
地
球
の
四
周
半
分
に
当
た
る
一
六
万
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
の
べ
四
○
○
○
日
余
か
け
て
、
日
本
各
地

を
歩
い
た
一
人
の
男
が
い
る
。「
彼
の
足
跡
を
赤

イ
ン
ク
で
記
す
と
、
日
本
地
図
が
真
っ
赤
に
な

る
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ

と
大
袈
裟
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ

ま
で
の
誰
よ
り
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
誰
よ
り

も
、
日
本
の
農
山
漁
村
を
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
き

る
人
々
を
知
り
尽
く
し
た
人
物
に
違
い
な
い
。

そ
の
男
、
宮
本
常
一
が
今
、
日
本
で
静
か
な
ブ

ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家

の
佐
野
眞
一
や
中
国
新
聞
記
者
の
佐
田
尾
信
作
ら

の
著
作
に
よ
り
、
こ
こ
数
年
の
間
に
、
一
般
に
も

知
ら
れ
て
き
た
。
過
去
の
古
き
良
き
日
本
を
振
り

返
る
昨
今
の
昭
和
三
○
年
代
レ
ト
ロ
・
ブ
ー
ム
も

そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
。

宮
本
常
一
（
一
九
○
七
〜
一
九
八
一
年
）
は
、

日
本
全
国
を
回
っ
て
様
々
な
人
々
か
ら
聞
き
書
き

を
し
、
膨
大
な
量
の
筆
記
記
録
や
写
真
を
残
し
た

ユ
ニ
ー
ク
な
記
録
者
・
民
俗
学
者
で
あ
る
。
同
時

に
、
出
会
っ
た
人
々
に
他
の
農
山
漁
村
の
話
を
イ

ン
プ
ッ
ト
し
、
自
ら
の
地
域
を
主
体
的
に
改
善
し

よ
う
と
努
力
す
る
人
々
を
激
励
・
鼓
舞
し
た
地
域

開
発
の
助
言
者
・
実
践
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
両

面
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー
と
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
双
方
が
融
合

