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地域の歴史を学ぶ意味

岩
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地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
意
味

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
村
や
地
域
の
由
緒
書
や
地
誌
の
分
析
を
通
し
て
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
村
人
た
ち
が
自
ら
の
村
や
地
域
の
歴
史

に
対
す
る
関
心
を
持
ち
始
め
た
要
因
や
、
彼
ら
の
歴
史
意
識
の
特
質
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
は
い
く
つ
か

あ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
都
内
の
自
治
体
で
市
史
編
纂
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
と
き
、
い
く
つ
か
の
村
の
由
緒
書
を
見
つ

け
た
こ
と
に
あ
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
た
の
は
、
ど
う
せ
や
る
な
ら
歴
史
に
関
わ
る
仕
事
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
ざ
始
め
て
み
る
と
、
こ
れ
が
、
大
学
院
の
ゼ
ミ
の
予
習
よ
り
大
変
で
、
古
文
書
の
調
査
法
を
は
じ
め
、
史
料
の
読
み
方
な

ど
を
根
本
か
ら
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
自
治
体
史
編
纂
を
通
し
て
歴
史
学
研
究
の
基
礎
を
学
び
、
編
纂
に
関
係

し
た
多
く
の
人
々
に
育
て
て
い
た
だ
い
た
と
言
え
る
。

　

近
年
、
地
域
史
研
究
の
手
法
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
、
こ
の
二
年
ほ
ど
は
、
東
京
か
ら
離
れ
た
場
所
に
調
査
に
い
く
こ
と

が
で
き
な
い
日
々
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
地
域
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
パ
ソ
コ
ン
で
画
像
を
検
索
し
な
が
ら
、
大
量
の

史
料
を
容
易
に
収
集
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世
界
中
の
ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
環
境
は
、
日
本
史
研
究
を
よ
り

開
か
れ
た
も
の
に
す
る
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
、
幾
ば
く
か
の
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け

で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
自
治
体
史
編
纂
に
関
わ
り
な
が
ら
研
究
し
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
改
め
て
地
域
の
歴
史
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を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

　

私
は
、
大
学
院
に
進
学
後
、
五
年
ほ
ど
の
間
、
都
内
の
あ
る
自
治
体
史
の
編
纂
室
の
御
世
話
に
な
っ
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
、
調
査
や

編
纂
作
業
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
集
め
た
史
料
で
修
士
論
文
を
書
き
、
学
会
な
ど
で
報
告
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
間
に
学
ん
だ
こ
と

は
数
え
切
れ
な
い
が
、
ま
ず
、
第
一
に
は
「
古
文
書
の
見
つ
け
方
を
身
に
つ
け
た
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、「
古
文
書
を
ど
う
や
っ

て
見
つ
け
出
す
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
古
文
書
調
査
で
は
、
古
文
書
の
所
在
か
ら
調
査
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ

う
。
大
抵
の
場
合
、
所
蔵
者
が
わ
か
っ
て
い
て
、
手
紙
な
ど
で
、
あ
ら
か
じ
め
お
願
い
を
し
た
上
で
、
調
査
に
出
向
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
治
体
史
の
場
合
、
ま
ず
は
、
古
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
個
人
宅
を
探
し
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

　

私
の
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
あ
っ
た
自
治
体
は
、
高
度
成
長
期
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
景
観
の
大
部
分
を
失
い
、
住
民

も
大
き
く
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
た
め
、
誰
も
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に
さ
ほ
ど
期
待
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
状
況
で

は
あ
っ
た
が
、
調
査
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
農
業
委
員
の
名
簿
と
住
宅
地
図
と
バ
ス
代
を
渡
さ
れ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

に
出
発
し
た
。
一
軒
一
軒
ま
わ
り
な
が
ら
、
古
文
書
の
有
無
を
尋
ね
て
歩
き
、
時
に
は
、
古
文
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
明
し
た
。
調

査
先
で
古
文
書
ら
し
き
も
の
を
所
蔵
し
て
い
る
方
の
情
報
を
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
夏
の
暑
い
さ
な
か
担
当
の
地
域
を
歩
き
続
け
た
。
そ

