
昭
和
前
期
の
情
報
環
境
と
祖
神
道
信
者
の
地
理
的
広
が
り

「
長
洲
の
生
神
様
」
松
下
松
蔵
へ
の
手
紙
等
を
手
が
か
り
に

l

井

)願

上

孝

は
じ
め
に

十
九
世
紀
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
日
本
に
は
多
く
の
新
宗
教
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
形
成
に
あ
た
り
中
心
的
、
か
つ
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
に

対
し
、
新
宗
教
研
究
で
は
通
常
教
祖
と
い
う
概
念
を
適
用
す
る
。
教
祖
に
関
す
る
研
究
は
教
祖
論
と
し
て
括
ら
れ
、
教
祖
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
思
想
、
そ

の
他
多
く
の
研
究
テ

l
マ
が
存
在
す
る
。
教
祖
と
信
者
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
、
弟
子
集
団
の
形
成
や
中
心
的
信
者
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
な
ど

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
信
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
情
報
ル

l
ト
に
よ
っ
て
教
祖
を
知
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
手

段
で
教
祖
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
は
比
較
的
乏
し
い
。
そ
れ
は
第
一
に
こ
う
し
た
こ
と
を
論
じ
る

た
め
の
一
次
資
料
が
あ
ま
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
あ
っ
た
と
し
て
も
、
研
究
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
な
ど
い
く
つ
か
制

約
が
生
じ
る
。

信
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
教
祖
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
時
々
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
こ
と
は
非
常
に
重

要
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
教
祖
自
ら
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
情
報
を
発
信
で
き
る
よ
う
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
世
界
の
多
く
の
地
域
で
比
較
的
短
期
間
で
そ

の
人
物
の
情
報
に
接
し
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
情
報
環
境
は
二
十
世
紀
末
に
な
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
出
現
し
た
教
祖
の
場
合
、
そ

の
人
物
の
存
在
に
つ
い
て
人
々
が
知
り
う
る
主
な
手
立
て
は
、
一
一
十
世
紀
半
ば
く
ら
い
ま
で
は
、
口
コ
ミ
や
印
刷
物
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
教
祖
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が
多
く
の
信
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
の
情
報
ル

1
ト
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
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本
稿
で
扱
う
祖
神
道
の
教
祖
松
下
松
蔵
に
つ
い
て
は
、
彼
を
頼
り
に
し
た
信
者
た
ち
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
封
書
や
葉
書
、

そ
し
て
電
報
が
熊
本
県
の
教

団
本
部
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ニ

O
O
二
年
に
本
部
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
一
部
を
閲
覧
す
る
機
会
が
得
ら
れ
た
。

一
見
し
て
非
常
に
貴
重

な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
九
二

0
年
代
末
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
の
時
期
、
信
者
た
ち
が
松
蔵
に
何
を
求
め
た
か
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

郵
便
物
を
発
送
し
た
人
の
住
所
や
消
印
、

ま
た
電
報
の
発
信
局
名
か
ら
、
信
者
が
ど
の
よ
う
な
地
域
的
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
か
が
お

ま
た
、

お
よ
そ
推
測
さ
れ
る
。
教
祖
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
人
々
の
数
の
時
間
的
な
変
化
も
い
く
ら
か
読
み
取
れ
る
。
個
々
の
依
頼
の
内
容
の
分
析
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、

あ
ま
り
具
体
的
に
は
紹
介
は
で
き
な
い
が
、

大
半
は
病
気
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
よ
り
信

者
た
ち
の
推
測
さ
れ
る
地
理
的
分
布
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
量
的
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
送
ら
れ
て
き
た
も
の
が
す
べ
て
教
団
本
部
に
残
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、

ま
た
文
字
が
か
す
れ
た
り
、

紙
の
腐
食
が
進
ん
だ
り
し
て
、

封
筒
や
葉
書
に
記
さ
れ
た
文
字
、

あ
る
い
は
内
容
が
読
み
取
れ
な
い
も
の
も
あ
っ

た
の
で
、
閲
覧
で
き
た
の
は
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
今
回
分
析
の
対
象
に
で
き
た
封
書
・
葉
書
・
電
報
は
合
わ
せ
て
一
万
三
千
点
余
に
の
ぼ
る
。

こ
の
時
期
の
新
宗
教
の
広
ま
り
を
考
え
る
上
で
、
滅
多
に
得
ら
れ
な
い
非
常
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
稿
で
は
こ
の
資
料
に
つ
い
て
主
と
し
て
量
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
が
新
宗
教
の
教
祖
に
つ
い
て
の
情
報
の
広
ま
り
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
か
、
ま
た
教
祖
に
つ
い
て
の
情
報
の
広
ま
り
は
、
地
域
的
に
ま
た
時
系
列
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
。
内
容
的
に
は
病
気

治
し
を
は
じ
め
切
実
な
願
い
が
読
み
取
れ
る
も
の
も
多
く
、
当
時
に
お
い
て
、
新
宗
教
の
教
祖
に
何
が
求
め
ら
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
上
で
も
き
わ
め
て

重
要
な
資
料
で
あ
る
o

内
容
面
に
つ
い
て
の
細
か
な
考
察
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
、
そ
の
特
徴
的
な
傾
向
に
つ
い
て
は
、
地
域
的
広
が
り
ゃ
時
期
と

も
関
係
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
若
干
触
れ
る
こ
と
に
す
る
o，

情
報
の
広
ま
り
に
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
た
役
割

松
下
松
蔵
(
一
八
七
一
ニ

1
一
九
四
七
)

は
昭
和
前
期
に
「
長
洲
の
生
神
様
」
と
し
て
一
時
期
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
。
有
名
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
新

聞
の
連
載
と
雑
誌
で
の
紹
介
で
あ
っ
た
。

一
九
二
五

(
大
正
一
四
)
年
か
ら
二
九
(
昭
和
四
)
年
に
か
け
て

「
九
州
毎
日
新
聞
』

の
記
者
が
松
蔵
の
宗
教
活
動

を
取
材
し
、
そ
の
体
験
記
を
連
載
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
松
蔵
の
活
動
、
と
く
に
「
お
手
数
(
て
か
ず
)
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
儀
礼
が
少
な
く
と
も
九
州
地

方
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
手
数
は
手
あ
る
い
は
坊
に
よ
っ
て
治
病
そ
の
他
を
祈
願
す
る
も
の
で
、
現
在
で
も
同
教
団
で
後
継
者
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
雑
誌
「
主
婦
之
友
」

の
十
一
月
号
で
、
松
蔵
に
よ
る
癒
し
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
九
州
に

偏
っ
て
い
た
情
報
の
広
ま
り
が
一
挙
に
全
国
的
な
も
の
、
さ
ら
に
は
国
外
に
及
ぶ
も
の
と
な
っ
た
。

『
主
婦
之
友
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
見
出
し
は
、
「
神
か
?

人
か
っ

活
殺
自
在
の
霊
力
者
!
!

長
洲
の
生
神
様
松
下
翁
を
訪
ふ
」
と
い
う
も
の
で
、
「
特

派
記
者
」
が
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
記
者
が
事
前
に
得
て
い
た
情
報
は
「
長
洲
の
生
神
様
は
世
界
を
見
透
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
も
の
で
、

一
度
聾
を
掛

け
れ
ば
、
目
が
見
え
な
い
人
も
見
え
る
よ
う
に
、
足
の
悪
い
人
も
起
っ
て
歩
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
奇
蹟
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
以
上
の
も
の
と
い
う
噂
で

あ
っ
た
。

記
者
は
噂
を
確
か
め
る
べ
く
、
当
時
の
熊
本
県
玉
名
郡
腹
赤
村
字
上
沖
州
に
あ
る
松
下
松
蔵
の
も
と
を
訪
ね
た
。
鹿
児
島
本
線
の
大
牟
田
駅
か
ら
二
つ
自
の

長
洲
駅
に
降
り
る
と
、
駅
前
に
「
神
様
行
」
と
記
さ
れ
た
パ
ス
が
待
っ
て
い
た
。
着
い
た
家
の
二
階
の
一
室
で
記
者
は
松
蔵
と
対
面
し
た
。
そ
の
と
き
の
相
貌

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
[
も
と
の
記
事
で
は
漢
字
に
ル
ビ
が
ふ
つ
で
あ
る
が
、
引
用
で
は
ル
ビ
は
省
略
し
た
]

「
ほ
う
/
¥
た
る
頭
髪
と
嶺
章
、
力
に
光
る
二
つ
の
眼
、
鼻
は
隆
く
、
眉
は
秀
で
、
赤
銅
色
の
顔
に
は
幾
僚
か
の
深
い
雛
が
刻
ま
れ
、
眉
間
に
あ
る
一
貼

の
大
豆
粒
大
の
沈
も
、
宛
ら
備
の
尊
像
を
見
る
が
如
く
に
異
彩
を
放
っ
て
ゐ
ま
す
。
身
長
五
尺
六
七
寸
も
あ
ら
う
か
。
そ
の
骨
格
の
頑
丈
さ
。
ー
か
う
し

た
諸
貼
に
よ
っ
て
も
、
既
に
凡
夫
は
威
圧
さ
れ
さ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
」

