第
二
の
テ
ー
マ
は
、
最
近
活
発
に
さ
れ
て
い
る
部
落
史
の
枠
組

み
全
般
に
関
わ
る
議
論
に
つ
い
て
で
す
。
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、

従
来
の
抽
象
的
な
近
世
政
治
起
源
説
が
批
判
さ
れ
て
、
新
た
な
部

落
史
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
再
構
成
す
る
か
だ
と
思
い
ま
す
。

今
曰
の
座
談
会
の
時
点
で
一
番
新
し
く
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
賎

民
身
分
論
』
で
し
ょ
う
か
。
大
阪
の
人
権
歴
史
資
料
館
で
行
わ
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
な
に
せ
一
九
九
○

年
一
二
月
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
議
論
じ
た
い
が
新
鮮
味
を

っ
た
通
り
で
す
。
愛
知
で
言
う
と
、
名
古
屋
で
新
た
な
市
史
の
編

纂
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
部
落
史
を
避
け
な
い
で
し
っ
か
り

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
奈
良
で
は
近
年
、
史
料
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
独
自
に
部
落
史
の
史
料
収
集
・
整
理
が
始
ま

り
ま
し
た
。
大
阪
で
も
よ
う
や
く
二
年
ほ
ど
前
か
ら
本
格
的
な
部

落
史
編
纂
に
向
け
た
研
究
会
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
滋
賀
で
新
し
い
史
料
集
『
近
江
国
蒲
生
郡
岩
越
家
文
書
』

全
三
巻
が
出
て
い
ま
す
し
、
岡
山
の
部
落
解
放
研
究
所
の
紀
要
で

は
津
山
藩
関
係
の
史
料
紹
介
が
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
九
州
で
は

福
岡
以
外
に
も
各
県
に
研
究
所
が
あ
り
、
毎
年
全
九
州
の
部
落
史

研
究
の
交
流
集
会
を
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
『
部
落
史
の
枠
組
み

一
、
地
域
史
研
究
の
成
果

第
四
報
告
部
落
史
の
枠
組
み

欠
い
て
し
ま
っ
た
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
討
論
で
は
寺
木

伸
明
さ
ん
が
集
中
砲
火
を
浴
び
て
い
る
感
じ
で
す
が
、
一
向
一
摸

起
源
説
や
部
落
の
成
立
に
関
す
る
寺
木
さ
ん
の
お
考
え
は
、
そ
の

後
微
妙
で
は
あ
り
ま
す
が
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
塚
田
孝
さ
ん

が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
以
後
の
自
分
や
他
者
の
業
績
に
一
一
一
一
回
及
す
る
と
い

っ
た
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
刊
行
の
時
期
が

遅
れ
た
こ
と
の
反
映
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
な
か
で
山
本
尚
友
さ
ん

の
報
告
は
中
世
と
近
世
と
連
続
面
だ
け
で
は
な
く
て
、
変
化
の
側

面
も
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
従
来
の
議
論
と
少
し
変
っ
て
き
て
お
ら

れ
る
の
か
な
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。

こ
の
本
と
同
じ
よ
う
に
論
争
の
当
事
者
を
対
談
さ
せ
る
と
い
う

企
画
の
も
の
と
し
て
、
『
部
落
史
を
読
み
な
お
す
」
が
あ
り
ま
す
。

上
杉
聰
さ
ん
と
寺
木
さ
ん
の
論
争
で
す
が
、
末
尾
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
中
尾
健
次
さ
ん
の
ま
と
め
か
ら
読
ん
だ
ほ
う
が
、
論
争
の
意

味
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
て
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。