の
過
程
で
気
づ
い
た
こ
と
は
、
所
蔵
者
の
話
を
聞
く
こ
と
、
そ
の
上
で
所
蔵
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
っ
た
。
信
頼
関

係
が
築
け
な
け
れ
ば
、
目
の
前
に
あ
る
古
文
書
を
調
査
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
ま
ず
は
人
間
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
地
域
を
ま
わ
っ
て
情
報
を
集
め
る
こ
と
で
、
当
初
の
予
想
を
上
回
る
古
文
書
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
学
ん
だ
こ
と
は
、
古
文
書
目
録
の
作
成
方
法
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
古
文
書
の
調
査
方
法
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
現

在
、
当
た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
記
録
や
史
料
群
の
構
造
分
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
こ
の
時
期
か
ら
で
、
私
が
お
世
話

に
な
っ
た
自
治
体
史
は
こ
れ
ら
を
最
も
早
く
導
入
し
た
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
目
録
作
成
に
お
い
て
は
、
古
文
書
が
伝

来
さ
れ
て
き
た
現
状
を
尊
重
す
る
意
識
が
希
薄
で
、
包
紙
に
数
点
の
古
文
書
が
包
ま
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が
一
括
さ
れ
て
い
た
意
味
を
考
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え
る
こ
と
な
く
、バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
一
点
ず
つ
封
筒
に
い
れ
、そ
れ
ら
が
同
一
の
包
紙
に
保
存
さ
れ
て
い
た
事
実
を
記
録
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
古
文
書
を
分
類
す
る
際
に
も
、
既
存
の
分
類
項
目
に
合
わ
せ
て
分
類
し
、
分
類
項
目
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
す
べ
て
「
雑
」
と
し

て
一
括
処
理
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
文
書
館
学
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
知
見
に
基
づ
く
、
現
状
記
録
・
目
録
編
成
で
は
、
ま
ず
、
古
文
書
を
群
と
し
て
と
ら
え
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
か
を
重
視
し
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
、
古
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
状
況
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
古
文
書
が
江
戸
時
代
か
ら
手
つ
か
ず
の
状
況
で
残
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
所
蔵
者
や
他
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
調

査
・
再
整
理
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
現
状
を
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
う

が
、
そ
の
状
況
も
含
め
て
調
査
す
る
こ
と
が
古
文
書
の
伝
来
を
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
目
録
編
成
に
お
い
て
は
、
既
存
の
分
類
方
法
に
古
文
書
を
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
古
文
書
一
点
一
点
の
関
係
性
、
お
よ
び
文

書
群
の
な
か
で
そ
の
一
点
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
目
録
を
編
成
し
て
い
く
手
法
を
学
ん
だ
。
そ
こ
に
は
「
そ
れ
ぞ

れ
の
社
会
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
や
地
位
を
持
っ
た
具
体
的
個
人
や
組
織
の
手
に
な
る
文
書
の
作
成
・
伝
来
は
彼
ら
の
現
実
的
な
活
動

の
所
産
と
し
て
文
書
作
成
主
体
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
は
互
い
に
有
機
的
な
連
関
の
も
と
に
存
在
し
て
い

る
」（
多
摩
市
史
編
集
委
員
会
編
『
多
摩
市
史
関
係
所
在
文
書
目
録
』（
１
）、
多
摩
市
、
一
九
九
〇
年
）
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
こ
の

考
え
に
立
て
ば
、
古
文
書
を
分
類
す
る
際
、
ま
ず
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
文
書
作
成
・
伝
来
者
の
役
職
や
社
会
的
役
割
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

名
主
や
明
治
初
年
の
戸
長
と
い
っ
た
役
職
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
、
村
人
た
ち
は
「
家
」
を
媒
介
と
し
て
様
々
な
社
会
活
動
を
行
っ
て
い