さ
ら
に
記
者
は
自
身
の
病
気
を
松
蔵
に
言
い
当
て
ら
れ
る
。
妻
、
長
男
、
長
女
の
病
気
に
つ
い
て
も
言
い
当
て
ら
れ
る
。

の
み
な
ら
ず
松
蔵
は
妻
の
病
気
は

た
ち
ど
こ
ろ
に
治
せ
る
と
記
者
に
言
い
放
っ
た
。
あ
と
で
妻
に
長
距
離
電
話
を
か
け
る
と
、
そ
の
日
ま
で
続
い
て
い
た
出
血
が
ぴ
た
り
と
止
ま
っ
た
と
い
う
こ

27 

と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
記
者
は
す
っ
か
り
松
蔵
の
力
に
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
記
者
が
病
気
の
主
た
る
原
因
を
訪
ね
る
と
、
松
蔵
は
こ
う
答
え
た
。
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「
そ
れ
は
心
臓
だ
o

心
臓
の
四
室
は
生
命
の
本
源
で
あ
っ
て
、
生
命
を
造
り
出
し
た
二
柱
の
男
女
の
神
様
と
、
男
女
の
親
様
の
四
つ
の
魂
に
嘗
て
は
ま
る
。

だ
か
ら
四
魂
の
調
和
が
欠
け
る
と
、
四
室
の
調
和
が
破
れ
て
、
病
気
の
原
因
に
な
る
。
医
者
な
ど
は
こ
の
理
屈
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、
病
気
を
治
せ
な
い

こ
と
が
あ
る
の
だ
。
」

二
柱
の
男
女
の
神
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
ィ
、
ザ
ナ
ミ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
四
魂
は
神
道
の
一
霊
四
魂
説
、
す
な
わ
ち
直
霊
と
荒
魂
・
和
魂
・

幸
魂
・
奇
魂
の
四
魂
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
松
蔵
は
独
自
の
解
釈
も
し
て
い
る
o

四
つ
の
魂
は
頭
上
に
あ
っ
て
生
命
を
つ
か
さ
ど
り
、

心
臓
を
支
配
し
て
い
る
と
し
て
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
四
魂
の
う
ち
、
神
の
霊
は
械
れ
な
く
清
浄
な
も
の
で
あ
る
が
、
親
譲
り
の
霊
一
に
は
械
れ
が
つ
い
て
ゐ
る
。
そ
の
械
れ
た
魂
は
積
れ
た
と
こ
ろ
に
は

層

近
づ
き
易
い
。
そ
れ
を
引
留
め
て
く
だ
さ
る
の
が
神
の
霊
で
あ
る
。
こ
の
善
と
悪
と
の
魂
に
仲
違
ひ
が
で
き
て
も
、
そ
こ
に
、
よ
き
仲
裁
者
さ
へ
あ
る
な

ら
、
仲
直
り
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
俺
は
そ
の
仲
裁
者
だ
。
神
の
番
頭
と
し
て
、
仲
裁
の
役
を
仰
せ
つ
か
っ
て
ゐ
る
の
ぢ
や
」

で
は
ど
う
す
れ
ば
病
気
が
治
る
の
か
と
記
者
が
質
問
す
る
と
、
神
の
定
め
た
人
間
道
、
す
な
わ
ち
忠
・
孝
・
敬
神
・
崇
祖
の
四
つ
を
正
し
く
行
う
こ
と
だ
と

答
え
た
o

ま
た
自
分
は
神
か
ら
力
を
授
か
っ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
が
病
気
か
分
か
る
し
、
原
因
も
分
か
る
が
、
病
気
を
治
す
の
は
神
で
あ
り
、
先
祖
で
あ
り
、

本
人
自
身
の
心
で
あ
る
と
述
べ
た
o

病
気
治
し
は
疑
い
深
い
人
間
に
神
の
力
を
見
せ
て
手
引
き
す
る
方
法
で
あ
る
と
述
べ
、
神
を
敬
い
、
人
間
道
を
反
省
し
な

け
れ
ば
、

一
時
治
っ
て
も
す
ぐ
再
発
す
る
と
し
た
。

記
者
は
何
人
か
の
信
者
に
も
話
を
聞
い
て
い
る
o

記
事
の
最
後
に
、
「
科
学
文
明
の
世
界
か
ら
、
神
代
の
神
話
で
も
聴
く
よ
う
な
神
秘
の
世
界
に
突
入
し
た

記
者
の
頭
は
、
物
質
の
世
界
を
離
れ
て
夢
の
中
を
訪
復
し
て
ゐ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
」
と
述
べ
つ
つ
、
自
分
と
し
て
は
体
験
し
た
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
記

し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
記
事
へ
の
反
響
に
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
、
囲
内
は
も
と
よ
り
国
外
か
ら
も
参
拝
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
日
に
何
十
人
あ
る
い
は
、
何

百
人
も
参
拝
す
る
こ
と
が
あ
り
、

や
が
て
毎
日
米
を
三
俵
な
い
し
四
俵
炊
い
て
、
家
族
は
応
対
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
参
拝
者
の
な
か
に
は
一

日
で
帰
る
人
も
い
た
が
、
何
週
間
、
と
き
に
は
一
年
ほ
ど
龍
る
人
も
い
た
。
当
時
の
国
鉄
鹿
児
島
本
線
の
長
洲
駅
か
ら
松
蔵
の
家
ま
で
パ
ス
が
運
行
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
「
神
様
行
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
松
蔵
は
手
紙
や
電
報
に
よ
る
依
頼
に
も
逐
一
対
応
し
て
い
た
の
で
、
全
国
さ
ら
に
は
海
外
か
ら
も
病
気
治
し
そ
の
他
の
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
た
。
教
団
本

部
に
は
そ
の
当
時
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
や
電
報
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
る
。

総
数
で
い
く
ら
に
な
っ
た
か
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、

教
団
関
係
者
の
話
か
ら

す
る
と
、
お
そ
ら
く
少
な
く
と
も
数
万
件
に
の
ぼ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

松
下
松
蔵
の
宗
教
体
験

松
蔵
宛
て
の
手
紙
類
を
分
析
す
る
前
に
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
こ
う
し
た
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
松
蔵
は

一
九
七
三
(
明
治
六
)
年
三
月
一

O
日
に
松
下
恵
七
と
チ
ヨ
の
長
男
と
し
て
、
熊
本
県
玉
名
郡
で
生
ま
れ
た
。
小
さ
い
頃
か
ら
体
が
あ
ま
り
丈
夫
で
は
な
く
、

教
育
ら
し
い
教
育
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
宗
教
的
な
雰
囲
気
や
話
は
好
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
八
歳
の
頃
か
ら
好
ん
で
神
社
や
寺
院
に
で
か
け

て
ゆ
き
、
そ
こ
で
の
講
話
や
説
教
を
聴
い
て
い
た
と
い
う
。
四

O
歳
半
ば
に
な
っ
て
い
た
一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
八
月
七
日
の
夜
に
、
突
然
の
宗
教
体
験
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
は
毎
日
神
前
で
祈
る
の
を
日
課
に
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
神
前
に
ぬ
か
づ
い
て
祈
念
祈
願
し
て
い
る
と
、

す
さ
ま
じ
い
量
の
血
を
吐
い
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
ま
ま
昏
倒
し
死
ぬ
か
と
思
う
ほ
ど
の
状
態
に
陥
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
と
き
天
津
神
か
ら
の
啓
示
を
受
け

た
と
い
う
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
の
ち
に
四
大
道
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
四
大
道
と
は
、
忠
・
孝
・
敬
神
・
崇
祖
の
四
つ
が
、
人
間
の
行
う
べ
き
基
本

的
な
四
つ
の
道
で
あ
る
と
説
く
教
え
で
あ
る
。

こ
の
突
然
の
体
験
を
経
た
直
後
か
ら
松
蔵
は
自
分
が
特
別
な
能
力
を
得
た
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
一
体
的
に
は
、

「
神
眼
」
「
神
耳
」
と
表
現
さ
れ
る
よ

29 

い
ろ
い
ろ
な
現
象
を
見
通
す
能
力
で
あ
る
。

う
な
、

そ
し
て
天
津
神
と
の
交
流
、

死
霊
・
生
霊
と
の
交
霊
、

動
物
霊
な
ど
の
排
除
と
い
っ
た
わ
ざ
が
で
き
る
よ
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て
か
ず

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
得
た
力
を
人
々
に
対
す
る
救
済
法
と
し
て
用
い
た
の
が
「
お
手
数
」
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
手
を
訪
れ
た
依
頼
者
の
患
部

な
ど
に
当
て
て
痛
み
や
病
を
癒
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
病
が
癒
え
た
と
い
う
人
が
増
え
、
松
蔵
は
「
都
桝
様
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

松
蔵
の
得
た
境
地
は
彼
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
根
本
は
神
で
あ
り
、
人
間
は
神
の
分
身
で
あ
り
分
霊
で
あ
る
か

