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歴
史
的
な
町
並
み
の
保
存
再
生
の
問
題
は
、
は
じ
め
か
ら
文
化
の
創

造
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
た
。

歴
史
的
な
町
並
み
と
い
え
ど
も
現
代
に
生
き
る
集
落
で
あ
る
か
ら
、

過
去
の
特
定
の
一
時
代
に
引
き
戻
し
て
保
存
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な

い
。
上
下
水
道
を
整
備
し
、
駐
車
場
を
う
ま
く
配
置
す
る
こ
と
は
現
代

社
会
に
欠
か
せ
な
い
要
件
で
あ
る
し
、
暗
く
て
寒
い
居
室
を
明
る
＜
暖

か
く
す
る
こ
と
は
当
然
の
要
求
だ
。．
 

伝
統
的
な
建
造
物
と
い
う
う
つ
わ
に
、
現
代
生
活
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
生
活
の
息
吹
き
は
通
り
景
鍋
へ
も
様
々

町
並
み
保
存
は
は
じ
め
か
ら
創
造
の
問
題
で
も

あ
っ
た

な
変
化
を
及
ぽ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
町
並
み
の
保
存
再
生
と
は
、
基
本

的
に
、
こ
う
し
た
住
み
手
の
住
要
求
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
同
時
に
こ

れ
ま
で
築
か
れ
て
き
た
伝
統
的
な
通
り
景
観
を
維
持
し
て
ゆ
こ
う
と
い

う
一
見
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
営
為
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
な
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
町
並
み
の
保
存
再
生
に
は
科
学
的
な
意
味
で
の
「
正
解
」

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
建
造
物
の
調
査
を
重
ね
て
、
復

元
的
考
察
を
お
こ
な
っ
て
も
、
生
活
が
息
づ
い
て
い
る
住
宅
を
過
去
の

時
代
へ
お
し
戻
す
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
か
つ
て
は
考

え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
多
様
な
住
生
活
の
今
日
的
欲
求
を
、
ど
の
よ
う

に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
環
境
に
適
合
さ
せ
つ
つ
実
現
し
て
ゆ
く
か
、
と

い
う
創
造
の
範
疇
の
問
題
が
中
心
で
あ
る
。
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＇ 身
の
ま
わ
り
の
生
活
環
境
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
環
境
の
な

か
か
ら
様
々
な
知
恵
や
文
化
を
発
見
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
教
育
・
学
習

の
あ
り
方
を
環
境
学
習
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
歴
史
的
な
環
境
は
こ

の
よ
う
な
環
境
学
習
に
尽
き
な
い
題
材
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば

昔
か
ら
つ
づ
く
街
道
は
、
人
や
物
資
の
流
れ
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
子
供
た
ち
の
昔
か
ら
の
遊
び
場
で
も
あ
り
、
時
に
祭
り

の
舞
台
と
も
な
る
。
両
側
の
建
物
は
建
設
さ
れ
た
時
代
に
即
応
し
た
立

面
を
見
せ
て
い
る
し
、
あ
と
の
時
代
の
要
求
に
あ
わ
せ
た
改
造
の
あ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
す
べ
て
を
街
道
は
語
り
か
け
て
い
る
の

だ
。
お
年
寄
り
に
話
を
聞
く
と
、
家
の
前
を
通
っ
て
い
っ
た
葬
式
行
列

の
こ
と
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
葬
列
に
立
会
う
こ
と
に

環
境
学
習
の
意
義

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
感
受
性
を
取
り
戻
し
、
培
っ
て
ゆ
く
こ
と

が
、
町
並
み
の
保
存
再
生
の
前
提
と
な
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

ヽ
0
・

＞ヽ

歴
史
的
町
並
み
か
ら
ま
ち
づ
く
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
と
る
い
い

耳
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

歴
史
的
環
境
が
も
た
ら
す
豊
か
な
生
活
に
対
す
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
喚
起
力
、
歴
史
的
環
境
そ
の
も
の
が
保
有
し
て
い
る
教
育
力
を
生

か
す
こ
と
が
、
町
並
み
に
か
か
わ
る
人
々
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＇ 

＇ 

・’
 
ー

し
か
し
ま
た
や
っ
か
い
な
の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
創
造
」
と
は
、
特

定
の
建
築
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
彼
の
専
門
知
識
を
総
動
員
し
て
伝
統
と
現
代