上
杉
さ
ん
は
「
解
放
令
」
や
反
対
一
摸
の
研
究
、
あ
る
い
は
「
刻

む
会
」
の
実
践
の
中
か
ら
天
皇
制
と
部
落
差
別
の
問
題
を
深
め
ら

れ
、
「
け
が
れ
」
意
識
と
い
う
差
別
の
あ
り
方
を
究
明
し
て
中
世
ま

で
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
今
日
も
議
論
に

な
り
ま
し
た
が
、
確
か
に
天
皇
制
と
部
落
の
問
題
と
い
う
の
は
未

だ
に
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
上
杉
さ
ん
が
提
起
さ
れ

た
問
題
は
な
お
重
要
な
研
究
の
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
思
い

以
上
の
ほ
か
、
な
ん
と
言
っ
て
も
東
曰
本
で
の
研
究
が
進
ん
で
、

い
ろ
い
ろ
と
新
し
い
事
実
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
近

年
の
大
き
な
特
徴
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
埼
玉
を
中
心
に
鈴
木
家

文
書
を
つ
か
っ
た
研
究
、
栃
木
で
は
下
野
国
太
郎
兵
衛
文
書
、
群

馬
に
関
し
て
は
上
州
小
頭
三
郎
右
衛
門
文
書
の
翻
刻
が
進
ん
で

『
東
京
部
落
解
放
研
究
』
八
一
号
で
解
説
編
が
出
ま
し
た
。
そ
の

東
京
の
紀
要
が
改
題
し
て
『
明
日
を
拓
く
』
と
な
り
、
第
一
号
で

江
戸
東
京
博
物
館
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
長
野
で
は
信
州
農
村
開

発
史
研
究
所
が
地
道
な
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
新
潟
・

北
陸
で
は
学
校
の
先
生
な
ど
を
中
心
に
解
放
教
育
の
実
践
と
か
か

わ
っ
て
部
落
史
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。

こ
う
し
た
地
域
で
の
研
究
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、
こ
れ
ま

で
の
い
わ
ば
近
畿
中
心
の
部
落
史
の
議
論
へ
の
強
い
不
満
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。

ま
た
県
史
・
市
町
村
史
の
編
纂
と
か
か
わ
っ
て
新
た
な
部
落
史

の
編
纂
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
の
び
さ
ん
の
報
告
に
あ

渡
辺
俊
雄
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造
の
変
化
に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
な
の
に
、
中
世
起
源
説
は
そ

れ
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
触
穣
思
想
起
源
説
は
そ
の
触
穣
思
想
じ

た
い
が
歴
史
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
と
い
っ
た
指

摘
は
そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
先
に
紹
介
し
た
峯
岸
さ
ん
の
批
判
も
当
た
っ
て
い
ま

す
し
、
さ
ら
に
現
代
の
部
落
差
別
は
近
代
の
部
落
差
別
す
な
わ
ち

近
代
天
皇
制
支
配
下
の
社
会
問
題
の
残
津
で
あ
り
、
曰
本
国
憲
法

の
も
と
で
本
来
存
在
し
な
い
は
ず
の
も
の
だ
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
に
至
っ

て
は
、
そ
の
本
来
存
在
し
な
い
は
ず
の
も
の
が
現
実
に
は
存
在
す

る
と
い
う
矛
盾
し
た
社
会
問
題
が
部
落
差
別
で
あ
り
、
現
代
は
現

代
で
畑
中
さ
ん
が
言
わ
れ
る
社
会
構
造
に
基
づ
い
て
部
落
差
別
が

あ
る
と
ど
う
し
て
考
え
よ
う
と
し
な
い
の
か
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
畑
中
さ
ん
は
部
落
の
解
放
の
見
通
し
と
し
て
部
落
差
別
が
解

消
す
れ
ば
「
部
落
」
「
部
落
民
」
も
解
消
す
る
と
一
一
一
一
口
い
ま
す
が
、
そ

の
部
落
差
別
の
解
消
と
い
う
前
提
が
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
わ
け

で
、
部
落
差
別
を
な
く
す
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
っ
て
、
「
部
落
」