ら
、
本
来
は
純
真
清
明
な
る
霊
の
状
態
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
霊
魂
が
穣
れ
た
た
め
、
不
幸
を
招
き
、
不
運
な
出
来
事
に
あ
う
こ
と
に
な
る
。
霊
魂
を
磨

き
、
本
来
の
純
真
清
明
な
る
心
に
帰
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
神
に
尽
く
す
べ
き
人
の
道
で
あ
る
。

神
道
系
新
宗
教
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
人
間
観
は
よ
く
み
ら
れ
る
。
人
聞
は
神
の
分
霊
で
あ
る
と
考
え
、
本
来
は
罪
や
織
れ
は
な
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
。

不
幸
や
災
い
は
た
ま
た
ま
生
じ
た
心
の
械
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
本
来
の
姿
に
一
民
す
こ
と
が
本
人
の
幸
せ
で
あ
り
、
ま
た
神
の
願
い
で
も
あ
る

と
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
神
道
の
伝
統
的
な
霊
魂
観
、
あ
る
い
は
膜
械
の
考
え
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
天
理
教
や
生
長
の
家
の
教
え
に
も
類
似
の
も
の

が
み
て
と
れ
る
。

松
蔵
は
日
々
の
信
仰
の
実
践
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
親
孝
行
が
も
っ
と
も
重
要
で
、
こ
れ
が
人
間
道
の
根
本
で
あ
る
と
説
い
て

い
る
。
孝
行
の
功
徳
は
偉
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
重
ね
重
ね
述
べ
て
い
る
。
彼
は
自
ら
の
役
割
に
つ
い
て
、
「
松
下
松
蔵
は
、
宇
宙
の
大
気
と
人
間
の
中

間
に
在
っ
て
、
そ
の
両
方
の
取
次
を
す
る
役
目
を
し
て
居
る
。
」
と

っ
て
い
る
。
こ
の
松
蔵
の
自
分
に
対
す
る
位
置
づ
け
は
、
神
社
神
道
で
「
中
執
持
(
な

か
と
り
も
ち
と
と
呼
ば
れ
て
い
る
役
割
に
近
い
も
の
で
あ
る
し
、
金
光
教
の
取
次
と
い
う
観
念
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
「
人
聞
が
、
幸
福
に
な

る
も
、
不
幸
に
な
る
も
、
本
人
の
毎
日
の
実
行
次
第
で
あ
る
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

自
分
は
特
別
な
能
力
を
備
わ
っ
た
が
、
そ
れ
を
他
の
人
の
幸
せ
の
た
め
に
活
か
す
の
だ
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
、
自
分
が
対
処
で
き
る
こ
と
に
も
限
界
が
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
救
済
を
試
み
る
の
は
自
分
の
使
命
で
あ
る
と
、
固
く
信
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
幸
福
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
究

極
的
に
は
当
人
の
日
々
の
実
行
に
よ
る
と
も
し
て
い
る
。

松
蔵
の
評
判
が
広
く
知
れ
渡
っ
た
こ
ろ
に
教
団
を
訪
問
し
た
り
、
手
紙
等
を
送
っ
て
き
た
人
々
の
多
く
は
、
直
ち
に
病
気
を
治
し
て
く
れ
る
生
神
様
と
し
て

松
蔵
に
す
が
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
、
松
蔵
自
身
は
世
直
し
と
い
う
大
き
な
目
的
を
抱
い
て
い
た
。
そ
こ
で
社
会
的
に
影
響
力
の
あ
る
人
た
ち
に
会
っ
て
、
自
分

の
目
指
す
と
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
試
み
た
。

一
九
三
三
年
に
は
上
京
し
て
四
大
道
を
説
い
た
が
、
反
応
は
鈍
く
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も

な
ん
と
か
国
の
指
導
者
層
に
接
触
を
試
み
、
平
和
へ
の
願
い
を
伝
え
た
り
す
る
が
、
む
な
し
い
結
果
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
、
日
本
の
将
来
へ
の
悲
観
的
な
見
方

を
示
す
よ
う
に
な
る
。
敗
戦
の
少
し
前
の
四
五
年
五
月
、
あ
る
信
者
に
対
し
「
い
よ
い
よ
時
が
来
た
。
日
本
は
こ
の
戦
争
に
負
け
る
。
負
け
た
後
は
、
人
間
の

心
は
益
々
乱
れ
る
。
そ
し
て
苦
し
む
。
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

敗
戦
後
、
日
本
人
の
考
え
方
、
思
想
が
乱
れ
る
こ
と
を
予
見
し
憂
え
た
が
、
実
際
の
活
動
は
、
戦
後
も
や
は
り
病
気
治
し
が
中
心
で
あ
っ
た
。
信
者
た
ち
は

一
貫
し
て
、
彼
の
癒
し
の
能
力
に
す
が
ろ
う
と
す
る
人
が
大
半
を
占
め
た
。
彼
の
説
く
、
道
徳
観
さ
ら
に
天
皇
を
中
心
に
お
く
国
家
観
と
、
信
者
の
大
半
が
彼

に
求
め
て
い
た
こ
と
と
の
間
に
は
い
さ
さ
か
の
ず
れ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
十
一
月
十
二
日
に
、
自
宅
で
家
族
に
固
ま
れ
静
か
に
死
去
し
た
。

教
団
は
松
蔵
の
没
後
、
松
下
松
男
、
松
下
延
明
と
継
承
さ
れ
た
。
松
蔵
の
死
か
ら
五
年
後
の
一
九
五
二
年
、
祖
神
道
は
宗
教
法
人
と
し
て
認
証
さ
れ
た
が
、

そ
の
管
長
と
な
っ
た
の
は
松
蔵
の
長
男
の
松
男
で
あ
っ
た
。
公
益
財
団
法
人
国
際
宗
教
研
究
所
の
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
公
開
し
て

のい
よる
う教
に団
述デ
ベ l
ら タ
れベ
て l
いス
る2 カ雪
。あ

る
が

そ
の
祖
神
道
の
項
に
は
、

教
団
か
ら
回
答
が
あ
っ
た
「
活
動
趣
旨
お
よ
び
目
的
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
次

「
天
津
神
様
の
摂
理
と
啓
示
で
あ
る
四
大
道
「
忠
孝
敬
神
崇
祖
」
を
実
践
し
、
修
養
修
業
に
よ
っ
て
、
自
己
の
魂
を
磨
き
、
神
人
合
一

(
人
間
完
成
)
を

は
か
る
。
そ
し
て
、
絶
対
的
幸
福
を
獲
得
し
、
天
津
神
様
の
御
意
志
、
す
な
わ
ち
、
地
上
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
」

松
蔵
の
も
と
に
は
、
自
分
や
家
族
の
病
気
治
し
等
を
願
う
人
が
訪
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
癒
し
の
活
動
を
自
ら
も
行
お
う
と
す
る
人
た
ち
も
出
て
き
た
。

黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
な
ど
幕
末
か
ら
明
治
期
に
お
い
て
教
勢
が
伸
び
た
近
代
新
宗
教
の
場
合
は
、
弟
子
層
が
教
祖
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
各
地
で
布
教

活
動
を
行
い
、
そ
れ
が
組
織
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
祖
神
道
の
場
合
は
、
弟
子
層
が
形
成
さ
れ
る

こ
と
で
、
そ
の
布
教
活
動
が
松
蔵
没
後
の
教
団
の
展
開
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
松
蔵
の
教
え
を
受
け
た
信
者
の
う
ち
、

何
人
か
が
独
自
の
教
団
を
形
成
す
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
た
。

31 

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
資
料
が
十
分
で
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
こ
こ
で
は
行

わ
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
分
派
的
な
教
団
が
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
概
略
を
述
べ
て
お
れ
。
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吉
岡
太
十
郎
(
一
八
九
八
j

一
九
七
六
)
は
「
主
婦
之
友
』

の
記
事
で
松
下
松
蔵
の
こ
と
を
知
っ
て
二
九
一
三
二
年
頃
か
ら
彼
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

比
較
的
初
期
の
信
者
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
三
五
年
に
当
時
神
道
教
派
の
一
つ
で
あ
っ
た
大
社
教
の
権
大
講
義
の
資
格
を
取
得
し
、
三
四
年
に
は
会
社
経
営
を

行
う
か
た
わ
ら
大
社
教
金
沢
分
院
長
と
な
っ
た
。
当
時
は
新
し
く
宗
教
活
動
を
行
う
場
合
に
、
神
道
系
の
教
団
で
あ
る
と
、
公
認
さ
れ
て
い
た
十
三
派
の
い
ず

れ
か
に
属
し
て
活
動
す
る
の
は
、
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
傘
下
に
こ
う
し
た
教
団
を
多
く
擁
し
て
い
た
の
は
、
神
道
本
局
、
神
道
修
成
派
、
神
習
教
、

神
道
大
成
教
、
御
山
獄
教
な
ど
で
あ
る
が
、
大
社
教
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
祖
神
道
も
一
時
期
大
社
教
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
関
係
で
大
社
教
の
教

師
と
な
っ
た
祖
神
道
の
信
者
も
い
た
。
吉
岡
も
そ
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
岡
は
戦
後
し
ば
ら
く
し
て
会
社
経
営
か
ら
離
れ
宗
教
活
動
に
専
念
す
る
よ
う
に