の
調
和
を
は
か
れ
ば
そ
れ
で
こ
と
が
足
り
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
り
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
建
物
が
た

ち
な
ら
ん
で
い
る
。
肝
要
な
の
は
こ
れ
ら
が
総
体
と
し
て
保
有
し
て
い

る
あ
る
特
有
な
通
り
の
雰
囲
気
を
継
承
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
通
り
の
景
観

に
沿
っ
た
変
化
を
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
デ
ザ
イ
ン
の
次
元
だ
け
で
は
す
ま
な
い
の
だ
。
住
み
手
の
間

に
、
通
り
景
観
の
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
一
定
の
合
意
が
な
け

れ
ば
こ
と
は
う
ま
く
進
ま
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
住
み
手
の
間
に
建

物
の
建
て
方
に
関
す
る
「
常
識
」
が
健
在
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
戦
後
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
こ
の

「
常
識
」
が
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
通
り
の
景
観

を
貫
徹
し
て
い
た
は
ず
の
規
範
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

歴
史
的
町
並
み
の
保
存
再
生
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
究
極
的
な
目
標

は
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
う
し
た
町
並
み
の
常
識
、
規
範
を
再
構
築
す

通
り
景
観
に
参
加
す
る
「
常
識
」
の
再
構
築
を

し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
無
か
ら
の
創
造
で
は
な
い

畠
冒
―

’
 

歴
史
的
環
境
に
共
感
す
る
こ
こ
ろ
を
求
め
て

る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
中
に
こ
そ
、
町
並
み
を
築
い
て
き
た

基
本
原
理
が
か
く
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
当
面
何
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
の
か
，

ひ
と
つ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
通
り
景
観
の
今
後
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
地
域
の
人
々
が
一
定
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
町
並
み
を
守
る
会
の
結
成
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
か
、

条
例
や
要
項
と
い
っ
た
自
治
体
側
か
ら
の
規
程
と
な
っ
て
成
文
化
さ
れ

る
か
は
別
に
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
行
動
を
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
合

意
を
実
効
の
あ
る
も
の
に
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ

る
う
え
、
と
り
つ
け
ら
れ
た
合
意
自
体
も
物
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
偏

る
と
い
う
う
ら
み
が
あ
る
。
即
物
的
な
形
で
は
う
ま
く
表
現
で
き
な
い

生
活
者
の
文
化
的
営
み
と
し
て
の
町
並
み
の
常
識
、
規
範
を
そ
の
ま
ま

成
文
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
行
動
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

町
並
み
の
常
識
に
し
て
も
合
意
に
し
て
も
、
そ
の
底
流
に
は
歴
史
の

．．． 

織
り
重
ね
ら
れ
た
通
り
景
観
に
対
し
て
共
感
す
る
こ
こ
ろ
が
あ
る
は
ず

だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
環
境
の
歴
史
性
に
想
像
力
を
喚
起
さ

れ
る
し
な
や
か
な
こ
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
だ
。
む
し
ろ
感
性
豊
か
な
こ
の

こ
こ
ろ
こ
そ
、
次
の
時
代
に
町
並
み
を
再
生
さ
せ
て
ゆ
く
原
動
力
と
な

よ
っ
て
、
か
つ
て
の
町
び
と
た
ち
は
死
を
よ
り
身
近
な
存
在
と
感
じ
て

い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
環
境
学
習
に
お
い
て
歴
史
的
な
環
境
は
豊
富
な
テ
ー
マ

を
内
在
す
る
枯
れ
な
い
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
環
境
学
習

に
お
け
る
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
人
々
は
歴
史
的
環
境
の
豊
饒

を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
自
体
の

な
か
に
、
す
で
に
、
歴
史
的
環
境
の
継
承
へ
の
途
が
敷
か
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
町
並
み
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
は
な
か
ば
そ
の
継
承
、

創
造
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

子
供
た
ち
が
参
加
す
る
環
境
学
習

町
並
み
保
存
の
運
動
に
お
い
て
環
境
学
習
は
、
地
域
の
住
民
を
包
含

し
た
大
き
な
課
題
と
な
り
え
る
が
、
と
り
わ
け
子
供
た
ち
を
対
象
と
し

た
環
境
学
習
は
、
保
存
と
創
造
と
を
橋
わ
た
し
す
る
活
動
と
し
て
将
来

的
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

明
日
の
町
並
み
を
担
っ
て
ゆ
く
の
は
明
日
の
大
人
た
ち
で
あ
る
か
ら
。

明
日
の
大
人
た
ち
が
今
日
残
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
町
並
み
に
共
感
を
覚

