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は
じ
め
に

日
本
は
多
く
の
民た

み

を
都
市
に
集
め
急
速
に
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
核
家
族
や
自
殺
、
児
童
虐
待
や
孤
独

死
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
中
山
間
地
域
を
過
疎
化
さ
せ
集
落
を
崩
壊
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
悪
夢
は
、
今
や

市
民
生
活
へ
の
底
知
れ
な
い
脅
威
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
経
済
社
会
は
、
自
然
に
育
ま
れ
る
暮
ら
し
を
、

ま
た
、
支
え
あ
い
な
が
ら
生
き
る
暮
ら
し
を
、
さ
ら
に
は
地
域
が
次
代
を
育
て
上
げ
る
心
を
、
そ
し
て
徹
底
循
環
型
の
生

活
を
崩
壊
さ
せ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
如い

何か

に
暮
ら
し
を
築
き
、
次
代
を
育
ん
で
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
？

里
山
里
海
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
景
観
や
自
然
環
境
、
動
植
物
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
営
ま
れ
た
主
食
の
米
づ
く
り
は
、

家
族
と
と
も
に
み
な
が
結
束
し
て
手
間
を
交か

わ
す
共
同
の
〝
ち
か
ら
〟
を
う
み
だ
し
た
。
こ
の
営
み
は
互
い
の
絆
を
醸

じ
よ
う

成せ
い

し
、
水
や
土
、
太
陽
の
〝
ち
か
ら
〟
を
は
じ
め
、
自
然
に
感
謝
す
る
〝
こ
こ
ろ
〟
を
育
て
上
げ
た
。
里
山
里
海
に
は
、
生

き
て
い
く
た
め
の
知
恵
と
作
法
、
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
や
折
り
あ
い
の
つ
け
方
、
互
い
の
絆
を
増
幅
さ
せ
る
〝
こ
こ

ろ
〟
な
ど
な
ど
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
暮
ら
し
の
〝
お
お
も
と
〟
が
息
づ
き
、
次
世
代
を
育
む
〝
ち
か
ら
〟
が
あ
っ
た
。

と
き
に
は
相
手
と
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
集
落
の
民
は
互
い
に
折
り
あ
い
を
つ
け
、
と
も
に
暮
ら
す
作
法

を
模
索
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
自
然
の
〝
ち
か
ら
〟
に
向
き
あ
う
暮
ら
し
が
成
り
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
み
な
は

豊
作
と
安
全
を
願
い
、
田
や
山
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
田
畑
は
食
を
養
い
、
山
は
煮
炊
き
や
家
屋
の
源
で
あ
っ
た
か
ら

だ
。
山
に
棲す

む
野
鳥
や
イ
ノ
シ
シ
、
ウ
サ
ギ
…
…
な
ど
動
物
た
ち
へ
の
米
や
野
菜
の
お
裾
分
け
は
、
肉
や
毛
皮
を
頂
く
た
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め
の
一
つ
の
作
法
で
あ
っ
た
。

今
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？

ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
金
と
食
と
を
交
換
す
る
暮
ら
し
、
燃
料
を

電
気
や
ガ
ス
に
依
存
す
る
暮
ら
し
、
食
料
の
六
〇
％
、
木
材
の
七
〇
％
を
輸
入
に
頼
る
暮
ら
し
、
こ
の
よ
う
な
暮
ら
し
が

永
遠
に
続
く
こ
と
は
な
い
。
本
書
は
、
今
の
日
本
が
、
な
ぜ
か
つ
て
の
里
山
里
海
の
暮
ら
し
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
、

こ
の
本
質
を
解
き
明
か
す
。

生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
水
や
食
糧
（
食
料
）、
木
材
等
々
の
里
山
の
恵
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
里
山
里
海
で
は
可か

処し
よ

分ぶ
ん

所し
よ

得と
く

が
少
な
い
代
わ
り
、
衣い

食し
よ
く

住じ
ゆ
うを

支
え
る
礎

い
し
ず
え

が
存
在
し
た
。
第
一
章
で
は
ま
ず
集
落
に
暮
ら
す
人
々
が
生
活
資

源
を
末
永
く
保
続
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に
土
地
を
使
い
分
け
、
平
等
に
分
か
つ
た
め
に
ど
の
よ
う
な
掟
を
築
き
上
げ
て