な
り
、
四
九
年
に
金
沢
市
に
祖
神
道
教
団
を
設
立
し
た
。

長
橋
靖
彦
(
一
八
九
五

1
一
九
八
一
)
も
同
じ
く
「
主
婦
之
友
』

の
記
事
に
よ
っ
て
松
蔵
の
こ
と
を
知
り
、

一
九
三
二
年
に
妻
と
と
も
に
当
時
住
ん
で
い
た

金
沢
か
ら
松
蔵
の
も
と
を
訪
ね
る
。
翌
年
か
ら
宗
教
活
動
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
は
り
大
社
教
に
属
し
て
少
教
正
の
資
格
を
と
っ
た
。
四

O
年
か
ら
は

神
道
大
教
に
所
属
す
る
宗
教
結
社
金
沢
講
社
を
設
立
し
た
。
所
属
す
る
教
派
を
変
更
す
る
こ
う
し
た
転
属
も
、
戦
前
に
お
い
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

戦
後
一
九
五
二
年
に
、
金
沢
市
に
四
大
道
教
を
設
立
し
、
六
一
年
に
四
大
道
と
改
称
し
た
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
四
大
道
は
松
蔵
の
教
え
の
中
核
に
あ
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
名
称
か
ら
し
て
も
、
そ
の
教
え
を
継
承
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

本
城
千
代
子
(
一
九

O
二
j
五
七
)
も
金
沢
市
に
住
ん
で
い
た
と
き
、
松
蔵
の
こ
と
を
知
り
、
松
蔵
の
も
と
を
訪
ね
る
。
病
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
主
な
理
由

で
あ
る
。
松
蔵
か
ら
「
貴
女
の
病
は
神
様
の
御
心
で
あ
る
忠
・
孝
・
敬
神
・
崇
祖
を
悟
ら
ぬ
た
め
の
神
の
障
り
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
彼
の
も
と
で
修
行
す
る

こ
と
と
な
る
。

一
九
三
七
年
頃
に
は
自
ら
も
霊
能
力
を
示
し
た
と
さ
れ
る
彼
女
の
も
と
に
信
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
、
道
徳
の
必
要
を
感
じ
て
財

団
法
人
真
理
実
行
会
を
設
立
し
、
四
大
道
の
実
践
を
説
い
た
。
彼
女
の
死
後
、

一
九
六
一
年
に
真
理
実
行
会
は
宗
教
法
人
真
理
実
行
の
教
と
な
っ
た
。

鉢
呂
福
治
(
一
八
九
九

1
一
九
六
二
)
は
京
都
に
住
ん
で
い
る
と
き
、
娘
が
幼
く
し
て
急
死
す
る
と
い
う
体
験
を
し
、
宗
教
的
世
界
へ
の
関
心
を
深
め
る
。

霊
感
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
頃
、
松
蔵
の
こ
と
を
知
り
訪
問
す
る
。

一
九
四
七
年
に
松
蔵
が
死
去
し
た
の
ち
、
翌
年
京
都
で
天
恩
教
を
設
立

し
た
。
四
大
道
と
同
じ
内
容
を
四
大
綱
領
と
し
、
ま
た
祖
神
道
と
同
じ
よ
う
に
信
者
に
「
お
手
数
」
を
施
し
た
。
そ
の
他
、
藤
本
朝
雄
(
一
八
九
七
生
)
は
福

岡
に
祖
神
道
本
庁
を
聞
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
教
団
は
、
緩
や
か
な
意
味
で
祖
神
道
系
教
団
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
祖
神
道
系
教
団
を
創
立
し
た
人
び
と
の
存
在
は
、
後
述
の
信
者
の
地
域
分
布

や
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
等
の
数
の
時
期
的
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
。

信
者
は
ど
こ
に
ど
う
広
ま
っ
た
か

「
主
婦
之
友
」

の
記
事
に
よ
っ
て
松
蔵
の
存
在
が
全
国
的
に
知
ら
れ
、
多
く
の
信
者
が
教
団
本
部
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
ま
た
各
地
か
ら
郵
送

や
電
信
に
よ
っ
て
信
者
か
ら
多
く
の
依
頼
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
郵
便
物
の
中
に
は
宛
先
が
「
長
洲
町

長
洲
生
神
様
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
届
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
祖
神
道
の
本
部
に
は
、
押
入
れ
に
は
山
と
積
ま
れ
た
信
者
た
ち
か
ら
の
依
頼
や
お
礼
の
手
紙
・
葉

書
、
電
報
の
束
が
残
っ
て
い
る
。
松
蔵
は
だ
れ
か
れ
の
差
別
な
く
、
訪
れ
る
人
に
救
済
を
試
み
た
と
い
う
。
伝
染
病
の
患
者
で
も
意
に
介
さ
ず
病
気
の
治
癒
の

た
め
に
お
手
数
を
し
た
。
松
蔵
は
自
分
の
思
い
を
断
片
的
に
信
者
た
ち
に
伝
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の
言
葉
を
費
や
す
よ
り
も
実
行
が
大
事
で
あ
る
と

い
う
の
が
彼
の
信
念
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
、
各
地
か
ら
郵
便
等
で
多
く
の
依
頼
が
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
信
者
か
ら
の
も
の
と
見
な
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
生
じ
る
が
、
宛
先
に
は
た
い
て
い
「
祖
神
様
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
一
応
信
者
と
し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

い
つ
頃
か
ら
そ
う
し
た
も
の
が
増
え
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
地
域
が
多
い
か
、
ど
ん
な
内
容
で
あ
る
か
を
調
べ
る
た
め
、
教
団
本
部
に
保
管
さ
れ
て
い
た
封

-
葉
書
・
電
報
の
う
ち
約
一
万
四
千
点
ほ
ど
を
一
時
借
用
し
て
閲
覧
し
た
。
消
印
や
差
出
人
の
住
所
判
読
が
で
き
な
い
も
の
や
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
て
、

閲
覧
す
ら
で
き
な
い
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
判
読
可
能
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
か
ら
、
最
終
的
に
本
稿
で
の
分
析
の
対
象
と
し
た
の
は
、

一一、
一一一
一

点
で
あ
る
。
ほ
ほ
十
年
に
わ
た
り
継
続
的
に
大
学
院
生
の
協
力
を
得
て
の
作
業
に
は
、
か
な
り
の
労
力
と
時
間
と
を
要
し
た
が
、
園
皐
院
大
事
日
本
文
化
研
究

所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
長
期
の
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
か
。

一
三
、
一
一
二
二
点
の
内
訳
は
、
封
書
七
、
六
一
ニ

O
点
(
五
七
・
三
%
)
、
葉
書
一
、
三
三
九
点
(
一

0
・
一
%
)
、
そ
し
て
電
報
四
二
二
四
三
点
(
コ
一
二
・
六
%
)
で

33 

あ
る
。
信
者
の
住
ん
で
い
る
住
所
は
封
書
等
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
依
拠
し
、
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
消
印
に
あ
る
局
名
で
住
ん
で
い
る
地
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域
を
推
定
し
た
。
電
報
は
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
て
い
る
発
信
局
で
地
域
を
推
定
し
た
。
し
か
し
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
は
複
数
の
候
補
が
考
え
ら
れ
、
当
時
の
局
名

を
特
定
で
き
な
い
も
の
が
一
部
あ
っ
た
。
投
函
あ
る
い
は
発
信
さ
れ
た
日
時
は
、
封
書
と
葉
書
は
消
印
で
投
画
の
日
時
と
し
た
が
、
消
印
が
判
読
で
き
ず
、
信

も
一
部
判
読
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

者
が
記
載
し
た
日
時
を
参
考
に
し
た
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
後
者
は
ご
く
一
部
で
あ
る
。
電
報
は
受
付
の
消
印
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
で
日
時
と
し
た
が
、
こ
れ

本
稿
は
内
容
の
分
析
よ
り
、
信
者
の
地
域
的
広
が
り
と
そ
の
時
間
的
展
開
を
マ
ク
ロ
に
把
握
す
る
の
が
主
目
的
で
あ
る
の
で
、
封
書
・
葉
書
の
投
函
地
や
電

れ
も
不
明
な
も
の
は
、
集
計
対
象
か
ら
省
い
た
。
大
半
は
発
信
地
と
発
信
時
の
双
方
を
確
認
で
き
る
が
、

報
の
発
信
局
(
以
下
、
「
発
信
地
」
と
ま
と
め
て
表
記
す
る
)
、
及
び
投
函
や
発
信
が
な
さ
れ
た
年
月
日
(
以
下
「
発
信
時
」
と
ま
と
め
て
表
記
す
る
)

一
部
は
一
方
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
集
計
の
総
計
は

発
信
地
別
と
発
信
時
別
と
で
は
異
な
る
数
と
な
る
。

の
い
ず

手
紙
は
と
き
に
長
文
の
も
の
も
あ
る
が
、
便
筆
で
一
、
二
枚
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
電
報
は
わ
ず
か
な
情
報
し
か
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の