し
た
形
と
し
て
、
開
発
途
上
国
に
お
け
る
開
発
や

そ
れ
へ
の
支
援
・
協
力
を
考
え
る
う
え
で
、
有
益

な
示
唆
や
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。

●
宮
本
常
一
の
略
歴

宮
本
常
一
は
周
防
大
島
の
農
家
の
生
ま
れ
で
あ

る
。
家
は
貧
し
く
、
ま
た
彼
の
青
少
年
時
代
は
苦

し
み
の
連
続
で
あ
っ
た
。
周
防
大
島
自
体
が
戦
前

か
ら
多
数
の
移
民
を
海
外
へ
送
り
出
し
て
き
た
厳

し
い
土
地
で
あ
り
、
小
学
校
高
等
科
を
卒
業
し
た

翌
年
、
大
阪
に
出
て
郵
便
局
職
員
と
し
て
働
く
。

そ
の
後
、
師
範
学
校
を
経
て
、
小
学
校
教
員
と
な

る
。
宮
本
が
聞
き
書
き
を
始
め
る
の
は
こ
の
頃
か

ら
で
あ
り
、
一
九
三
四
〜
一
九
三
五
年
に
か
け
て

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
や
後
に
宮
本
の
パ
ト
ロ
ン

と
な
る
第
一
銀
行
副
頭
取
の
渋
沢
敬
三
（
後
に
日

銀
総
裁
、
大
蔵
大
臣
を
歴
任
）
と
の
出
会
い
が
、

民
俗
学
の
道
へ
進
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

宮
本
は
早
速
全
国
組
織
「
民
間
伝
承
の
会
」
の

設
立
に
関
わ
り
、
一
九
三
九
年
に
上
京
し
て
渋
沢

が
主
宰
す
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
一
九
四

二
年
に
日
本
常
民
文
化
研
究
所
と
改
称
、
現
在
神

奈
川
大
学
に
附
置
）
に
入
り
、
渋
沢
の
命
を
受
け

て
、
日
本
全
国
の
民
俗
調
査
に
携
わ
っ
た
。
宮
本

は
戦
前
か
ら
民
俗
調
査
に
加
え
て
民
具
収
集
な
ど

を
各
地
で
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
残
念
な
こ

と
に
、
第
二
次
大
戦
の
戦
災
で
、
原
稿
一
万
二
○

○
○
枚
、
採
集
ノ
ー
ト
一
○
○
冊
、
写
真
そ
の
他

の
調
査
資
料
の
一
切
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

戦
後
、
宮
本
は
い
っ
た
ん
郷
里
の
周
防
大
島
へ

戻
っ
て
農
業
に
勤
し
む
が
、
ほ
ど
な
く
、
食
料
増

産
対
策
、
農
地
解
放
、
農
協
育
成
や
農
業
指
導
の

た
め
に
全
国
各
地
を
回
り
つ
つ
、
再
び
民
俗
調
査

に
力
を
注
い
で
い
っ
た
。
戦
後
す
ぐ
か
ら
一
九
五

○
年
代
前
半
に
か
け
て
の
瀬
戸
内
海
、
対
馬
、
壱

岐
、
五
島
な
ど
で
の
調
査
を
踏
ま
え
て
、
宮
本
は

全
国
離
島
振
興
協
議
会
の
設
立
（
一
九
五
二
年
）

に
寄
与
し
、
自
ら
事
務
局
長
に
就
任
す
る
と
と
も

に
、
国
に
対
し
て
離
島
振
興
法
の
制
定
を
強
く
働

き
か
け
、
一
九
五
三
年
に
と
う
と
う
そ
れ
を
実
現

さ
せ
た
。
続
い
て
林
業
金
融
調
査
会
を
設
立
し
て

山
村
の
社
会
経
済
調
査
に
従
事
し
、『
風
土
記
日

本
』（
全
七
巻
）
や
『
日
本
残
酷
物
語
』（
全
五
巻

＋
現
代
篇
二
巻
）
の
編
集
執
筆
な
ど
を
進
め
た
。

一
九
六
二
年
に
柳
田
國
男
が
、
一
九
六
三
年
に

渋
沢
敬
三
が
他
界
す
る
と
、
宮
本
は
武
蔵
野
美
術

宮
本
常
一
と
農
山
漁
村
振
興̶

地
域
の
主
体
的
な
開
発
を
目
指
し
て

特集／農村開発と農村研究

松
井
和
久

パ
ー
ト
　

日
本
の
農
村
開
発
に
農
村
研
究
の
果
た
し
た
役
割
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大
学
に
教
授
職
を
得
、
一
九
六
六
年
に
日
本
観
光

文
化
研
究
所
を
開
設
し
て
所
長
に
就
任
、
機
関
誌

『
あ
る
く
・
み
る
・
き
く
』
を
発
刊
、
一
九
六
七

年
に
宮
本
常
一
著
作
集
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
。

病
気
で
入
退
院
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
一
九
七
七

年
に
大
学
を
退
職
し
た
後
は
郷
里
で
あ
る
山
口
と

の
関
わ
り
が
大
き
く
な
り
、
周
防
猿
回
し
の
復
活

支
援
や
大
島
郡
東
和
町
（
現
・
周
防
大
島
町
）
に

「
郷
土
大
学
」（
一
九
八
○
年
開
講
）
を
つ
く
り
、

彼
の
地
元
の
人
々
に
対
す
る
働
き
か
け
を
続
け
た
。

海
外
へ
も
目
を
開
き
始
め
、
台
湾
、
ア
フ
リ
カ
な

ど
を
訪
問
調
査
し
た
後
、
一
九
八
一
年
に
七
三
年

の
生
涯
を
閉
じ
た
。

●
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
・
宮
本
常
一

宮
本
が
残
し
た
様
々
な
記
録
は
、
そ
の
一
部
が

『
宮
本
常
一
著
作
集
』（
四
六
冊
）
と
し
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
が
、
今
な
お
完
結
し
て
い
な
い
。
著

作
数
は
、
雑
誌
掲
載
も
含
め
、
確
認
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
も
二
五
○
○
点
余
に
上
る
。
前
述
の
よ
う