た
た
め
、
家
経
営
に
関
し
て
も
多
く
の
古
文
書
を
作
成
し
て
い
た
。
史
料
調
査
で
よ
く
目
に
す
る
祝
儀
帳
や
不
祝
儀
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
「
役
職
」
と
「
家
政
」
が
、
そ
の
家
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
こ
の
二
つ
を
分
類
項
目
と
し
た
上
で
、

そ
の
下
に
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
、
シ
リ
ー
ズ
を
置
き
、
文
書
群
の
階
層
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
「
役
職
」
に
あ
た
る
古
文
書

の
階
層
構
造
で
あ
れ
ば
、
そ
の
家
が
務
め
た
役
職
を
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
に
設
定
し
、
各
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
の
機
能
を
シ
リ
ー
ズ
に
す
る
こ
と
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に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
大
項
目
か
ら
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
、
シ
リ
ー
ズ
へ
と
よ
り
細
か
く
分
類
し
て
い
く
よ
う
な
感
が
あ
る
が
、

実
際
の
作
業
で
は
、
古
文
書
一
点
ご
と
に
組
織
体
に
お
け
る
意
味
を
考
え
、
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
を
シ
リ
ー
ズ
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
サ
ブ
・

フ
ォ
ン
ド
へ
と
編
成
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
の
過
程
で
、
古
文
書
一
点
一
点
の
関
係
性
を
考
え
る
際
、
参
考
に
な
る
の
が
現
状
記
録
で
あ
る
。

古
文
書
の
保
存
状
況
を
記
録
し
た
段
階
で
、
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
た
か
（
現
秩
序
）
と
い
う
こ
と
は
、
階
層
構
造
（
＝
原
秩

序
）
を
分
析
す
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
目
録
編
成
で
は
、
古
文
書
を
一
点
ご
と
に
読
み
込
ん
で
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
従
来
の
目
録
作
成
に
比
し
て
作
業
量
も
膨

大
に
な
る
。
基
本
と
な
る
デ
ー
タ
は
複
数
名
で
作
成
で
き
る
が
、
階
層
構
造
の
分
析
は
基
本
的
に
は
一
人
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
、
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
と
シ
リ
ー
ズ
の
設
定
は
文
書
群
ご
と
に
す
べ
て
異
な
り
、
作
業
者
に
よ
っ
て
も
変

わ
っ
て
く
る
た
め
、
目
録
編
成
そ
の
も
の
が
研
究
だ
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
作
業
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
古
文
書
の
読
み
方
が
変
化
し
た
こ
と
が
、
私
が
自
治
体
史
編
纂
を
通
じ
て
学
ん
だ
第
三
の
点
で
あ

る
。
一
つ
の
古
文
書
を
め
ぐ
っ
て
、
な
ぜ
、
そ
の
古
文
書
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、

結
果
と
し
て
、
古
文
書
の
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
し
た
と
思
う
。

　

そ
の
後
、
私
は
都
内
及
び
、
神
奈
川
県
・
千
葉
県
・
埼
玉
県
・
山
梨
県
の
自
治
体
で
、
県
史
や
市
町
村
市
の
編
纂
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、

行
く
先
々
で
調
査
や
編
纂
の
作
業
を
し
な
が
ら
、
そ
の
過
程
で
興
味
を
持
っ
た
こ
と
や
、
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
を
研
究
論
文
と
し
て
発
表

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
当
時
の
自
治
体
史
編
纂
で
は
、
一
人
の
研
究
者
が
い
く
つ
か
の
自
治
体
の
編
纂
事
業
に
同
時
に
関
わ
る
こ
と
も
少
な

く
な
く
、
同
じ
よ
う
な
タ
イ
プ
の
自
治
体
史
が
発
行
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
に
関
わ
っ
た
自
治
体
史
の
現
場

で
「
古
文
書
を
群
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
構
造
を
解
明
す
る
」
と
い
う
調
査
方
法
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
地
域
の
個
性
を
見
出
す
こ
と
に
も
役

立
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
自
治
体
史
の
編
纂
と
は
、
地
域
史
研
究
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
々
か
ら
い
た
だ
い
た
様
々
な
御
教
示