手
段
で
送
ら
れ
て
き
た
も
の
に
対
し
て
も
、
松
蔵
と
中
核
的
信
者
が
一
つ
一
つ
丁
寧
に
対
処
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
封
書
の
一
部
に
は
そ
の
願
い
が
叶
う

と
か
無
理
で
あ
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
松
蔵
の
回
答
を
補
佐
し
て
い
た
信
者
が
短
く
メ
モ
書
き
し
た
も
の
が
あ
る
。

(
1
)
時
期
別
に
見
た
展
開
の
様
相

ま
ず
発
信
時
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
集
計
し
た
も
の
を
年
別
に
表
1
に
示
し
た
。
年
月
が
分
か
る
も
の
は
一

で
あ
る
。
表
に
示
し
た
年
ご
と
の
変
化
が
分

か
り
や
す
い
よ
う
に
し
た
の
が
グ
ラ
フ
ー
で
あ
る
。

が
五
、
九
五
五
点
(
五
二
・
九
%
)
、
葉
書
が
一
、

O
八
一
点
(
先
・
六
%
)
、
電
報
が
四
、
ニ
二
二
点
(
三
七
・
五
%
)

一
、
二
五
八
点
で
あ
り
、
内
訳
は
封
書

こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
発
信
数
は
一
九
=
二
年
か
ら
急
増
し
て
い
る
。

一
九
二
七
年
か
ら
三

O
年
ま
で
は
、
ま
だ
九
州
の
地
方
紙
に
紹
介
さ
れ
て
い
た

「
主
婦
之
友
』
に
記
者
に
よ
る
手
記
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
コ
二
年
の
十
一
月
号
だ
が
、
実

段
階
で
、
さ
ほ
ど
発
信
の
数
は
多
く
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

際
に
は
十
月
に
発
売
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
発
売
直
後
か
ら
一
挙
に
依
頼
が
押
し
寄
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
一
年
の
時
点
で

六
四
五
件
に
の
ぼ
り
、
翌
三
二
年
が
一
、
三
八
七
件
に
達
し
、
こ
れ
が
ピ

l
ク
で
あ
る
。
全
体
の
点
数
を
月
ま
で
細
か
く
見
て
比
較
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
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一
九
一
一
二
年
九
月
の
分
は
三
点
で
あ
る
が
、
十
月
が
九
七
点
、
十
一
月
が
四

O
四
点
、
そ
し
て
十
二
月
が
一
二
八
点
と
推
移
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
十
月
の
時

点
で
多
く
の
地
域
で

「
主
婦
之
友
』
が
販
売
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
一
年
の
十
一
月
の
四

O
四
点
と
い
う
の
は
月
別
に
み
る
と
、
抜
き
ん
出
て
多
い
。
次

い
で
多
い
の
は
三
九
年
三
一
月
の
一
九
三
点
、
三
二
年
四
月
の
一
八
九
点
で
あ
る
。
雑
誌
発
売
直
後
の
反
響
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

グ
ラ
フ
に

よ
っ
て
明
確
に
分
か
る
。

『
主
婦
之
友
』
は
一
九
一
七
年
に
創
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
松
蔵
に
つ
い
て
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
た
当
時
は
、
女
性
向
け
の
雑
誌
と
し
て
は
代
表
的
な
も
の
に
な
っ

て
お
り
、
多
く
の
読
者
が
い
た
。

一
九
一
二

0
年
代
に
は
発
行
部
数
が
百
万
部
を
超
え
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
テ
レ
ビ
に
十
分
匹
敵
す
る
ほ
ど
の

影
響
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
以
前
に
松
蔵
を
「
神
人
」
と
し
て
紹
介
す
る
書
籍
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

や
は
り
女
性
を
対
象
と
し
た

雑
誌
の
影
響
は
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

封
書
・
葉
書
・
電
報
の
種
別
(
以
下
「
種
別
」
と
表
記
す
る
)
に
見
る
と
、
グ
ラ
フ

1
で
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
封
書
が
コ
二
年
か
ら
三
三
年
に
か
け
て
多

く
、
そ
の
後
、
緩
や
か
に
減
少
傾
向
に
な
っ
て
い
る
。
葉
書
は
三
つ
の
う
ち
で
は
も
っ
と
も
数
が
少
な
く
、
ま
た
変
化
も
比
較
的
小
さ
い
。
封
書
の
数
の
推
移

と
葉
書
の
そ
れ
と
は
、
あ
る
程
度
相
関
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

電
報
は
封
書
・
葉
書
の
年
別
の
推
移
と
異
な
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
三
六
年
か
ら
三
九
年
に
目
立
っ
て
多
い
。
ピ

l
ク
は
一
九
三
六
年
で
あ
り
、

八
四
二
点
に
上
る
。
翌
三
七
年
も
八

O
六
点
と
多
く
、
こ
の
二
年
間
だ
け
で
全
体
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
電
報
が
途
中
か
ら
増
え
る
理
由
は
い
く
つ
か
考

え
ら
れ
る
が
、
地
域
的
な
問
題
と
信
者
と
な
っ
て
か
ら
繰
り
返
し
依
頼
を
す
る
よ
う
な
人
が
増
え
た
こ
と
な
ど
は
、
重
要
な
要
因
に
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
域
的
な
問
題
と
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
電
報
の
占
め
る
割
合
が
多
い
地
域
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
の
主
要
都
市
や
中
国
の
大
連
な

ど
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
石
川
県
は
約
半
数
ほ
ど
が
電
報
で
あ
る
が
、
石
川
県
の
金
沢
市
は
祖
神
道
の
展
開
に
と
っ
て
は
、
前
述
の
祖
神
道
系
教
団
の
分
布
か
ら

も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
弟
子
と
呼
ぶ
に
近
い
よ
う
な
人
物
が
複
数
存
在
し
た
地
域
で
あ
る
。
金
沢
市
や
周
辺
の
市
町
村
か
ら
繰
り
返
し
依
頼
す
る
人
が
生
じ

る
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

月別の数

月別の点数

年 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 不明 合計

1927 。1 。。。。。。。。。。。1 

1928 。I 。l 。。1 。。。。。l 4 

1929 。。1 。。1 。。。l 。I 。4 

1930 。。2 。。1 。。G 。3 。。6 

1931 1 1 1 3 。。1 1 3 97 404 128 5 645 

1932 154 191 95 189 82 107 136 44 40 141 119 80 71 1，385 

1933 72 142 118 101 39 38 10 65 59 47 71 70 12 844 

1934 25 54 85 68 44 40 55 32 28 16 64 31 6 548 

1935 76 74 137 98 83 71 124 118 89 61 32 51 14 1028 

1936 51 55 87 134 121 131 138 139 113 98 122 102 21 1，293 

1937 121 142 119 111 124 79 75 47 103 87 85 87 91 1，189 

1938 103 108 64 31 14 15 13 65 75 129 66 118 11 812 

1939 128 164 193 27 45 23 137 153 93 119 98 80 12 1.272 

1940 4 25 19 10 17 26 I 81 41 87 63 20 8 402 

1941 30 68 97 39 32 52 100 9 38 56 66 107 10 704 

1942 49 33 77 46 3 2 3 58 12 3 20 I 14 321 

1943 2 63 71 3 7 89 5 37 11 15 3 6 11 323 

1944 l 。。1 5 15 I 。9 20 11 39 2 104 

1945 22 3 17 31 7 13 38 。1 3 l 3 5 144 

1946 34 。1 1 。。2 。10 34 9 。2 93 

1947 1 12 50 39 。4 3 2 。。。。4 115 

1948 1 。。。。。。。。。2 4 。7 

1950 。。。。。。1 。。。。。。1 

不明 73 119 194 147 68 149 148 93 79 182 159 141 465 2，017 

合計 948 1，256 1，428 1，080 691 856 992 944 804 1，196 1.398 1，069 598 13，262 
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(2)
地
域
別
に
見
た
展
開
の
様
相

発
信
地
が
分
か
る
も
の
は
二
一
、
七
八
四
点
で
、
内
訳
は
封
書
七
、
五
七
四
点
(
五
九
・
二
%
)
、
葉
書
一
、
二
九

O
点
(
一

0
・
一
%
)
、
電
報
三
、
九
二

O
点

(三

0
・
七
%
)

で
あ
る
。
発
信
地
は
日
本
の
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
当
時
日
本
統
治
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
、
台
湾
、
樺
太
、
そ
の
他

の
地
域
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
日
本
人
が
多
く
住
ん
で
い
た
満
州
の
他
、
大
連
な
ど
中
国
の
い
く
つ
か
の
地
域
や
、
香
港
、
ベ
ト
ナ
ム
、
さ
ら
に
は
米
国
、

ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
か
ら
の
も
の
も
あ
る
。

四
七
都
道
府
県
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
、
葉
書
、
電
報
を
、
種
別
に
発
信
地
を
ま
と
め
た
も
の
が
グ
ラ
フ

