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ー
ド
を
少
し
ゆ
っ
く
り
し
て
、
日
本
文
化
の
特
質
、
日
本
人
の
自
然
と

の
か
か
わ
り
合
い
の
特
徴
と
い
っ
た
も
の
を
開
発
行
政
全
体
の
中
に
収

め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
た
め

に
は
同
じ
時
期
に
誕
生
し
な
が
ら
、
別
々
の
歩
み
を
し
て
き
た
二
つ
の

法
体
系
に
基
づ
く
二
つ
の
行
政
の
関
係
を
、
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
じ

っ
く
り
考
え
て
み
る
こ
と
も
大
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
の
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
。
こ
の
辺
で
、
経
済
社
会
の
変
化
の
ス
ピ

国
土
利
用
と
文

昭
和
二
十
五
年
の
五
月
二
十
六
日
に
国
土
総
合
開
発
法
は
公
布
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
月
の
三
十
日
に
文
化
財
保
護
法
が
公
布
さ
れ
て

い
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
に
し
て
も
実
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
当

時
は
、
戦
後
の
荒
廃
し
た
国
土
を
保
全
し
、
食
料
増
産
、
資
源
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
確
保
を
図
る
こ
と
が
急
務
だ
っ
た
わ
け
で
、
国
土
を
積
振
的
、

塾
率
的
に
開
発
利
用
す
る
た
め
の
い
わ
ば
基
本
法
と
し
て
国
土
総
合
開

発
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
国
会
で
、
文
化
財
と
い
う
も

題
は
、
経
済
成
長
や
国
土
開
発
の
あ
と
を
追
い
か
け
て
来
た
と
い
う
の

が
実
情
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
最
近
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
状
態

を
続
け
て
い
る
と
遂
に
は
日
本
の
国
土
や
日
本
人
の
精
神
生
活
を
も
含

め
た
生
活
環
境
と
い
っ
た
も
の
が
、
正
し
い
方
向
に
は
行
か
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
国
民
の
常
識
の
中
に
強
く
入
っ
て
来
て
、

こ
れ
ま
で
の
開
発
行
政
に
対
す
る
風
当
た
り
は
非
常
に
強
く
な
っ
て
来

た。
開
発
行
政
に
携
わ
る
者
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
は
む
し
ろ
た
た
か
れ
が

い
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
開
発
行
政
が
本
来
狙
っ
て
い

る
好
ま
し
い
方
向
へ
軌
道
修
正
す
る
動
機
と
な
る
と
い
う
見
方
が
で
き

の
が
我
が
国
の
歴
史
や
文
化
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
将
来
の
文
化
の
向
上
発
展
の
基
礎
を
な

す
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
そ
の
保
存
を
適
切
に
行
う
た
め

の
基
本
的
な
法
律
が
議
論
さ
れ
、
文
化
財
保
護
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
前
年
の
法
降
寺
金
堂
の
火
災
が
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
は
あ
る
に
し
て
も
、
あ
の
混
乱
の
時
代
に
、
日
本
文
化
の
将
来
に
深

く
思
い
を
致
し
た
先
輩
の
見
識
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
推
移
を
み
る
と
、
物
質
的
な
豊
か
さ
へ
の
欲
求

を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
絶
え
ず
先
行
し
、
文
化
財
の
保
護
、
保
存
の
問
，

日
本
人
が
村
落
に
定
住
生
活
を
し
、
人
口
が
増
加
し
始
め
た
の
は
、

弥
生
時
代
以
来
の
こ
と
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
日
本
列
島
に
稲
作
農
業

が
始
ま
り
、
縄
文
期
ま
で
の
狩
猟
採
取
生
活
に
比
べ
て
格
段
に
安
定
し

た
食
物
供
給
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ

る
。
推
計
に
よ
れ
ば
、
紀
元
前
後
の
我
が
国
の
人
口
総
数
は
百
万
人
前

後
で
あ
り
、
紀
元
七
百
年
頃
に
は
五
百
万
人
租
度
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
の
一
億
一
千
万
人
に
な
る
ま
で
の
間
、
こ
の
日

本
列
島
に
延
べ
何
人
ぐ
ら
い
の
人
間
が
住
み
つ
き
、
そ
こ
で
生
き
、
死

ん
で
い
っ
た
だ
ろ
う
か
。
数
値
的
に
示
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
だ