に
戦
前
の
記
録
・
資
料
は
一
切
が
焼
失
し
て
お
り
、

そ
れ
を
加
え
れ
ば
気
の
遠
く
な
る
分
量
の
記
録
を

行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
筆
記
記
録
に
加
え
て
、
宮

本
は
の
べ
一
○
万
点
以
上
の
写
真
も
残
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
莫
大
な
資
料
は
、
二
○
○
三
年
に
周
防

大
島
に
設
立
さ
れ
た
周
防
大
島
文
化
交
流
セ
ン
タ

ー
に
よ
っ
て
収
集
・
整
理
・
保
管
さ
れ
て
い
る
。

二
○
○
五
年
に
毎
日
新
聞
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た

『
宮
本
常
一
写
真
・
日
記
集
成
』
を
見
て
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
宮
本
の
調
査
ス
タ
イ
ル
は
超
人
的

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
聞
き
書
き
を
始

め
た
頃
の
宮
本
は
、
汚
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
に
コ
ウ
モ

リ
傘
を
吊
り
下
げ
、
脚
に
は
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
い
て

ズ
ッ
ク
靴
を
履
き
、
と
き
に
は
物
乞
い
に
間
違
え

ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
、
と
い
っ
た
格
好
だ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
宮
本
が
村
の
古
老
な

ど
か
ら
聞
き
書
き
を
始
め
る
と
、
多
く
の
場
合
、

そ
れ
が
夜
中
ま
で
際
限
な
く
続
く
の
で
あ
っ
た
。

宮
本
は
生
涯
で
の
べ
約
一
二
○
○
軒
の
民
家
に
泊

ま
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

彼
は
稀
に
み
る
聞
き
上
手
で
あ
っ
た
。
傍
目
に

は
図
々
し
い
よ
う
に
み
え
て
も
、「
人
間
は
誰
も

が
話
し
た
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、

そ
れ
を
自
然
な
形
で
引
き
出
す
こ
と
が
自
分
の
仕

事
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
一
般
に
閉
鎖
的
と

見
な
さ
れ
る
農
山
漁
村
の
人
々
が
、
ヨ
ソ
者
で
あ

る
宮
本
を
か
く
も
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
き

だ
が
、
人
々
を
信
頼
さ
せ
る
何
か
を
宮
本
は
持
っ

て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
そ
こ
の
人

々
と
同
じ
よ
う
な
貧
し
い
農
村
の
出
身
で
、
人
々

の
喜
怒
哀
楽
を
共
感
で
き
た
こ
と
、
そ
こ
に
住
む

人
の
目
で
捉
え
よ
う
と
常
に
努
め
て
い
た
こ
と
、

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
社
会
文
化
的
な
バ
ッ
ク
グ

ラ
ン
ド
が
大
き
く
異
な
る
開
発
途
上
国
の
フ
ィ
ー

ル
ド
に
我
々
が
入
る
と
き
に
は
、
対
象
を
よ
く
理

解
し
て
入
る
こ
と
が
当
然
必
要
だ
が
、
そ
れ
で
も

な
か
な
か
宮
本
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
宮
本
は
そ
れ
を
改
め
て
あ
り
ふ
れ
た