え
て
く
れ
る
な
ら
、
現
在
あ
る
建
造
物
群
が
朽
ち
は
て
た
と
し
て
も
新

た
に
今
日
を
超
え
る
町
並
み
が
創
造
さ
れ
る
可
能
性
は
ま
だ
残
さ
れ
て

い
る
の
だ
。

小
学
校
中
学
年
の
学
習
指
導
要
領
に
い
う
郷
土
学
習
の
ほ
か
に
も
、

子
供
た
ち
が
参
加
す
る
環
境
学
習
の
試
み
は
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
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び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ぽ
く
は
あ
ん
な
の
を
み
た
の
は
は
じ
め
て
だ

ご
か
ら
で
す
。
み
ん
な
も
び
っ
く
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ぼ
く
は

ママ

あ
ん
な
の
を
ど
う
や
っ
て
作
た
の
か
ふ
し
ぎ
に
思
い
ま
し
た
。
…
…

（
中
略
）
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
熊
川
の
宝
物
に
な
り
ま
す
。

四
、
五
年
生
の
人
に
は
、
こ
の
ち
ょ
う
さ
を
も
っ
と
も
っ
と
し
て

熊
川
の
こ
と
を
よ
く
し
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
し
て
こ
う
い
う
所
を

も
っ
と
も
っ
と
の
こ
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ほ
か
の
地

区
か
ら
も
す
ご
い
な
あ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
」

町
並
み
学
習
の
な
か
で
筆
者
ら
は
町
並
み
の
保
存
を
と
り
た
て
て
強

調
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
ふ
だ
ん
見
慣
れ
て

い
る
は
ず
の
町
並
み
を
も
う
一
度
新
鮮
な
目
で
見
直
し
、
新
た
な
魅
力

を
再
発
見
す
る
こ
と
が
主
要
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
子
供
た
ち
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
し
か
し
、
環
境
学
習
の
当
初
の
設
定
目
標
を
超
え
て

豊
か
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
六
年
生
の
担
任
の
先
生
は
、
子
供

た
ち
み
ん
な
が
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
長
文
の
感
想

文
を
書
い
て
き
た
こ
と
に
目
を
見
張
っ
て
い
た
。
熊
川
の
歴
史
的
環
境

そ
の
も
の
が
、
多
彩
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
す
る
潜
在
的
な
力

を
有
し
て
い
た
の
だ
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
冊
子
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
ほ
か
、
昭
和
六
一
年

二
月
、
小
学
校
内
で
開
催
さ
れ
た
「
熊
川
宿
町
並
み
学
習
発
表
会
」
に

お
い
て
、
調
査
協
力
者
、
父
兄
、
地
域
住
民
、
町
関
係
者
ら
を
前
に
し

て
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
発
表
会
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、

・’
 

,
 

小
学
生
と
大
学
生
の
共
同
調
査

・-

な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
環
境
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
子
供

た
ち
が
参
加
す
る
本
格
的
な
環
境
学
習
の
試
み
は
今
日
に
至
る
ま
で
我

が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
筆
者
ら
は
、
福
井
県
上
中
町
と
同
町
立
熊
川
小
学

校
の
協
力
を
得
て
、
熊
川
小
の
四
ー
六
年
生
と
明
治
大
学
の
学
生
と
に

よ
る
歴
史
的
町
並
み
の
共
同
調
査
と
い
う
我
が
国
初
の
試
み
を
昭
和
六

0
年
度
か
ら
ニ
ケ
年
継
続
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
共
同
調
査
の
あ
ら
ま
し
と
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
に
つ
い
て

紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（
詳
細
は
『
さ
ば
街
道
熊
川
宿
の
町
並
み
』