は
大
き
な
財
産
に
な
っ
た
。
偶
然
の
要
素
も
大
き
か
っ
た
と
思
う
が
、
当
時
、
大
学
の
学
部
・
大
学
院
の
授
業
で
は
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
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た
文
書
館
学
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
基
づ
く
新
し
い
古
文
書
調
査
の
方
法
を
身
に
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
自
身
の
研
究
を
大
き
く

変
え
た
と
言
え
る
。

　

毎
月
、
編
纂
室
で
行
わ
る
部
会
会
議
で
は
、
各
自
が
調
査
を
担
当
し
た
部
分
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
議
論
が
自
治
体
史

を
編
纂
す
る
と
い
う
目
先
の
目
的
の
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
幸
運
だ
っ
た
。
部
会
に
集
ま
る
調
査
員
の
ほ
と
ん
ど
は
都
内
の
私
立

大
学
の
院
生
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
作
業
の
な
か
で
見
つ
け
た
史
料
は
修
論
の
論
点
に
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
を
共
有
で
き
る
仲
間
も
い
た
。

そ
し
て
何
よ
り
も
部
会
を
運
営
し
て
い
た
先
生
方
の
中
に
「
学
生
を
育
て
よ
う
」
と
い
う
度
量
を
持
っ
た
方
が
多
く
、
修
論
を
抱
え
な
が
ら

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
学
生
に
研
究
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
下
さ
り
、
時
に
は
部
会
を
修
論
の
中
間
報
告
や
学
会
発
表
の
準
備
報
告
の
場

に
変
更
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
自
治
体
史
の
編
纂
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
範
疇
を
こ
え
て
、
様
々
な
人
々
と
出
会
い
、
新

し
い
研
究
方
法
や
視
角
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
当
時
の
大
学
院
の
授
業
で
は
学
べ
な
い
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
か
つ
て
自
治
体
史
編
纂
事
業
は
、
地
域
の
歴
史
を
広
く
市
民
に
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
者
を
育
て
る
場
に
も
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

私
が
地
域
史
を
学
び
始
め
た
頃
の
こ
と
を
思
い
お
こ
し
な
が
ら
筆
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
古
文
書
の
調
査
法
は
、
現
在

で
は
常
識
で
あ
り
、
大
学
の
授
業
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
主
催
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
カ
レ
ッ
ジ
を
は

じ
め
、
大
学
院
等
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
専
攻
し
た
院
生
が
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
文
書
館
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
保
存
機
関
で
活
躍
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
自
治
体
史
編
纂
は
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。
編
纂
の
あ
り
方
も
変
わ
り
、
短
期
間
の
調
査
で
通
史
編
・
資
料

編
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
の
も
と
、
調
査
・
編
纂
に
参
加
し
た
院
生
が
そ
こ
で
見
つ
け
出
し
た
史
料
を
用
い
て
論
文
を

書
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
聞
く
。

　

し
か
し
、
新
し
い
古
文
書
の
調
査
の
場
も
生
ま
れ
つ
つ
も
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
・
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
各
地
で
史
料
保
存
ネ
ッ
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地域の歴史を学ぶ意味

ト
ワ
ー
ク
が
立
ち
上
が
り
、
研
究
者
・
学
生
・
市
民
が
、
古
文
書
を
読
め
る
人
も
読
め
な
い
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
て
る
力
を
出
し
あ
っ
て
、

地
域
史
料
を
将
来
に
伝
え
て
い
く
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
に
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
史
研
究
の
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
信
じ
て
い
る
。
現
在
、
古
文
書
調
査
を
自
由
に
行
う
に
は
ま
だ
ま
だ
制
約
が
あ
り
、
様
々
な
配
慮
や
工
夫
が
必
要

な
状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
あ
る
が
、
院
生
の
皆
さ
ん
が
多
く
の
人
々
と
交
流
し
、
自
由
に
古
文
書
調
査
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
日
が
く
る
こ
と
と
願
い
つ
つ
、
私
自
身
も
学
生
の
皆
さ
ん
と
古
文
書
の
調
査
の
現
場
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
。