手
帳
や
大
学
ノ
ー
ト
に
記
録
す
る
の
で
あ
る
。「
今

日
は
あ
ま
り
調
子
が
よ
く
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、

平
気
で
一
日
に
四
○
○
字
詰
め
原
稿
用
紙
四
○
枚

を
書
く
の
で
あ
る
。宮
本
は
『
宮
本
常
一
著
作
集
』

の
発
刊
記
念
の
挨
拶
で
「
飯
を
食
う
た
め
に
書
い

た
。
腹
に
た
ま
っ
て
い
る
糞
を
な
め
て
い
る
よ
う

な
も
の
だ
か
ら
、
読
ま
な
い
で
ほ
し
い
」
と
述
べ

た
と
い
う
が
、
生
き
て
い
く
た
め
に
書
く
と
い
う

執
念
が
に
じ
み
出
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

彼
の
書
い
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
「
記
録
」
で

あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
論
文
」
で
は
な
い
。
仮
説
を

立
て
て
検
証
し
た
り
、
先
行
研
究
や
理
論
モ
デ
ル

を
意
識
し
た
り
し
た
も
の
は
な
い
。
良
質
の
紀
行

文
で
あ
り
、
調
査
報
告
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

に
は
彼
の
調
査
対
象
と
な
っ
た
人
々
や
地
域
に
対

す
る
暖
か
な
眼
差
し
や
そ
れ
ら
の
未
来
に
対
す
る

思
い
が
溢
れ
て
い
る
。
宮
本
は
学
界
や
研
究
者
な

ど
特
定
の
誰
か
を
対
象
と
し
て
書
い
て
は
い
な
い

が
、
不
特
定
多
数
の
誰
か
が
読
ん
で
く
れ
る
こ
と

を
想
定
し
て
書
い
て
は
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
宮
本
が
記
録
に
残
そ
う
と
思
っ
た
も

の
が
、
戦
後
日
本
の
経
済
復
興
や
高
度
経
済
成
長

の
陰
で
忘
れ
去
ら
れ
、
見
捨
て
ら
れ
、
省
み
ら
れ

な
く
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。『
忘
れ
ら
れ

た
日
本
人
』、『
庶
民
の
発
見
』、『
日
本
残
酷
物

語
』
な
ど
彼
の
著
作
の
題
名
か
ら
も
想
起
さ
れ
る

よ
う
に
、
彼
は
努
め
て
名
も
な
い
ご
く
普
通
に
生

き
て
き
た
人
々
か
ら
の
聞
き
書
き
を
続
け
た
。
宮

本
の
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
、
農
山
漁
村
に
生
き
る

人
々
の
本
音
や
思
い
が
吐
露
さ
れ
、
そ
れ
が
世
に

出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
国
や

地
方
自
治
体
の
農
山
漁
村
振
興
の
施
策
に
生
か
さ

れ
る
こ
と
を
願
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
宮
本
は
、
こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
自

ら
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
社
会
運
動
を
強
力
に
進

2003 年に開設された周防大島文化交流センター（山口県
周防大島町）。宮本常一の膨大な資料を収集・整理・保管
しているほか、「郷土大学」など地域に密着した多彩な活
動を行っている（2006 年３月６日、筆者撮影）
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め
て
い
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
当
時
思
想
界
に

影
響
を
与
え
て
い
た
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や

反
体
制
運
動
と
も
距
離
を
置
い
た
。
多
く
の
活
動

家
が
宮
本
を
現
状
肯
定
主
義
者
と
見
な
し
た
が
、

宮
本
は
活
動
家
の
社
会
運
動
と
は
一
線
を
画
し
た

ま
ま
、
日
本
全
国
の
農
山
漁
村
を
歩
き
続
け
た
。

●
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
・
宮
本
常
一

宮
本
常
一
に
つ
い
て
は
、
彼
が
残
し
た
膨
大
な

記
録
・
著
作
・
写
真
と
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る

記
述
が
民
俗
学
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
や
す
い
が
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
彼
の
聞
き
書
き
は
、
自
分
の

必
要
な
情
報
を
聞
き
出
し
て
終
了
と
い
っ
た
一
方

通
行
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
人
々
の
話
を
じ
っ
く

り
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
共
感
し
、
自
分
の
経
験

し
て
き
た
様
々
な
農
山
漁
村
の
話
を
イ
ン
プ
ッ
ト

し
、
こ
の
地
域
を
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か

を
一
緒
に
真
剣
に
語
り
合
う
の
で
あ
っ
た
。
宮
本

は
農
家
の
出
身
で
、
し
か
も
戦
後
し
ば
ら
く
は
全

国
を
ま
わ
っ
て
農
業
指
導
を
行
っ
た
経
験
が
あ
り
、

ヨ
ソ
者
と
は
い
え
、
彼
の
話
に
は
し
っ
か
り
し
た

裏
づ
け
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
地
域
の
人
々
に
と

っ
て
も
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
人
々
は
宮
本
に
話
を
決
し
て
合
わ
せ
て

は
い
な
い
し
、
宮
本
も
自
分
の
考
え
に
人
々
を
無

理
や
り
合
わ
せ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

宮
本
は
、
地
域
開
発
は
地
域
の
人
々
が
主
体
と

な
ら
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
強
く
主
張

し
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
地
域
を
ど
う
し
た
い
の

か
と
い
う
主
体
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
意
識
づ

け
を
行
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
ま
ず
聞
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
々
が
辿
っ
て
き
た
生
活
や
人
生
の
話
を