「
部
落
民
」
を
な
く
す
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

寺
木
さ
ん
の
「
被
差
別
部
落
の
起
源
と
は
何
か
』
に
も
触
れ
て

お
き
た
い
の
で
す
が
、
そ
こ
で
寺
木
さ
ん
は
、
役
と
職
業
と
い
う

周
知
の
近
世
部
落
の
二
つ
の
特
徴
を
示
さ
れ
、
そ
の
一
一
つ
の
特
徴

を
兼
ね
そ
な
え
た
賤
民
・
不
浄
視
身
分
が
日
本
社
会
で
成
立
す
る

時
期
・
状
態
・
歴
史
的
背
景
を
被
差
別
部
落
の
起
源
と
定
義
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
と
「
け
が
れ
」
意
識
の
画
期
が
十
一
世
紀
に
あ
る
と

い
う
上
杉
さ
ん
の
指
摘
は
、
『
曰
本
通
史
』
の
丹
生
谷
哲
一
さ
ん
の

論
文
と
も
符
合
し
ま
す
。
た
だ
、
丹
生
谷
論
文
に
よ
れ
ば
河
原
者

の
源
流
の
一
つ
と
し
て
古
代
の
令
制
下
で
死
牛
馬
処
理
や
皮
革
業

に
従
っ
て
い
た
職
能
民
を
想
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
上
杉
さ

ん
の
よ
う
に
古
代
賤
民
制
が
解
体
し
て
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
か

ら
被
差
別
部
落
が
発
生
す
る
と
い
う
見
通
し
は
修
正
の
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
、
そ
う
し
た
「
け
が
れ
」
意
識
を

「
部
落
」
差
別
と
言
う
か
ら
議
論
が
混
乱
し
て
し
ま
う
と
い
う
点

と
、
網
野
善
彦
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
る
一
四
世
紀
を
境
と
す
る
価
値

観
の
転
換
と
い
う
議
論
を
無
視
し
て
「
け
が
れ
」
意
識
の
問
題
を

中
世
か
ら
近
世
ま
で
一
貫
し
て
議
論
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
と

い
う
点
に
は
疑
問
が
残
り
ま
す
。

峯
岸
賢
太
郎
さ
ん
の
連
載
に
つ
い
て
は
、
中
尾
さ
ん
か
ら
紹
介

が
あ
っ
た
通
り
で
す
。
た
だ
、
連
載
が
始
ま
っ
た
当
初
は
ど
う
し

て
今
さ
ら
井
上
清
さ
ん
や
原
田
伴
彦
さ
ん
の
批
判
を
す
る
の
か
、

意
味
が
よ
く
つ
か
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
連
載
が
五
回
目
を

迎
え
て
、
主
な
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
畑
中
敏
之
さ
ん
だ
と
い
う

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
曰
の
被
差
別
部
落
が
近

世
と
血
縁
的
系
譜
が
あ
る
の
は
客
観
的
実
在
な
の
に
、
系
譜
が
つ

な
が
っ
て
い
る
と
い
う
観
念
を
な
く
せ
と
い
う
の
は
無
茶
な
観
念

論
だ
と
か
、
被
差
別
民
の
存
在
状
況
や
差
別
の
あ
り
様
を
無
視
し

以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
抽
出
し
て
み

ま
す
。

第
一
に
は
、
近
世
政
治
起
源
説
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
批
判
す

る
に
し
て
も
、
「
政
治
的
」
と
い
う
場
合
の
政
治
と
い
う
の
を
ど
う

理
解
す
る
か
が
大
き
な
論
点
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

従
来
の
抽
象
的
な
と
い
う
か
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
、
権
力
が
あ
た
か
も
身
分
差
別
や
被
差
別
身
分
そ
れ
じ
た
い
を