2
で
あ
る
。
東
京
が
も
っ
と
も
多
く
一
、
八
四
O

点
、
次
い
で
石
川
県
一
、
一
七
七
点
、
熊
本
県
九
三
四
点
、
福
岡
県
九

O
二
点
、
広
島
県
六
六
六
点
で
あ
る
。
た
だ
し
国
内
の
場
合
、
都
道
府
県
ご
と
の
人
口

の
人
口
に
対
す
る
比
率
を
見
て
み
た
。
人
口
は
毎
年
変
わ
る
が
、

が
大
き
く
異
な
る
の
で
、
単
純
に
絶
対
数
だ
け
で
は
信
者
の
分
布
を
考
え
る
上
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
三
五
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
各
都
道
府
県

一
九
三

0
年
代
か
ら
四
0
年
代
前
半
を
対
象
に
し
た
調
査
で
あ
る
の
で
、
便
宜
上
一
九
三
五

年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
人
口
を
用
い
た
。
三
五
年
の
人
口
は
七
千
万
人
近
く
(
六
九
、
二
五
四
千
人
)

県
別
の
点
数
を
割
り
、
百
万
人
当
た
り
の
人
数
を
示
し
て
あ
る
の
が
表
3
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
都
道
府
県
別
の
人
口
で
都
道
府

絶
対
数
で
は
東
京
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
が
、
人
口
比
率
で
比
べ
て
み
る
と
、
突
出
し
て
い
る
の
は
石
川
県
で
あ
る
。
百
万
人
当
た
り
一
、
五
三
三
通
に
な
る
。

次
い
で
熊
本
県
の
六
七
三
通
、
山
口
県
の
四
一
六
通
、
大
分
県
の
四
O
八
通
、
広
島
県
の
三
六
九
通
で
あ
る
。
逆
に
も
っ
と
も
少
な
い
の
が
沖
縄
県
の
一
一
一
人

し
た
。

で
あ
る
。
関
東
北
部
の
県
や
東
北
の
日
本
海
側
の
県
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
地
図
に
五
段
階
に
分
け
て
示

石
川
県
の
突
出
し
た
多
さ
は
、
石
川
県
に
戦
後
祖
神
道
系
教
団
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
が
複
数
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
吉
岡
太
十
郎
、
長
橋
靖
彦
、
本
城
千
代
子
の
三
人
は
い
ず
れ
も
金
沢
市
で
講
社
を
結
成
す
る
な
ど
の
活
動
を
始
め
て
い
た
。
そ
れ
が
一
種
の
地
方
支

部
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
、
多
く
の
人
々
が
教
祖
松
下
松
蔵
に
手
紙
類
や
電
報
を
送
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
当
時
は
平
壌
)

か
ら
の
も
の
は
二
四
一
点
で
、

日
本
統
治
下
に
あ
っ
た
地
域
か
ら
の
も
の
の
中
で
は
、
と
く
に
朝
鮮
半
島
か
ら
の
も
の
が
目
立
ち
、
一
、
二

O
O点
に
の
ぼ
る
。
ピ
ョ
ン
ヤ
ン

ソ
ウ
ル
(
同
じ
く
京
城
)
か
ら
の
も
の
は
二
三
六
点
で
あ
る
。
ま
た
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
に
近
い
「
ケ
ン
ニ
ホ
」
か
ら
の
電
報
が
か
な
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表3
地域別 (単位:千人) 百万人当たり

北海道 374 3，068 122 
青森県 69 967 71 
岩手県 81 1，046 77 
宮城県 75 1，235 61 
秋田県 39 1，038 38 
山形県 46 1.117 41 
福島県 111 1，582 70 
茨城県 33 1，549 21 
栃木県 24 1，195 20 
群馬県 41 1.242 33 
埼玉県 30 1，529 20 
千葉県 134 1，546 87 
東京都 1344 6，370 211 
神奈川県 114 1，840 62 
新潟県 132 1.996 66 
富山県 101 799 126 
石川県 1177 768 1533 
福井県 205 647 317 
山梨県 15 647 23 
長野県 51 1，714 30 
岐阜県 99 1，226 81 
静岡県 195 1，940 101 
愛知県 252 2，863 88 
二重県 52 1，175 44 
滋賀県 35 711 49 
京都府 157 1，703 92 
大阪府 551 4，297 128 
兵庫県 396 2，923 135 
奈良県 36 620 58 
和歌山県 56 864 65 
鳥取県 24 490 49 
島根県 80 747 107 
岡山県 136 1，333 102 
広島県 666 1，805 369 
山口県 496 1，191 416 
徳島県 36 729 49 
香川県 156 749 208 
愛媛県 86 1，165 74 
両知県 70 715 98 
福岡県 902 2.756 327 
佐賀県 82 686 120 
長崎県 266 1，297 205 
熊本県 934 1，387 673 
大分県 400 980 408 
宮崎県 107 824 130 
鹿児島県 267 1，591 168 
沖縄県 7 592 12 
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人口比で換算した百万人当たりの点数都道府県別地図

50未満

100~199 

500以上

200~499 

50~99 

現
在
は
北
朝
鮮
の
ソ
ン
ニ
ム

り
あ
り
、
六
三
点
に
な
る
。
ケ
ン
ニ
ホ
は
日
本
統
治
時
代
の
地
名
で
、
現
在
は
使
わ
れ
て
い
な
い
地
名
で
あ
る
。
「
兼
二
浦
」
と
い
う
漢
字
表
記
を
さ
れ
て
い
た
。

(
松
林
)
市
に
含
ま
れ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
九
一
七
年
に
三
菱
製
鉄
が
建
設
し
た
日
本
製
織
株
式
曾
社
が
あ
っ
た
。
ケ

ン

(
兼
二
)

は
日
本
人
軍
人
の
名
前
か
ら
と
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
数
が
兼
二
浦
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
背
景
は
興
味
が
抱
か
れ
る
。

ハ
ワ
イ

米
国
か
ら
の
も
の
は
大
半
が
ハ
ワ
イ
か
ら
で
あ
る
。
米
国
か
ら
の
一
一
九
点
の
う
ち
、

ハ
ワ
イ
か
ら
の
も
の
は
そ
の
大
半
の
一
一
ム
ハ
点
に
の
ぼ
る
。

に
は
多
く
の
日
系
人
が
住
ん
で
い
た
が
、
彼
ら
か
ら
の
郵
便
物
で
あ
り
、
多
く
が
封
書
で
あ
る
。
電
報
に
よ
る
も
の
は
な
い
。
オ
ア
フ
島
の
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
の

も
の
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
そ
の
他
、
日
系
人
が
多
く
住
ん
で
い
た
ハ
ワ
イ
島
の
ヒ
ロ
や
マ
ウ
イ
島
か
ら
の
も
の
も
数
通
あ
る
。
や
は
り
ほ
と
ん
ど
が
病
気
治

と
考
え
ら
れ
る
。

癒
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
お
手
数
」
を
お
願
い
す
る
と
い
う
文
面
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

で
松
蔵
の
こ
と
を
知
っ
た
旨
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
記
事
の
こ
と
は

ハ
ワ
イ
で
も
「
お
手
数
」
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た

一
九
三
三
年
一
月
に
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
に
、
『
主
婦
之
友
』

ハ
ワ
イ
で
も
発
売
後
ほ
ど
な
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ハ
ワ
イ
の
移
民
は
広
島
県
、
山
口
県
、
沖
縄
県
に
次
い
で
熊
本
県
出
身
者
が
多
い
。
戦
前
に

熊
本
県
出
身
者
が
中
心
に
な
っ
て
建
て
た
加
藤
神
社
が
オ
ア
フ
島
ホ
ノ
ル
ル
に
あ
っ
か
。
た
だ
祖
神
道
の
信
者
に
熊
本
県
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。
米
国
や
南
米
の
固
か
ら
は
郵
便
の
み
だ
が
、
電
報
は
当
時
は
国
内
の
他
、
朝
鮮
半
島
、
台
湾
、
樺
太
、
関
東
庁
、
南
洋
庁
の
管
轄
下
に
あ
っ
た

地
域
か
ら
は
囲
内
に
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
朝
鮮
半
島
か
ら
も
多
く
の
電
報
が
来
て
い
る
。

香
港
と
マ
カ
オ
か
ら
の
も
の
は
一
五
点
、
パ
ラ
オ
か
ら
の
も
の
は
六
点
で
、
ベ
ト
ナ
ム
、

カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
ナ
マ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ベ
ル
l
か

ら
の
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
一

j
二
点
あ
る
。
名
前
か
ら
判
断
し
て
い
ず
れ
も
日
本
人
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
実
に
広
範
の
地
域
に
わ
た
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
、
松
蔵
の
評
判
が
短
期
間
に
国
外
に
ま
で
行
き
わ
た
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

国
内
の
電
報
の
占
め
る
割
合
が
、
都
道
府
県
別
に
み
る
と
か
な
り
異
な
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
封
書
は
葉
書
よ
り
丁
寧
な
方
式
と
考
え
ら
れ
る
が
、
封
書
と

電
報
は
少
し
性
格
が
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
電
報
は
緊
急
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
短
い
文
章
し
か
送
れ
な
い
の
で
、
す
で
に
信
者
と
な
っ
て
い
た

人
か
ら
の
も
の
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
封
書
や
葉
書
で
繰
り
返
し
送
っ
て
い
た
信
者
も
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
ど
の
方
法
で
送
ら
れ
て
き
た