肯
定
的
に
受
け
入
れ
、
価
値
判
断
を
示
さ
ず
に
ま

ず
は
共
感
し
、
人
々
の
思
い
を
自
分
も
共
有
し
よ

う
と
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
作
り
話
や
嘘
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
話

を
し
た
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
受
け
て
、
宮
本
は
自
分
の
経
験
談
や
全

国
の
他
の
地
域
の
人
々
の
話
を
適
宜
し
て
い
く
。

宮
本
の
著
作
に
は
、
そ
の
多
く
に
こ
う
し
た
プ
ロ

セ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
前
述
の
よ
う

に
、
そ
の
地
域
に
つ
い
て
行
政
な
ど
の
一
般
的
な

説
明
と
は
異
な
る
事
実
や
感
情
が
人
々
の
口
か
ら

吐
き
出
さ
れ
て
く
る
。
宮
本
は
丹
念
に
そ
う
し
た

話
を
記
録
し
、
残
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

地
域
開
発
に
お
け
る
地
域
の
人
々
の
主
体
性
を

最
重
視
す
る
宮
本
は
、
農
山
漁
村
の
生
活
の
苦
し

さ
や
貧
し
さ
か
ら
く
る
諦
め
・
絶
望
感
や
行
政
へ

の
依
存
心
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
が
、
何
と
か

人
々
が
自
分
た
ち
の
地
域
を
守
り
、
生
活
を
改
善

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
か
ら
、
様
々
な
働

き
か
け
を
し
た
。
例
え
ば
、
佐
渡
島
の
小
木
で
彼

は
人
々
に
民
具
採
集
を
呼
び
か
け
た
。
技
術
進
歩

の
な
か
で
忘
れ
去
ら
れ
た
農
具
や
様
々
な
道
具
を

掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
人
々
の

心
の
中
か
ら
手
繰
り
出
す
な
か
で
、
自
分
た
ち
の

地
域
へ
の
思
い
を
表
出
さ
せ
、
何
ら
か
の
具
体
的

な
行
動
へ
結
び
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

最
初
は
多
く
の
人
々
が
そ
の
意
図
を
訝
し
が
っ
て

い
た
が
、
彼
ら
が
持
ち
寄
っ
た
民
具
や
道
具
を
集

め
て
民
俗
博
物
館
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
地
域
振

興
の
次
の
展
開
へ
向
け
て
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

宮
本
が
関
わ
っ
た
地
域
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な

動
き
を
み
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
少
な

か
ら
ぬ
地
域
で
は
補
助
金
に
頼
る
こ
と
を
選
択
し
、

自
分
た
ち
の
運
命
を
地
域
の
外
の
力
に
委
ね
て
い

っ
た
。宮
本
は
こ
う
し
た
状
況
を
「
国
内
植
民
地
」

と
い
っ
て
嘆
き
、
日
本
の
地
方
の
将
来
を
深
く
悲

観
し
て
い
た
。
そ
の
一
端
に
は
、
彼
が
離
島
の
自

立
を
願
っ
て
成
立
に
奔
走
し
た
離
島
振
興
法
が
、

彼
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
離
島
の
行
政
へ
の
依
存

を
逆
に
高
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
あ
ろ

う
。
ま
た
、
彼
が
支
援
し
て
き
た
新
潟
県
の
あ
る

過
疎
の
村
で
の
村
お
こ
し
の
気
運
が
、
当
時
の
田

中
首
相
に
よ
る
日
本
列
島
改
造
論
に
基
づ
く
大
型

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
水
泡
に
帰
し
た
経
験
も

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

彼
に
は
子
供
向
け
に
書
か
れ
た
著
作
が
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
日
本
や
地
域
の
将
来
を
担
う
子
供
た
ち