が
、
確
か
に
言
え
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
、
現
に

わ
れ
わ
れ
が
生
活
の
板
拠
地
と
し
て
い
る
所
と
そ
う
違
わ
な
い
所
を
日

常
生
活
圏
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
昔
か
ら
人
々
が
生
活
し
て
い
た

範
囲
を
逸
脱
し
、
と
て
も
人
の
住
め
そ
う
も
な
い
所
へ
人
々
が
住
む
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
、
多
く
の
災
害
は
起
こ
っ
て
い
る
。

昔
は
、
豪
雨
に
よ
る
災
害
と
い
う
の
は
、
平
地
を
流
れ
る
河
川
の
堤

防
決
壊
に
よ
る
洪
水
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
長
年
行
わ
れ
た
治

水
事
業
の
成
果
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
災
害
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
こ

化
財
保
護

――
 

下

河

辺

淳
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゜
よ
ノ あ

る
。
日
常
生
活
の
中
で
ヘ

い
わ
ゆ
る
近
代
都
市
的
な
も
の
と
自
然
的

り
、
歴
史
的
な
寺
や
神
社
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
を
承
け
て
昭
和

四

れ
に
代
わ
っ
て
新
し
く
登
場
し
た
災
害
は
、

地
が
急
激
に
丘
陵
地
、
急
傾
斜
地
に
拡
大
し
、

た
地
形
、

地
盤
、
植
生
等
を
変
化
さ
せ
た
た
め
、
豪
雨
に
よ
っ
て
ひ
き

起
こ
さ
れ
る
山
津
波
、
が
け
崩
れ
、

の
で
あ
る
。

稀
に
平
地
の
堤
防
決
壊
が
起
こ
れ
ば
、
昔
は
河
川
敷
だ
っ

た
所
へ
住
宅
が
建
て
混
ん
で
い
る
た
め
に
家
そ
の
も
の
が
根
こ
そ
ぎ
流

失
す
る
と
い
う
大
惨
事
を
ひ
き
起
こ
す
結
果
と
な
る
。

三
、
七

0
0万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
日
本
の
国
土
の
中
で
、
平
地
面
積
は

わ
ず
か
七

0
0万
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
で
あ
り
、
高
度
の
技
術
文
明
を
誇

る
現
代
に
お
い
て
す
ら
、

如
実
に
示
し
て
い
る
。

に
、
今
後
こ
の
三
、

都
市
の
発
展
に
応
じ
市
街

そ
れ
ま
で
安
定
し
て
い

中
小
河
川
の
氾
濫
な
ど
に
よ
る
も

人
々
が
安
心
し
て
生
活
の
根
拠
地
に
し
得
る

範
囲
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

ま
た
、

そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
災
害
は

わ
れ
わ
れ
が
今
後
も
先
人
と

同
じ
生
活
圏
で
生
き
て
い
く
よ
り
他
に
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
物

に
は
、
日
本
人
の
人
口
が
一
億
五
千
万
を
超
え
る
と
こ
ろ
ま
で
増
加
す

る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
人
炉
、
歴
史
的
な
長
さ
で
み
た
と
き

七
0
0万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
国
土
の
中
で
、
果
た
し

て
ど
う
い
う
労
え
方
、
ど
う
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

ビ
ル

ま
で
の
間
に
一
二
分
の
一
痰
失
わ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
な
っ
た
り

A

に
な
っ
た
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
工
業
化
や
都
市
再
開
発
の
考
え
方
は
、
日
本
人
の
物
的
生

活
水
準
が
非
常
に
低
く
、
効
率
の
悪
か
っ
た
段
階
で
は
、
そ
れ
な
り
の

合
理
性
を
も
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
物
的
な
生
活
水
準
が
あ
る
程
度
向

上
し
た
現
在
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
生
活
の
内
容
そ
の
も
の
が
さ
ら

に
厭
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
に
は
、
教

育
や
社
会
福
祉
の
質
の
向
上
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
伝
統
と
か
文
化
と
い
っ
た
側
面
に
わ
た
っ
て
、
魅
力
あ
る
生
活

の
場
の
形
成
が
必
要
に
社
っ
て
い
る
の
で
あ
る
3

}

、
」
の
基
本
に
は
、
都

市
化
が
進
む
中
で
、
都
市
と
自
然
、
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
と
い
う
も