創
出
し
た
か
の
よ
う
な
近
世
政
治
起
源
説
が
批
判
さ
れ
て
、
中
世

起
源
説
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
中
世
起
源
説
と
言
っ
て

も
上
杉
さ
ん
の
よ
う
な
「
中
世
政
治
起
源
説
」
と
峯
岸
さ
ん
の
よ

う
な
「
中
世
社
会
的
起
源
説
」
の
二
つ
の
議
論
が
あ
る
。
中
世
に

て
い
ま
す
。
こ
の
本
が
出
た
一
九
九
二
年
の
時
点
で
は
、
私
は
そ

れ
ほ
ど
違
和
感
な
し
に
読
ん
だ
の
で
す
が
、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
『
新

編
部
落
の
歴
史
』
の
寺
木
さ
ん
の
執
筆
部
分
を
読
ん
だ
時
に
は

正
直
に
言
う
と
い
く
つ
か
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
部

落
は
豊
臣
政
権
の
も
と
で
成
立
す
る
の
に
近
世
身
分
制
の
成
立
は

も
う
少
し
遅
れ
る
と
い
っ
た
ズ
レ
が
あ
っ
て
い
い
の
か
と
か
、
「
豊

臣
政
権
の
中
枢
地
」
で
部
落
が
成
立
す
れ
ば
近
世
部
落
の
成
立
と

言
っ
て
い
い
の
か
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
で
す
。

て
構
造
的
に
把
握
す
る
な
ど
と
い
う
畑
中
さ
ん
の
議
論
は
ま
や
か

し
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

藤
原
宏
さ
ん
の
『
象
徴
天
皇
制
と
部
落
幻
想
』
は
、
面
白
く
読

み
ま
し
た
。
藤
原
さ
ん
は
「
「
部
落
民
」
と
は
、
そ
の
出
自
を
か
っ

て
の
「
犠
多
・
非
人
」
に
も
っ
と
み
な
さ
れ
る
人
」
と
い
う
命
題

と
「
部
落
差
別
は
現
実
だ
が
、
「
部
落
」
そ
の
も
の
は
幻
想
」
だ
と

い
う
二
つ
の
命
題
を
立
て
て
議
論
さ
れ
ま
す
。
「
部
落
の
家
」
と
い

う
の
が
マ
イ
ナ
ス
の
観
念
と
し
て
成
立
す
る
の
は
近
世
民
衆
の
な

か
に
祖
先
祭
祀
が
普
及
し
「
家
」
意
識
が
確
立
す
る
の
と
裏
表
だ

と
か
、
厳
密
に
「
部
落
」
と
い
え
る
の
は
近
・
現
代
の
み
で
、
部

落
差
別
は
「
賤
民
廃
止
令
」
を
分
岐
点
と
し
て
本
質
的
な
変
化
が

起
こ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
は
賛
同
で
き
ま
す
。
た
だ
、
現
代
の
被

差
別
部
落
と
中
世
・
近
世
の
「
賤
民
」
と
の
社
会
的
系
譜
は
い
っ

さ
い
存
在
し
な
い
と
ま
で
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と
つ
い
て
い
け
な
い
気
も
し
ま
す
。

畑
中
さ
ん
の
三
部
落
史
」
を
問
う
』
は
「
国
民
融
合
論
」
の
立

場
か
ら
「
国
民
融
合
論
」
を
超
え
よ
う
と
し
た
の
か
な
と
い
う
印

象
で
す
。
従
来
の
抽
象
化
さ
れ
た
政
治
起
源
説
に
は
問
題
が
あ
る

と
し
な
が
ら
も
、
政
治
起
源
説
が
本
来
持
っ
て
い
た
積
極
的
な
面
、

つ
ま
り
系
譜
論
へ
の
批
判
と
観
念
的
な
「
職
業
起
源
説
」
「
宗
教
起

源
説
」
へ
の
批
判
を
継
承
す
べ
き
こ
と
、
差
別
は
各
時
代
の
社
会

体
制
の
も
と
で
再
生
産
さ
れ
る
構
造
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
構

三
、
論
点
の
抽
出