へ
の
期
待
が
溢
れ
て
い
る
。
悲
観
し
つ
つ
も
、
宮

本
は
全
国
を
ま
わ
っ
て
名
も
な
き
人
々
か
ら
聞
き

書
き
を
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
励
ま
し
、
元
気
づ
け
、

少
し
で
も
自
分
た
ち
の
地
域
を
主
体
的
に
改
善
し

て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
願

い
続
け
た
の
で
あ
る
。

●
宮
本
常
一
を
受
け
継
ぐ
人
々

宮
本
常
一
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
五
年
が
経
っ

た
。
国
民
所
得
は
上
昇
し
、
農
山
漁
村
も
都
市
と

さ
ほ
ど
変
わ
ら
ぬ
生
活
水
準
を
享
受
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
か
つ
て
日
本
の
農
山
漁
村
に
染
み
つ

い
て
い
た
貧
困
や
困
窮
の
世
界
は
遠
い
昔
話
と
な

っ
た
。
宮
本
が
ま
わ
っ
た
日
本
各
地
の
人
々
が
願

周防大島文化交流センター内に展示された地元の漁労器具。
このほか、農具や工具も多数展示されている。宮本常一は
こうした民具の収集・展示を各地で進めた。センター内右
奥の別室には宮本常一の蔵書などが保管されている（2006
年３月６日、筆者撮影）
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っ
て
い
た
「
貧
困
か
ら
の
解
放
」
は
達
成
さ
れ
た

観
が
あ
る
。
み
ん
な
幸
せ
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
生
活
水
準
の
上
昇
と
引
き
換
え
と
な

る
か
の
よ
う
に
、
日
本
の
農
山
漁
村
は
そ
の
姿
を

大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ

た
一
九
六
○
〜
七
○
年
代
の
農
山
漁
村
に
お
け
る

過
疎
、
人
口
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
と
い
っ
た
状

況
は
、
現
代
に
お
い
て
は
一
層
拍
車
が
か
か
っ
て

い
る
。
多
く
の
農
地
が
耕
作
放
棄
さ
れ
、
木
材
価

格
が
低
迷
し
た
ま
ま
の
森
林
が
間
伐
さ
れ
ず
に
放

置
さ
れ
、
財
政
問
題
に
端
を
発
す
る
市
町
村
合
併

の
推
進
の
下
で
、
補
助
金
や
公
共
事
業
に
依
存
し

た
「
国
内
植
民
地
」
的
状
況
が
よ
り
恒
常
化
し
た
。

宮
本
が
懸
念
し
た
状
況
は
よ
り
深
刻
化
し
た
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
物
流
が
大
き

く
発
展
し
て
、
我
々
は
世
界
中
か
ら
安
く
て
良
質

の
製
品
を
容
易
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
外
国
か
ら
大
量
の
農
産
物
、
木
材
、
水
産
物

が
輸
入
さ
れ
、
そ
れ
が
都
市
の
消
費
者
ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
ら
の
産
物
を
生
産
し
て
い
た
は
ず
の
農
山
漁

村
の
商
店
に
も
並
ぶ
時
代
に
な
っ
た
。
食
品
加
工

用
の
原
材
料
も
そ
の
多
く
は
廉
価
な
外
国
産
で
あ

る
。
宮
本
が
鼓
舞
し
て
き
た
地
域
の
主
体
性
は
こ

れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
発
揮
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

宮
本
常
一
の
教
え
を
直
接
・
間
接
に
受
け
た
人

々
が
様
々
な
活
動
を
始
め
て
い
る
。
聞
き
書
き
や

映
像
を
通
じ
て
、
忘
れ
ら
れ
て
消
え
て
い
く
日
本

の
地
域
社
会
・
文
化
・
民
俗
を
記
録
し
続
け
て
い

る
人
々
が
い
る
。
あ
る
い
は
、
ヨ
ソ
者
と
し
て
地

域
に
入
っ
て
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
主
体
的
に
地

域
資
源
や
地
域
の
価
値
に
「
気
づ
き
」、
そ
こ
か

ら
何
ら
か
の
主
体
的
活
動
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う

に
働
き
か
け
る
人
々
が
い
る
（
こ
れ
ら
の
活
動
に

は
「
地
元
学
」、「
あ
る
も
の
探
し
」、「
地
域
学
」

な
ど
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
活
動
が
含
ま
れ
る
）。

地
域
お
こ
し
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
エ
コ
ツ

ー
リ
ズ
ム
、
里
山
保
護
、
有
機
農
業
な
ど
の
活
動

に
関
わ
る
人
々
の
中
に
は
、
様
々
な
経
路
で
宮
本

常
一
に
連
な
る
者
が
意
外
な
ほ
ど
多
い
。
地
域
資

源
に
目
を
向
け
た
地
域
主
体
の
地
域
づ
く
り
を
標

榜
す
る
動
き
が
各
地
で
散
見
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

現
状
の
大
き
な
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
活

動
は
水
滴
程
度
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
市
町
村
合
併
の
嵐
の
な
か
で
、
貧
困
か
ら
の