（
財
）
観
光
資
源
保
護
財
団
、
昭
和
六
一
年
三
月
を
参
照
の
こ
と
）

昭
和
六

0
年
度
の
共
同
調
査
の
場
合
、
参
加
者
は
熊
川
小
四
し
六
年

生
二
二
名
、
明
治
大
学
学
生
・
院
生
六
名
お
よ
び
小
学
校
、
大
学
の
教

員
五
名
の
総
計
三
三
名
、
昭
和
六

0
年
九
月
上
旬
の
三
日
間
、
旧
鯖
街

道
の
面
影
を
残
す
熊
川
宿
（
福
井
県
遠
敷
郡
上
中
町
熊
川
）
を
フ
ィ
ー
ル

ド
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
調
査
内
容
は
、
①
典
型
的
な
町
家
の
平
面
を
今

日
に
伝
え
る
住
宅
約
一

0
戸
に
つ
い
て
間
取
り
の
確
認
と
室
名
、
住
み

方
の
調
査
、
②
宿
場
町
の
暮
ら
し
の
変
化
に
つ
い
て
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
、
と
り
わ
け
各
時
代
の
子
供
た
ち
の
遊
び
と
遊
び
場
の
う
つ
り
か
わ

り
の
調
査
な
ど
、
⑧
住
宅
の
前
を
流
れ
る
特
徴
あ
る
用
水
の
水
系
調

査
、
④
熊
川
特
産
の
葛
の
生
産
工
程
の
調
査
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
あ
ら

―

―

'

 

―-―
―

,
I
:
'
.
`
 

』・

'・ 

ぶ鵞
た
と
え
ば

か
じ
め
大
学
生
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
予
備
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
共
同
調

査
当
日
は
小
学
生
四
ー
六
名
と
大
学
生
一
名
と
で
班
を
つ
く
り
、
計
六

班

が

分

担

し

て

各

種

調

査

に

あ

た

っ

た

。

｀

調
査
終
了
後
、
双
方
で
独
自
に
調
査
の
ま
と
め
を
お
こ
な
い
、
大
学

側
は
昭
和
六
一
年
―
―
一
月
、
『
さ
ば
街
道
熊
川
宿
の
町
並
み
』
を
ま
と
め
、

小
学
校
側
は
昭
和
六

0
年
―
二
月
、
『
町
並
み
学
習
』
を
公
に
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
各
班
の
小
学
生
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
主
的
に
「
熊
川
の

町
な
み
新
聞
」
、
と
い
ぅ
壁
新
聞
や
葛
の
製
造
を
絵
解
き
し
た
紙
芝
居
、

昔
の
あ
そ
び
と
現
在
の
あ
そ
び
と
を
比
較
し
て
ど
こ
が
変
化
し
た
か
、

お
も
し
ろ
さ
の
点
数
は
ど
の
く
ら
い
か
な
ど
を
一
覧
表
に
ま
と
め
た

り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
成
果
発
表
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

調
査
の
感
想
を
つ
づ
っ
た
作
文
の
な
か
で
子
供
た
ち
は
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
町
な
み
の
感
そ
う

六
年
入
江
孝
郎

ぼ
く
は
町
な
み
ち
ょ
う
さ
を
し
て
ほ
ん
と
う
に
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
お
も
し
ろ
い
大
学
生
の
人
に
も
会
え
た
し
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
わ
か
っ
た
か
ら
で
す
。
…
…
（
中
略
）
．

ほ
か
に
も
家
は
む
か
し
の
ま
ま
の
こ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
む
か
し
の
家
が
そ
の
ま
ま
っ
た
わ
っ
て
き
た
と

思
い
ま
す
。
岡
本
さ
ん
の
家
の
中
に
い
し
む
ろ
（
石
室
）
が
あ
っ
て

町
並
み
の
保
存
再
生
に
取
り
組
む
べ
き
町
の
人
々
に
と
っ
て
も
有
意
義

だ
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。

模
式
図
や
紙
芝
居
な
ど
各
班
ご
と
に
工
夫
し
て
発
表
す
る
姿
を
目
の

あ
た
り
に
し
て
、
私
は
、
歴
史
的
環
境
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
豊
か
な
実
り

を
も
た
ら
す
と
い
う
、
あ
た
か
も
保
存
が
そ
の
ま
ま
創
造
に
結
び
つ
く

よ
う
な
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る
と
い
う
興
奮
を
お
ぽ
え
た
。

六
一
年
度
、
二
年
目
の
学
習
発
表
会
は
今
年
―
一
月
、
大
学
生
グ
ル

ー
プ
の
調
査
報
告
と
の
二
部
構
成
で
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
一
層
多