き
た
の
か
を
例
示
す
る
。
つ
い
で
高
度
経
済
成
長
を
経へ

た
現
代
、
里
山
里
海
に
お
け
る
食
糧
や
木
材
の
生
産
基
盤
、
そ
れ

に
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
。
経
済
社
会
が
市
井
に
ど
の
よ
う
な
悲
劇
を
生
み
出
し
て
き
た
の
か
。
里
山

里
海
の
置
か
れ
た
今
の
現
実
を
解
く
。

つ
い
で
第
二
～
五
章
で
は
、
全
国
に
お
け
る
聞
き
書
き
記
録
や
写
真
な
ど
を
も
と
に
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
の
暮
ら
し

の
姿
を
今
に
伝
え
る
。
特
に
第
二
章
で
は
、
か
つ
て
三
～
四
世
代
が
と
も
に
暮
ら
し
た
家
族
を
は
じ
め
、
皆
が
支
え
あ
う

集
落
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
か
。
そ
こ
に
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
逝
っ
た
あ
と
ま
で
、
苦
難
を
乗
り
越
え
、

と
も
に
協
力
し
て
生
き
て
い
く
底そ

こ

力ぢ
か
らが

育
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
検
証
す
る
。
次
代
を
育
み
持
続
可
能
な
暮
ら
し
を
蘇
ら

せ
る
た
め
、
家
族
と
集
落
の
役
割
を
解
き
明
か
し
、
現
代
的
な
視
点
か
ら
取
り
戻
す
べ
き
課
題
を
例
示
す
る
。

昭
和
三
〇
年
代
ま
で
の
里
山
里
海
に
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
を
自
給
で
き
る
暮
ら
し
が
あ
っ
た
。
都
会
の
分
ま
で
育
む
〝
ち0

か
ら

0

0

〟
が
あ
っ
た
。
今
一
度
、
こ
の
〝
ち
か
ら
〟
を
見
直
し
て
ほ
し
い
。
わ
ず
か
一
〇
〇
㎡
と
い
え
ど
も
、
里
山
の
土
と

天
水
や
湧
水
さ
え
あ
れ
ば
、
水
田
は
毎
年
二
〇
㎏
を
超
え
る
米
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
章
で
は
食
糧
（
食
料
）
の
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自
給
と
物
質
循
環
の
仕
組
み
、
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
救
荒
食
な
ど
、
第
四
章
で
は
保ほ

続ぞ
く

利
用
さ
れ
て
き
た
山
菜
や
薬

草
な
ど
の
半
栽
培
、
魚
介
や
野
生
鳥
獣
の
半
飼
育
の
あ
り
さ
ま
と
技
法
を
述
べ
る
。
山
は
水
や
木
材
、
燃
料
等
々
を
育
ん

で
き
た
。
第
五
章
で
は
燃
料
や
水
を
は
じ
め
暮
ら
し
の
必
需
品
に
対
す
る
自
給
と
再
生
の
方
法
を
取
り
上
げ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
今
も
わ
が
国
に
は
自
然
に
学
び
、
そ
の
ち
か
ら
を
最
大
限
に
活
か
し
て
暮
ら
す
里
人
ら
が
い
る
。
過

疎
と
集
落
崩
壊
を
跳は

ね
除の

け
、
奥
深
い
山
里
を
蘇
ら
せ
る
人
々
が
い
る
。
第
六
章
で
は
、
各
地
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
里

山
に
暮
ら
す
人
々
の
作
法
と
努
力
に
迫
り
、
持
続
可
能
な
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
近
年
の
行
政
や
助
成

金
に
よ
る
地
域
振
興
や
支
援
の
あ
り
方
を
見
つ
め
る
。

な
お
、
取
材
と
写
真
の
提
供
に
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
こ
こ
ろ
か
ら
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�
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お
わ
り
に

日
本
列
島
に
生
き
る
里
人
た
ち
は
、
縄
文
時
代
以
降
、
原
住
民
や
渡
来
人
を
含
め
、
食
糧
（
食
料
）
を
確
保
し
子
孫
を