の
が
極
め
て
分
離
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
が

な
も
の
、
農
村
的
な
も
の
を
同
時
に
享
受
で
ぎ
る
よ
う
な
環
境
へ
の
あ

こ
が
れ
が
、
日
本
人
の
心
に
再
び
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
明
治
以
来
の
近
代
化
と
り
わ
け
戦
後
の
経
済
成
長
先
行
の
中
で

と
か
く
忘
れ
が
ち
で
あ
っ
た
日
本
人
の
本
来
の
生
活
様
式
に
対
す
る
記

憶
が
、
よ
う
や
く
日
本
人
の
心
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
よ
う
に
思

は
、
か
な
り
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
に
違
い
な
い

d

点
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
料
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
の
同
じ
国
土
で
住

ん
で
き
た
住
み
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

財
を
保
護
し
、
こ
れ
を
後
代
に
伝
え
る
こ
と
の
―
つ
の
意
味
も
そ
こ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

戦
後
の
経
済
成
長
期
に
お
い
て
は
、

て
扉
用
が
増
大
し
、
所
得
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
し
た
観

文
化

工
業
化
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

地
方
自
治
体

な
ど
が
盛
ん
に
工
業
誘
致
を
進
め
、
国
も
、
こ
の
方
向
を
促
進
す
る
こ

と
が
日
本
の
国
土
の
掏
衡
あ
る
発
展
の
た
め
に
な
る
と
考
え
、

こ
れ
を

れ
、
全
国
津
々
浦
々
ア
ー
ケ
ー
ド
つ
き
の
駅
前
通
り
が
出
現
し
、
地
方

色
豊
か
な
町
は
、
全
国
的
に
画
一
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
四
十
年

代
に
入
っ
て
も
、
都
市
再
開
発
の
動
き
は
止
ま
っ
て
い
な
い
。
た
と
え

ば
、
金
沢
の
武
家
屋
敷
の
土
塀
は
、
昭
和
四
十
年
か
ら
昭
和
四
十
八
年

こ
の
傾
向
は
、
文
化
財
保
護
の
胚
要
性
を
ま
す
ま
す
高
め
る
も
の
で

あ
る
が
、
ま
た
一
方
で
は
、
過
去
の
人
々
が
創
り
あ
げ
た
文
化
財
や
歴

史
的
風
土
を
全
て
残
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
日
本
列
島
は
、

や
が
て
墓
地
や
遺
跡
に
埋
ま
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
過
去
の
遺
産

に
囲
ま
れ
て
現
在
の
人
々
が
一
周
身
を
狭
く
し
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
歴
史
的
風
土
を
護
り
な
が

ら
、
ど
う
い
う
日
常
生
活
圏
を
創
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
か
独
特
の
知

恵
な
り
保
叢
の
考
え
方
な
り
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
う
。

文
化
財
の
保
談
に
国
が
の
り
出
し
た
の
は
、
明
治
一
二
十
年
の
「
古
社

寺
保
存
汰
」
の
制
定
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
法
律
で
は
、
昭
和

三
年
ま
で
に
八
四

0
件
の
指
定
が
行
わ
れ
た
が
、
法
律
の
名
前
の
通

四
年
に
「
国
宝
保
存
法
」
が
で
ぎ
た
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て

1
存
の

対
象
と
さ
れ
た
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
が
寺
や
神
社
の
建
築
物
で
あ
り
、

な
か
に
は
城
や
廟
や
京
都
の
二
条
陣
屋
の
よ
う
な
住
宅
も
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
は
全
く
例
外
的
な
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
「
保
護
の
考
え
方
」
は
、
明
ら
か
に
「
点
」

現
時
点
の
推
計
に
よ
る
と
、

人
口
が
非
常
に
ふ
え
る
と
考
え
た
場
合

さ
れ
、

由
緒
あ
る
町
並
み
は
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
「
近
代
化
」
さ

語
っ
て
も
い
る
。

い
て
も
、

旧
市
街
地
は
、

非
効
率
、

非
近
代
的
と
い
う
こ
と
で
再
開
発

興
、
昭
和
―
―
-
＋
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
等
を
通
じ
、

都
市
の
中
に
お

奨
励
す
る
立
場
を
と
っ
た
。

ま
た
、

昭
和
二
十
年
代
に
お
け
る
戦
災
復
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景
観
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
都
市
計
画
法
体
系
の
美
観
地
区