43 

か
で
、
松
蔵
と
の
距
離
の
度
合
い
を
推
測
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

電
報
の
占
め
る
割
合
が
高
い
の
は
、
現
在
の
国
内
で
は
香
川
県
の
六

0
・
九
%
が
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
石
川
県
の
四
九
・
七
%
、
北
海
道
の
四
七
二
二
%
、
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大
阪
府
の
四
四
・
六
%
、
鹿
児
島
県
の
三
六
・
七
%
と
な
る
。
香
川
県
は
例
外
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
四
道
府
県
は
、
郵
便
、
電
報
が
合
計
で
二

O
O
点
以
上

で
多
い
部
類
に
属
す
る
。
信
者
が
多
い
こ
と
と
電
報
が
多
い
こ
と
に
は
援
や
か
な
相
闘
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
依
頼
を
す
る
人
の
多
さ
に
関

係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
電
報
で
は
発
信
者
の
詳
細
な
住
所
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
い
て
い
は
す
で
に
信
者
に
な
っ
て
い
る
人
が
送
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(3)
広
が
り
の
ル

l
ト
の
推
測

こ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
分
析
で
は
、
信
者
が
お
お
よ
そ
ど
の
地
域
に
ど
の
時
点
で
増
加
し
た
の
か
の
傾
向
は
分
か
る
が
、
ど
の
よ
う
な
ル

l
ト
で
そ
れ
が
広
が
つ

た
か
ま
で
の
経
路
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
『
主
婦
之
友
」

へ
の
掲
載
は
一
時
期
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
の
情
報
に
よ
っ
て
信
者
に
な
っ
た
人
か
ら
、
そ
の
人

の
親
戚
、
友
人
、
職
場
の
同
僚
な
ど
に
情
報
が
広
ま
る
こ
と
で
、
よ
り
広
い
地
域
と
長
い
時
間
に
わ
た
っ
て
信
者
の
形
成
が
続
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
こ
れ
は
他
の
新
宗
教
の
場
合
に
お
い
て
得
ら
れ
た
知
見
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
新
宗
教
の
広
ま
り
に
お
い
て
は
、
見
知
ら
ぬ
人
へ
の
勧
誘
の
占
め
る
割
合

は
一
般
的
に
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
多
く
は
す
で
に
親
し
い
関
係
に
あ
る
人
か
ら
の
情
報
が
占
め
る
割
合
が
高
い
。
祖
神
道
の
場
合
も
そ
う
し
た
情
報
ル
l
ト

が
大
き
な
役
割
を
占
め
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
封
書
や
葉
書
の
差
出
人
を
調
べ
る
と
、
同
一
人
物
が
複
数
回
郵
送
し
て
い
る
例
も
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
か
に
は
き
わ
め
て
頻
繁
に
送
る
人
物
も
い

る
。
同
姓
同
名
の
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
封
書
と
葉
書
の
分
か
ら
地
域
と
筆
跡
か
ら
明
ら
か
に
同
一
人
物
と
同
定
で
き
る
も
の
を
数
え
る
と
、

二
十
四
以
上
送
っ
て
い
る
が
十
二
人
い
る
。
そ
の
性
別
と
都
道
府
県
名
を
表
4
に
示
し
た
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
五
八
回
も
送
っ
た
男
性
で
発
信
地
は
福
井
県

で
あ
る
。
十
二
人
の
う
ち
石
川
県
の
信
者
が
三
人
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
大
連
か
ら
二
五
回
送
っ
た
信
者
も
い
る
。
こ
れ
は
今
回
の
閲
覧
対
象
と
し
た
も
の
だ

け
か
ら
算
出
し
た
回
数
で
あ
る
の
で
、
今
回
の
分
析
対
象
に
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
合
め
る
と
、

い
ず
れ
も
実
際
に
は
も
っ
と
回
数
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る。20通以上の送付者

地域 性別 点数

福井県 男性 58 

石川県 男性 50 

福岡県 女性 46 

広島県 女性 35 

石川県 男性 30 

東京都 男性 29 

兵庫県 女性 27 

福島県 男性 27 

大連 男性 25 

石川県 男性 25 

兵庫県 男性 24 

福岡県 男性 22 

表4
ち
な
み
に
も
っ
と
も
郵
便
で
送
っ
た
回
数
が
多
い
信
者
は
福
井
県
の
男
性
で
あ
る
。
内
訳
は
手
紙
が
四
三
通
、
葉
書
が
一
五
通
の
合
計
五
八
通
に
上
る
。
送
つ

た
年
は
一
九
三
五
年
か
ら
四
七
年
ま
で
に
わ
た
る
。
三
五
年
に
一
回
、
コ
一
六
年
に
ニ
通
、
三
七
年
に
七
通
、
三
八
年
に
六
通
、
コ
一
九
年
に
一
一
通
、
四
O
年
に

八
通
、
四
一
年
に
六
通
、
四
三
年
に
三
通
、
四
四
年
に
三
通
、
四
五
年
か
ら
四
七
年
ま
で
各
一
通
、
そ
し
て
年
が
不
明
の
も
の
が
八
通
で
あ
る
。
松
蔵
の
死
去

の
年
ま
で
定
期
的
に
送
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

一
一
番
目
に
多
い
の
は
石
川
県
の
男
性
で
手
紙
が
二
八
通
、
葉
書
が
二
二
通
の
合
計
五

O
通
で
あ
る
。
こ
の
男
性
の
場
合
、
少
し
年
月
に
偏
り
が
あ
り
、

一
九
三
六
年
に
二
通
、
三
八
年
に
一
通
、
=
一
九
年
に
四
二
通
、
そ
し
て
残
り
一
通
が
四
四
年
で
あ
る
。
三
九
年
の
場
合
も
一
月
か
ら
三
月
ま
で
で
二
四
通
に
達

し
て
お
り
、

一
月
前
半
な
ど
は
ほ
ぼ
毎
日
送
っ
て
き
て
い
る
。
よ
ほ
ど
深
刻
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

コ
一
番
目
に
多
い
の
は
福
岡
市
の
女
性
で
、
封
書
一
七
通
、
葉
書
三

O
通
の
合
計
四
七
通
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
、
三
五
年
が
各
一
通
、
三
八
年
が
三
通
、

三
九
年
が
二
通
、
四

O
年
が
一
通
、
四
一
年
が
六
通
、
四
三
年
が
二
通
、
四
四
年
が
=
一
通
、
四
七
年
が
九
通
、
年
不
明
が
一
九
通
で
あ
る
。
松
蔵
が
死
去
す
る

四
七
年
に
目
だ
っ
て
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
最
後
ま
で
願
い
は
病
気
の
治
癒
で
あ
る
。

数
多
く
送
っ
た
信
者
の
場
合
、
多
少
発
信
時
に
は
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
松
蔵
の
晩
年
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
依
頼
、
感
謝
、
そ
の
他
に
つ

45 

い
て
封
書
や
葉
書
を
送
り
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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グラフ 3 東京都(発信年、種別)
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電
報
は
す
で
に
信
者
に
な
っ
て
い
る
人
が
繰
り
返
し
出
す
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
し
た
が
、
全
体
の
数
が
多
い
都
道
府
県
に
お
い
て
、

年
別
に
電
報
の
占
め
る
割
合
が
ど
う
変
わ
る
か
を
少
し
見
て
み
る
。
分
か
り
ゃ
す
い
よ
う
に
グ
ラ
フ
に
し
た
。
郵
便
、
電
報
の
総
計
が
多
い
東
京
都
、
朝
鮮
半

島
、
石
川
県
、
熊
本
県
、
そ
れ
に
や
や
特
徴
的
な
変
化
と
な
っ
た
大
阪
府
と
北
海
道
の
例
を
示
す
。
(
グ
ラ
フ

3
1
8
参
照
)

東
京
都
の
場
合
は
電
報
が
一
九
三
二
年
に
四

O
点
に
な
り
、

い
っ
た
ん
減
少
し
て
か
ら
コ
一
六
年
に
急
増
し
て
い
る
。
四

O
年
に
は
減
少
し
て
い
る
。
石
川
県

は
三
五
年
に
一
挙
に
八

O
点
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
三
九
年
ま
で
七

O
点
以
上
と
い
う
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
熊
本
県
は
三
二
年
に
六

O
点
を
超
え
て
い

る
が
、

い
っ
た
ん
減
少
し
、
三
七
年
に
ふ
た
た
び
六

O
点
を
超
え
る
。
以
後
は
減
少
し
て
い
る
。
大
阪
府
も
三
二
年
に
小
さ
な
ピ

l
ク
が
あ
り
、
=
一

0
年
代
後

半
が
持
続
的
に
比
較
的
高
い
数
値
で
あ
る
。
北
海
道
は
三
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
も
の
が
比
較
的
多
く
四

O
点
以
上
で
あ
る
。
封
書
が
こ
の
時
期
に
減
つ

て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
で
あ
る
と
三
七
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
の
時
期
が
高
い
数
値
で
あ
る
。
す
で
に
三
二
年
の
時
点
で
八