く
の
ま
ち
の
人
々
が
発
表
の
場
に
参
加
し
、
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
ま

ち
の
潜
在
的
な
豊
か
さ
を
子
供
た
ち
と
共
に
再
発
見
し
て
ほ
し
い
と
願

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
再
発
見
こ
そ
歴
史
的
環
境
の
保
存
再
生
、
そ
し

て
創
造
に
つ
な
が
る
第
一
歩
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

（
明
治
大
学
助
手
）
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文
部
大
臣
の
所
信

巻

頭

国
語
と
文
化座

談
会

国
語
表
記
の
現
状
と
展
望

ー
仮
名
遣
い
改
定
を
終
え
て
ー
ー

（

出

席

者

）

林

大

・

斎

賀

秀

夫

広
瀬
一
郎
・
村
松
英
子

（

司

会

）

森

正

直

論

文

現
代
表
記
の
沿
革
と
現
状

国
際
化
と
日
本
語

随

想

国
語
辞
典
あ
れ
こ
れ

国
語
と
日
本
語

解

説

学
校
に
お
け
る
仮
名
遣
い
の
指
導
に
つ
い
て

初
等
中
等
教
育
局
小
学
校
課

特
集

見

坊

豪

紀

宮

地

裕

武

部

良

明

野

元

菊

雄

有
光

第
一

0
七
国
会
（
臨
時
会
）

国
語
表
記
四

0
年
の
歩
み

次
郎

次

号

目

次

1

•
9
9
9
9
9
9
9

『

•
9
9
9
9
9
9
.
-

i
編
i
集
二
後
一
記
一

•
9
9
9
9
,
'

』

•
•
9
9
9
9
9
,
-

▽
―
一
月
一
日
か
ら
七
日
の
期
間
は
、
教
育

・
文
化
週
間
で
あ
り
、
同
時
に
文
化
財
保
護

強
調
週
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。
―
一
月
二
日

•
三
日
の
連
休
に
は
、
美
術
館
や
博
物
館
等

へ
お
出
か
け
に
な
ら
れ
た
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

▽
私
た
ち
に
は
、
歴
史
的
な
貴
重
な
遺
産
で

あ
る
文
化
財
を
、
国
民
共
有
の
財
産
と
し
て

次
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
義
務
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
文
化
財
に
対
す
る
日

常
的
な
保
護
・
保
存
活
動
が
大
切
で
す
。

▽
そ
の
一
方
で
、
新
し
い
文
化
を
創
造
し
て

い
く
こ
と
も
必
要
で
す
。
「
創
造
」
と
は
ま

．
っ
た
く
新
し
い
も
の
を
造
り
出
す
こ
と
の
よ

う
で
す
が
、
一
面
に
お
い
て
は
、
先
人
達
が

築
き
、
歴
史
が
は
ぐ
く
ん
で
き
た
「
文
化
」

を
現
代
人
が
理
解
し
、
吸
収
し
て
、
現
代
の

も
の
と
し
て
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
と
も
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▽
本
号
の
座
談
会
で
は
、
伝
統
芸
能
に
携
わ

る
中
堅
、
あ
る
い
は
新
進
気
鋭
の
方
々
に
お

集
ま
り
い
た
だ
き
、
「
伝
統
と
創
造
を
考
え

る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
活
発
な
意
見
を
伺
い

ま
し
た
。
若
者
た
ち
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

育
て
、
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
情
熱
が

誌
面
か
ら
も
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

▽
と
こ
ろ
で
、
第
一
回
国
民
文
化
祭
は
、
一

一
月
二
二
日
か
ら
東
京
都
内
各
所
で
開
催
さ

れ
ま
す
。
ア
マ
チ
ュ
ア
活
動
に
全
国
的
な
規

模
で
の
発
展
の
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

新
し
、
文
化
の
創
造
を
促
し
、
も
っ

て
国
笠
H

暉
の
よ
り
一
層
の
充
実
を
図
る
た

め
の
祭
知
で
す
。
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
の
祭
典

と
し
て
大
き
く
育
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す

。

（

政

策

課

）
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年間購読料33 6 0円

(〒50円）

（〒共）

•ただし増大号．臨時号の湯合は別に代金を申し
受けます

•なお，購読のお申し込みは直接営業所またはもよ
りの書店にお願いします
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