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

る
。
裏
山
を
建
売
住
宅
地
造
成
の
た
め
に
削
り
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
鎌

る。 の
指
定
は
、
点
的
な
保
護
思
想
の
大
勢
の
な
か
で
、
か
な
り
早
く
か
ら

の
次
元
で
あ
る
。
対
象
を
建
築
物
と
い
う
個
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ

を
保
護
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
例

え
ば
、
借
景
の
庭
と
い
っ
た
我
が
国
文
化
の
特
質
を
代
表
す
る
よ
う
な

文
化
的
遺
産
を
護
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
が
同
の
文
化
は
、
古
来
、

環
境
の
中
に
人
工
的
な
も
の
を
巧
み
に
調
和
さ
せ
、
自
然
と
人
工
の
渾

然
一
体
の
中
に
美
を
見
い
だ
し
て
き
た
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
り
、
こ

の
文
化
的
特
質
を
代
表
す
る
の
が
借
景
方
式
の
庭
園
や
建
築
物
で
あ

る
。
古
来
の
こ
う
し
た
自
然
と
人
間
の
渾
然
一
体
思
想
が
、
汚
れ
た
も

の
は
す
べ
て
水
に
流
し
て
し
ま
え
ば
浄
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
思
想
を
生

み
、
人
間
活
動
を
自
然
環
境
か
ら
峻
別
し
、
人
間
活
動
の
結
果
生
じ
た

廃
棄
物
は
人
工
系
内
で
処
理
し
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
を
生
み
出
さ

な
か
っ
た
た
め
に
、
今
日
の
公
害
激
化
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
す
ら
考
え
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
わ

れ
わ
れ
の
組
先
茄
伝
え
て
き
た
文
化
の
姿
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
点
的
な
保
護
思
想
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
都
市
計
両
法
に
よ
る
「
美
観
池
区
」
や
「
風
致
地
区
」

面
的
な
保
護
思
想
に
立
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
が
、
こ
れ

ら
が
文
化
財
保
設
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
指
定
さ
れ
た
例
は
少
な
い
し
、

ま
ず
第
一
に
、
文
化
財
保
護
の
前
提
に
は
、
自
然
環
境
保
護
と
い
う

も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
化
財
と
は
、
わ

れ
わ
れ
の
祖
先
の
生
活
を
通
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
生
活
の
あ
り
方

を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
祖
先
の
生

活
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
で
き
る
限
り
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
存

す
る
の
で
な
け
れ
ば
意
味
合
い
は
簿
れ
る
。
汚
染
さ
れ
た
琵
琶
湖
を
前

提
と
し
た
近
江
八
景
は
無
意
味
で
あ
る
し
、
山
紫
水
明
の
中
に
あ
っ
て

そ
の
京
都
の
古
寺
や
離
宮
の
意
味
も
は
じ
め
て
生
き
て
く
る
の
で
あ

倉
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
の
姿
は
み
じ
め
と
い
う
ほ
か
な
い
。

第
二
に
、
面
的
な
文
化
財
保
護
を
図
る
た
め
に
は
、
都
市
計
画
や
国

土
の
利
用
に
関
す
る
諸
々
の
計
画
の
中
で
、
文
化
財
保
護
が
正
し
く
位

置
つ
け
ら
れ
、
総
合
的
、
計
画
的
に
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
で
な
け
れ

一
定
の
広
が
り
を
持
つ
町
並
み
の

や
風
致
地
区
な
ど
の
適
切
な
指
定
と
地
域
地
区
規
制
の
巧
み
な
運
用
を

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
都
市
計
画
に
関
す
る
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
文
化
財

保
護
に
当
た
る
者
と
の
密
接
な
協
力
関
係
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
し
．
ヽ

す
る
取
り
引
き
の
許
可
・
届
け
出
制
を
導
入
し
た
が
、
許
可
あ
る
い
は

て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
同
法
第
十
条
）
。
な
お
、
同
法
で
は
、

土
地
に
関

規
制
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め

こ
ま
‘
t
，ヽ
I

「
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
地
方

に
よ
っ
て
適
正
な
土
地
利
用
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際

の
文
化
財
保
護
の
課
題
を
考
え
る
と
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
で
き