解
放
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
、
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
生
き
残
り
戦
略
と
な
る
だ
ろ
う
。

●
地
域
研
究
者
と
開
発
実
践
者
の
融
合

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
宮
本
常
一
に
は
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
側
面
と
同
時
に

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
。

農
山
漁
村
振
興
の
観
点
に
立
て
ば
、
彼
は
そ
れ

ら
の
戦
略
立
案
や
計
画
作
成
を
行
っ
た
わ
け
で
は

な
い
し
、
農
林
水
産
業
発
展
に
関
す
る
理
論
的
貢

献
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
で
は
何
を
し
た
の
か

と
い
え
ば
、
農
山
漁
村
の
普
通
の
人
々
の
肉
声
に

耳
を
傾
け
、
共
感
し
、
そ
の
本
音
を
記
録
し
、
そ

こ
か
ら
地
域
や
日
本
全
般
の
農
山
漁
村
振
興
の
直

面
す
る
本
質
的
問
題
へ
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
を

考
察
し
た
の
で
あ
る
。
農
山
漁
村
振
興
の
行
政
担

当
者
か
ら
す
れ
ば
、
宮
本
は
有
能
な
情
報
提
供
者

に
は
な
り
得
て
も
、
そ
れ
以
上
の
存
在
で
は
な
い
。

し
か
し
、
宮
本
に
出
会
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、

自
分
た
ち
を
励
ま
し
、
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
、
自

分
た
ち
の
地
域
を
真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
与

え
て
く
れ
た
「
好
ま
し
き
」
ヨ
ソ
者
で
あ
っ
た
。

実
際
に
本
人
に
会
っ
た
こ
と
は
な
く
と
も
、
彼
の

著
作
を
読
ん
で
、
農
山
漁
村
振
興
を
真
剣
に
考
え

始
め
、
行
動
を
起
こ
し
た
人
々
も
存
在
す
る
。
彼

の
功
績
に
は
、「
糞
の
よ
う
な
も
の
」
と
自
ら
卑

下
し
た
膨
大
な
記
録
だ
け
で
な
く
、
形
に
残
ら
な

い
が
農
山
漁
村
の
人
々
の
心
に
多
く
の
何
か
を
残

し
て
い
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
は
決
し
て
矮
小
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

植
民
地
支
配
か
ら
独
立
し
た
も
の
の
、
開
発
援

助
の
恩
恵
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
開
発
途
上
国
に

は
、
こ
う
し
た
宮
本
常
一
の
よ
う
な
人
物
が
ど
れ

ぐ
ら
い
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
の
主
体
性

を
強
調
す
る
こ
と
は
、
国
民
統
合
を
是
と
し
た
国

家
形
成
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
だ
ろ
う
。
宮

本
が
日
本
で
採
っ
た
よ
う
な
行
動
は
、
多
く
の
開

発
途
上
国
で
は
ま
だ
非
現
実
的
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
対
象
と
な
る
地
域
社
会
や
そ
こ
に

暮
ら
す
人
々
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
真

の
共
感
は
で
き
な
い
し
、
真
の
共
感
な
し
に
人
々

を
励
ま
し
た
り
、
何
ら
か
の
主
体
的
行
動
を
促
し

た
り
す
る
こ
と
も
無
理
で
あ
る
。
開
発
途
上
世
界

と
ど
う
関
わ
る
か
を
考
え
る
と
き
、
宮
本
常
一
の

な
か
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
地
域

研
究
者
と
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
開
発
実

践
者
と
の
融
合
の
姿
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

（
ま 

つ
い　

か
ず
ひ
さ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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