O
点
を
超
え

る
封
書
が
あ
る
の
で
、
教
祖
に
つ
い
て
の
情
報
は
一
定
程
度
朝
鮮
半
島
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

封
書
の
増
減
と
電
報
の
増
減
の
パ
タ
ー
ン
が
比
較
的
似
て
い
る
の
は
石
川
県
で
あ
る
。
封
書
か
ら
少
し
ず
れ
て
増
え
て
い
る
の
は
東
京
都
と
北
海
道
、
そ
れ

に
朝
鮮
半
島
で
あ
る
。
封
書
よ
り
早
く
ピ

l
ク
が
来
て
い
る
の
は
熊
本
県
で
あ
る
。
大
阪
府
は
封
書
と
や
や
連
動
す
る
が
、
ピ
ー
ク
は
封
書
よ
り
や
や
早
い
。

こ
う
し
た
変
化
が
ど
う
し
て
生
じ
る
の
か
を
マ
ク
ロ
な
分
析
か
ら
だ
け
で
論
じ
る
の
は
困
難
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
電
報
の
場
合
は
、
ま
さ
に
ほ
ぼ
一
つ
の
こ

と
に
対
す
る
依
頼
な
り
質
問
な
り
で
あ
る
。
緊
急
性
が
比
較
的
高
い
か
、
手
軽
に
依
頼
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
含
む
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
松
蔵

と
の
親
密
な
関
わ
り
を
反
映
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、
熊
本
県
や
大
阪
府
に
は
比
較
的
初
期
に
そ
う
し
た
人
々
が
増
え
、
北
海
道
は
少
し
そ
れ
が
遅
れ
た
と

い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
石
川
県
の
例
に
鑑
み
る
と
、
東
京
都
や
朝
鮮
半
島
で
も
松
蔵
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
広
め
る
人
が
現
れ
た
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
内
容
面
の
分
析
を
進
め
た
上
で
別
稿
で
検
討
し
て
み
た
い
。

む
す
び

二
一
三
三
二
点
の
郵
便
物
、
電
報
を
マ
ク
ロ
に
分
析
し
て
、
祖
神
道
の
信
者
た
ち
の
時
間
的
展
開
と
居
住
地
域
の
広
が
り
を
中
心
的
に
考
察
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
し
た
信
者
の
中
に
は
郵
便
物
や
電
報
を
繰
り
返
し
送
っ
て
き
た
人
も
い
る
の
で
、
信
者
数
と
し
て
は
数
千
人
程
度
に
な
る
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
れ
以
外
に
実
際
に
教
団
本
部
を
訪
れ
た
人
も
数
多
い
が
、
訪
問
し
た
信
者
の
数
と
郵
便
物
や
電
報
を
送
っ
た
信
者
の
数
は
あ
る
程
度
の
相
関
性
が
あ
る

だ
ろ
う
と
仮
定
す
る
と
、
松
下
松
蔵
の
影
響
力
は
と
り
わ
け
一
九
二
一

0
年
代
に
ピ

l
ク
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
争
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
信
者
側
の

生
活
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
が
教
祖
へ
の
依
頼
の
頻
度
や
そ
の
内
容
等
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
内
容
の
分
析
に

よ
っ
て
確
か
め
る
べ
き
点
と
考
え
て
い
る
。

手
紙
等
の
文
面
に
は
た
ど
た
ど
し
い
内
容
や
ほ
と
ん
ど
平
仮
名
の
も
の
も
あ
る
が
、
き
わ
め
て
達
筆
で
、
し
っ
か
り
し
た
内
容
の
も
の
も
あ
る
。
非
常
に
幅

広
い
社
会
階
層
の
人
々
が
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
軍
関
係
者
も
相
当
数
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
軍
事
閲
覧
」
の
印
が
押
さ
れ
た
郵
便
も
あ
る
。

病
気
の
治
癒
を
願
う
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
も
の
の
、
子
ど
も
の
就
職
に
つ
い
て
尋
ね
た
り
、
生
き
方
に
つ
い
て
尋
ね
た
も
の
も
あ
る
。

ハ
ワ
イ
か
ら
の
も
の

だ
と
、
子
ど
も
が
外
国
人
と
結
婚
し
た
が
っ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
よ
う
な
相
談
も
あ
る
。
戦
時
中
の
も
の
に
は
勝
利
祈
願
を
し
て
欲
し
い
と

い
う
依
頼
も
あ
る
。

送
ら
れ
た
も
の
の
内
容
の
大
半
は
病
気
治
癒
の
願
い
で
あ
る
の
は
、
『
主
婦
之
友
』

の
紹
介
内
容
か
ら
し
て
、
そ
う
な
る
こ
と
は
当
然
と
言
え
る
。
近
代
新

宗
教
の
教
祖
に
お
い
て
は
、
病
気
治
し
が
教
祖
の
特
別
な
力
な
り
役
割
な
り
が
認
知
さ
れ
る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
資
料
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
今
回
は
マ
ク
ロ
な
分
析
に
と
ど
め
た
が
、
封
書
な
ど
に
記
さ
れ
た
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
病
気
治
癒
を
教
祖
に
求

め
る
割
合
が
ど
の
程
度
の
割
合
に
の
ぼ
る
か
を
議
論
す
る
上
で
も
貴
重
な
事
例
に
な
り
う
る
。

『
主
婦
之
友
』

の
発
売
直
後
か
ら
信
者
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
や
紹
介
等
に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
量
的
に
明
ら
か
に
で
き
た
。
ま
た
信
者
の
地
理
的
広
が
り
に
つ
い
て
は
予
想
し
て
い
た
以
上
に
多
く
の
地
域
に
信
者

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
年
度
別
と
地
域
別
を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
で
、
繰
り
返
し
依
頼
す
る
信
者
の
地
域
や
時
期
の
特
徴
に
関
し

て
、
多
少
の
見
通
し
が
得
ら
れ
、
松
蔵
一
人
だ
け
で
な
く
、
彼
に
帰
依
し
た
信
者
の
中
に
、
さ
ら
に
そ
の
教
え
を
広
げ
よ
う
と
し
た
人
物
の
存
在
が
ど
の
地
域

に
い
た
の
か
を
考
え
る
際
の
参
考
に
で
き
る
。
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当
時
の
全
国
的
雑
誌
が
情
報
の
広
が
り
に
も
っ
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
が
量
的
に
確
認
で
き
た
。
ま
た
一
度
の
掲
載
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
い
地
域
に
わ
た
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る
信
者
を
生
み
、
十
年
以
上
に
わ
た
る
手
紙
等
に
よ
る
依
頼
な
ど
が
継
続
し
た
こ
と
は
、
松
蔵
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
た
と
感
じ
た
人
々
が
、
そ
れ
を
他
の
人
に
伝

え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
蔵
の
宗
教
者
と
し
て
の
活
動
が
、
多
く
の
人
に
帰
依
の
心
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
展
開

は
あ
り
え
な
い
の
で
、
松
蔵
を
ま
さ
に
「
桓
神
様
」
と
し
て
頼
る
べ
き
存
在
と
し
た
信
者
が
短
期
間
に
相
当
数
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
本
稿
の
分
析
に

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
松
蔵
の
活
動
は
そ
れ
以
前
か
ら
同
様
に
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
近
代
新
宗
教
に
と
っ
て
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
果
た

す
役
割
は
、
こ
の
時
期
に
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
も
同
時
に
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

新
宗
教
の
な
か
で
も
近
代
新
宗
教
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
(
神
道
、
仏
教
、
修
験
道
)
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
、
教
義
面
や
実
践
面
に
も

具
体
的
に
そ
れ
が
見
て
取
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
。
祖
神
道
も
神
道
的
な
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
た
こ
と
は
そ
の
教
え
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
四
大
道
と
し

て
表
明
さ
れ
た
教
え
は
、
儒
教
的
要
素
を
含
み
つ
つ
、
近
代
日
本
で
説
か
れ
て
い
た
倫
理
道
徳
観
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
手
数
と
い
う
独
特
の
実
践
法

が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
典
型
的
な
近
代
新
宗
教
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
神
道
的
伝
統
と
の
重
な
り
が
大
き
く
、
か
つ
神
の
願
い
に
沿
っ
た
心
を
持
た
せ
る
こ
と

を
最
終
的
目
標
と
し
な
が
ら
、
手
段
と
し
て
多
く
の
人
び
と
か
ら
の
病
気
治
し
の
依
頼
に
応
え
る
と
い
う
や
り
方
は
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
な
ど
、
そ

れ
以
前
の
神
道
系
の
近
代
新
宗
教
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
短
期
間
に
広
い
地
域
に
信
者
を
得
た
こ
と
は
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
非
常
に
大
き
か
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
潜
在
的
な
要
素
と
そ
れ
が
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
介
在
と
い
う
偶
然
の
条
件
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
展
開
の
様
相
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
察
し
た
の
が
本
稿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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。
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膨
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の
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が
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ま
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。
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作
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だ
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。
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、
デ
ー
タ
の
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合
と
内
容
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も
お
手
伝
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い
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い
た
。
こ
の
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を
借
り
て
こ
れ
ら
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篤
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