個
々
の
文
化
財
が
立
地
す
る
周
辺
の
環
境
の
保
存
や
歴
史
的
風
土
そ
の

も
の
の
保
存
に
な
る
と
、
都
市
池
城
、
森
林
地
城
、
農
業
地
域
た
ど
の

区
分
を
明
確
に
し
た
土
地
利
用
計
画
の
適
正
な
策
定
と
厳
格
な
土
地
利

用
の
規
制
が
不
可
欠
で
あ
る
。

文
化
財
保
護
の
側
か
ら
の
こ
う
し
た
要
請
に
対
し
て
は
、
先
頃
成
立

し
た
国
土
利
用
計
画
法
で
配
慮
烙
な
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ

う
。
―
つ
は
、
今
後
の
国
土
利
用
に
対
す
る
基
本
理
念
を
示
す
条
文
の

中
に
、
国
土
の
利
用
は
、
地
域
の
文
化
的
条
件
に
配
意
し
て
行
う
も
の

と
す
る
文
言
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
知
事
が
都
道
府

県
の
区
域
を
、
都
市
地
域
、
農
業
地
域
、
森
林
地
域
、
自
然
公
園
地
域

及
び
自
然
保
全
地
域
の
五
地
域
に
区
分
し
た
土
地
利
用
基
本
計
画
を
策

定
し
、
こ
れ
に
即
し
て
都
市
計
画
法
、
農
振
法
な
ど
の
個
々
の
規
制
法

公
共
団
体
の
長
は
、
公
害
の
防
止
、
自
然
環
境
及
び
農
林
池
の
保
全
、

、
、
、
、
、
、
、
、

歴
史
的
風
土
の
保
存
、
治
山
、
治
水
等
に
配
意
し
つ
つ
、
土
地
利
用
の

こ
う
し
た
点
的
保
護
か
ら
面
的
保
護
と
い
う
す
う
勢
の
中
で
、
今
後

五

う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。

都
道
府
県
に
よ
っ
て
運
用
の
仕
方
も
、
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
昭
和
四
十
一
年
に
「
古
都
に
お
け
る
歴
史

的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
法

律
は
、
歴
史
的
風
土
を
「
我
が
国
の
歴
史
上
意
義
を
有
す
る
建
造
物
、

遺
跡
等
が
周
囲
の
自
然
的
環
境
と
一
体
を
な
し
て
古
都
に
お
け
る
伝
統

と
文
化
を
具
現
し
、
及
び
形
成
し
て
い
る
土
地
の
状
況
を
い
う
」
と
定

義
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
従
来
の
点
的
な
保
護
思
想
か

ら
面
的
な
も
の
へ
と
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
古
墳
な
ど
の
造
跡
が
集
中
的
に
所
在
し
て
い
る

地
域
に
つ
い
て
、
環
境
整
備
、
資
料
館
の
設
置
、
民
家
の
移
築
な
ど
を

行
い
、
そ
の
地
域
の
文
化
財
の
一
体
的
保
存
と
普
及
活
用
を
図
る
「
風

土
記
の
丘
」
の
建
設
茄
進
め
ら
れ
、
昭
和
四
十
八
年
度
ま
で
に
八
か
所

の
整
備
を
完
了
し
て
い
る
そ
う
だ
。
飛
鳥
、
藤
原
地
域
や
平
城
宮
跡
な

ど
の
保
存
事
業
も
、
か
な
り
広
域
的
な
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
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取
り
引
き
中
止
勧
告
の
基
準
の
中
に
は
、
取
り
引
き
に
か
か
る
土
地
の

利
用
目
的
が
、
土
地
利
用
基
本
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計

画
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
上
、
明
ら

か
に
不
適
当
な
も
の
で
な
い
か
ど
う
か
の
チ
ニ
ッ
ク
項
目
が
あ
る
点
も

注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
国
土
利
用
に
当
た
っ
て
の
文
化
財
保
護
に
対
す
る
配

慮
の
体
制
は
一
応
整
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
後
は
、
国
土
利
用
行
政

に
当
た
る
者
と
文
化
財
保
護
の
立
場
に
あ
る
者
と
の
連
携
が
重
要
な
課

題
と
な
る
。

第
三
に
、
文
化
財
の
保
護
は
、
そ
れ
に
最
も
愛
着
と
誇
り
を
感
じ
て

い
る
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
を
み
る
と
、
「
一
般
国
民
は
、
政
府
及
び