継
承
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
暮
ら
し
に
息
づ
く
人
々
の
絆
、
地
域
を
愛
す
る
人
々
の
心
性
こ
そ
が
、
現げ

ん

世せ

の
命
と
子
孫
を

つ
な
ぐ
お
お
も
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
暮
ら
し
が
次
代
を
育
て
、
歴
史
、
風
景
、
風
土
を
作
り
、
多
様
な
動
植
物
を
育
ん
で

き
た（
59
）。

薪
炭
林
か
ら
柴
や
落お

ち

葉ば

を
集
め
る
シ
ワ
だ
ら
け
の
古
老
の
手
と
足
。
こ
の
ち
か
ら
が
カ
タ
ク
リ
を
殖ふ

や
し
、
そ
の
花
蜜

を
餌
に
す
る
ギ
フ
チ
ョ
ウ
を
、
ま
た
田
ん
ぼ
に
溢あ

ふ

れ
た
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
や
ド
ジ
ョ
ウ
、
ト
キ
や
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
守
っ
て

き
た
。
こ
の
手
足
に
伝
え
ら
れ
た
意
思
が
、
食
糧
（
食
料
）
や
燃
料
を
作
り
家
族
の
暮
ら
し
と
集
落
を
守
っ
て
き
た
。
こ

れ
ら
古こ

老ろ
う

た
ち
の
手
足
と
体
は
日
々
に
自
然
に
学
び
、
空
気
も
水
も
食
料
も
燃
料
等
々
も
、
生
活
に
要
す
る
も
の
す
べ
て

を
循
環
さ
せ
、
芥あ

く
たも

汚お

水す
い

も
出
さ
ず
自
給
す
る
暮
ら
し
を
築
き
上
げ
た
。

里
人
ら
は
、
集
落
の
ま
わ
り
に
災
害
や
鳥
獣
か
ら
命
や
農
作
物
を
守
る
土
地
利
用
を
作
り
出
し
、
無
駄
な
く
そ
の
ち
か

ら
を
活
か
す
知
恵
を
身
に
付
け
て
き
た
。
個
々
の
暮
ら
し
を
、
一
人
で
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
災
害
復
旧
、
稲
作
、

水
路
、
溜
池
、
子
育
て
、
弔と

む
らい

…
…
。
そ
こ
に
人
々
は
、
共
同
体
と
し
て
生
き
る
仕
組
み
と
作
法
を
作
り
出
し
、
知
恵
と

技
を
洗
練
さ
せ
た
。
先
達
た
ち
の
手
と
足
、
体
と
心
が
、
生
き
る
た
め
の
知
恵
や
技
、
知
識
、
集
落
の
絆
を
次
代
に
伝
え

た
。
こ
の
暮
ら
し
の
営
み
が
動
植
物
と
つ
き
あ
う
心
得
を
生
み
出
し
生
物
多
様
性
を
守
っ
て
き
た
。
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里
山
里
海
の
生
態
系
や
動
植
物
、
水
、
土
な
ど
自
然
環
境
を
構
成
す
る
要
素
に
は
無
用
な
物
は
何
も
な
い
。
一
定
範
囲

の
土
地
で
自
給
の
暮
ら
し
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
収し

ゆ
う

奪だ
つ

を
繰
り
返
す
と
行
き
詰づ

ま
る
。
環
境
の
容
量
を
わ
き
ま
え

た
自
給
と
高
望
み
し
な
い
収
入
が
暮
ら
し
を
支
え
、
こ
の
一
連
の
営
み
が
地
域
の
生
態
系
と
生
物
の
多
様
性
を
育
ん
だ
。

里
山
や
里
地
か
ら
の
採
取
が
限
度
を
越
え
る
と
、
災
害
や
凶き

よ
う

作さ
く

で
生
命
と
生
活
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
そ
の
戒い

ま
しめ

に
山

神
や
田
の
神
様
を
祀ま

つ

り
、
礼
拝
と
供く

物も
つ

を
続
け
た
。
ま
た
、
被
害
の
痛い

た

手で

を
後こ

う

世せ
い

に
伝
え
る
た
め
に
記
念
碑
を
設
え
る
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
（
写
７-

１
）。
沿
岸
で
は
恵え

比び

寿す

神
社
を
建
立
し
、
豊
漁
と
海
難
防
止
を
願
っ
た
（
写
７-

２
）。
そ
し
て

人
々
は
次
代
に
対
し
、
い
の
ち

0

0

0

の
大
切
さ
、
つ
き
あ
い
の
心
得
、
子
供
や
年
寄
り
を
大
切
に
す
る
心
性
を
植
え
付
け
た
。

食
べ
物
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
や
空
気
等
々
…
…
す
べ
て
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
、
自
然
の
容
量
を
察
す
る
技
量
を
伝
え
た
。

自
然
と
と
も
に
暮
ら
し
た
共
同
体
の
永
い
歴
史
が
、
地
域
特
有
の
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
は
か

け
が
え
の
な
い
自
然
と
の
共
生
の
絆
で
あ
っ
た
。
こ
の
つ
な
が
り
が
全
国
津
々
浦
々
に
広
が
り
、
里
山
里
海
の
景
観
を
支

え
て
き
た
。
持
続
可
能
な
環
境
社
会
、
集
落
と
人
々
の
輪
、
そ
し
て
絆
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
里
山
里
海
が
育
ん
で

き
た
相
互
扶
助
と
共
同
に
よ
る
暮
ら
し
、
豊
か
な
生
態
系
を
基
盤
と
す
る
自
然
環
境
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
い
の
ち
、
生

態
系
、
水
、
空
気
、
食
料
、
燃
料
、
伝
統
文
化
の
お
お
も
と
は
、
里
山
里
海
に
お
け
る
共
同
体
の
営
み
に
あ
る
。
地
域
が

存
続
し
て
こ
そ
多
様
な
動
植
物
と
生
態
系
を
継
承
で
き
る
。

共
同
体
が
壊
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
が
現
れ
る
。
今
で
は
過
疎
を
跳
ね
返
し
、
子
供
ら

を
育
て
集
落
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
頑
張
る
地
域
が
増
え
て
い
る
。
共
同
体
の
な
か
に
は
捨
て
て
は
な
ら
な
い
絆
と
作
法
が

あ
る
こ
と
。
と
も
に
暮
ら
す
な
か
ま
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
と
き
に
こ
の
心
性
が
蘇
る
。「
里
山
」
と
い
う

文
字
は
、
田0

、
土0

、
山0

か
ら
な
る
。
こ
の
里
山
は
、
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
と
次
代
に
必
要
な
す
べ
て
を
作
り
、
再
生
す
る

ち
か
ら
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
物
質
だ
け
で
は
な
い
。
生
ま
れ
る
前
か
ら
逝
っ
た
あ
と
ま
で
、
家
族
と
集
落
の
み
な
が
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こ
こ
ろ
を
あ
わ
せ
互
い
の
絆
を
育
む
土
台
で
あ
る
。
地
球

上
に
お
い
て
持
続
可
能
な
暮
ら
し
を
再
構
築
し
て
い
く
た

め
に
は
、
こ
の
こ
と
を
次
代
に
伝
え
て
い
く
義
務
が
あ
る
。

今
で
も
日
本
の
里
山
里
海
は
、
わ
れ
わ
れ
が
少
し
知
恵
を

絞
り
、
暮
ら
し
を
携た

ず
さえ

、
移
り
住
む
意
思
が
あ
れ
ば
、
み

な
を
こ
こ
ろ
か
ら
歓
迎
し
て
く
れ
る
。
都
会
に
比
べ
所
得

は
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
幾
多
の
自
然
の
恵
み
が

わ
れ
わ
れ
を
支
え
て
く
れ
る
。

写 7 - 2 　�海難防止や豊漁を願っ
て作られた恵比寿宮

（福岡県柳川市沖端町、1985年、野田種
子氏提供）

写 7 - 1 　�自然への戒めを後世に
伝える水害記念碑

（福井県旧遠敷郡上中町［三方上中郡若
狭町］河内、1950年代、山本吉次氏・
若狭町歴史文化館提供）