地
方
公
共
団
体
が
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
措
置
に

誠
実
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
文
が
ま
ず
目
に
つ
く

（
同
法
第
四
条
第
一
項
）
。
ま
た
、
文
化
財
の
指
定
に
つ
い
て
も
文
部
大
臣

や
文
化
庁
長
官
の
権
限
が
強
く
、
文
化
財
保
護
と
い
う
も
の
は
、
官
公

庁
主
導
型
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
、
一
般
国
民
は
、
ひ
た
す
ら

こ
れ
に
協
力
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
し
、
現

に
、
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
ぎ
た
と
思
わ
れ
る
。
専
門
家
に
よ
る
適
切

な
指
導
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
祖
先
の
生
活

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
仕
事
は
、
そ
こ
に
住
む
住
民
自
身
の
手
に
よ
っ

て
し
か
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
達
の
住

ん
で
い
る
地
域
は
自
分
達
の
手
で
調
べ
、
自
然
や
文
化
財
も
自
分
達
で

護
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
は
、
地
方
自
治
の
最
も
基
本
的
な
精
神
で
は

な
い
か
と
思
う
。

地
元
住
民
ら
の
手
に
よ
る
文
化
財
保
存
運
動
は
、
近
年
よ
う
や
く
盛

り
上
が
り
を
み
せ
て
来
た
。
た
と
え
ば
、
木
曽
の
旧
中
山
道
の
宿
場
町

で
あ
っ
た
妻
籠
で
は
、
地
元
住
民
や
南
木
曽
町
役
楊
な
ど
を
中
心
と
し

て
歴
史
的
な
町
並
み
保
存
・
復
元
に
成
功
し
、
住
民
の
郷
土
に
対
す
る

誇
り
と
愛
着
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
昭
和
四
十
六

年
に
は
、
「
妻
籠
宿
住
民
憲
章
」
が
自
主
的
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
町
並

み
と
周
辺
区
域
の
保
全
の
た
め
、
「
売
ら
な
い
」
、
「
貸
さ
な
い
」
と
い

う
原
則
を
定
め
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
八
年
に
は
、
南
木
曽
町
が
「
妻
領

宿
保
存
条
例
」
を
制
定
し
、
周
囲
の
自
然
環
境
を
も
含
め
た
保
存
に
の

り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
聞
く
。

こ
の
よ
う
に
、
地
元
住
民
か
ら
の
声
が
日
常
生
活
化
さ
れ
た
中
で
地

方
自
治
体
や
国
の
適
切
な
手
助
け
を
得
な
が
ら
文
化
財
の
保
護
む
し
ろ

生
活
と
文
化
財
の
共
存
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な

、。し

（
国
土
庁
計
画
・
調
整
局
長
）
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私
立
学
校
の
振
興

〔
座
談
会
〕

私
立
学
校
の
振
興
方
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に
つ
い
て

（
出
席
者
）
林
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一

1
-
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村
裕
・
黒
羽

大
泉
孝
•
石
川
茂

（
司
会
）
高
石
邦
男

私
立
大
学
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と
課
題

私
立
高
等
学
校
の
現
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と
課
題

私
立
幼
稚
園
の
現
状
と
課
題

〔
解
説
〕

日
本
私
学
振
興
財
団
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事
業
の
現
況

私
学
助
成
の
推
移
と
現
状

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
私
大
助
成
の

現
状
と
課
題

〔
資
料
〕

私
立
学
校
振
興
方
策
懇
談
会
報
告

〔
現
地
ル
ポ
〕

私
学
教
育
研
究
所
を
訪
ね
て

次

号

・

目

次

鳥
居

二
宮

堀
越

村
井 亮

今
村

正
武

-
．．．．．． 

・ヽ‘
...... 

.
 

一
編
一
集
一
後
一
記
一

• 

◇
戦
後
我
が
国
は
、
文
化
国
家
と
し
て
再
出

発
し
て
か
ら
111
＋
年
に
な
り
ま
し
た
が
、
戦

後
の
荒
廃
し
た
国
民
の
精
神
生
活
に
潤
い
を

一
取
り
も
ど
そ
う
と
、
昭
和
二
十
一
年
に
第
一

回
の
芸
術
祭
が
開
催
さ
れ
て
、
今
年
で
二
十

＿
九
回
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
間
高
度
経
済
成

長
に
伴
な
っ
て
文
芸
復
興
、
多
彩
の
芸
術
開

花
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

最
近
の
列
島
改
造
プ
ー
ム
で
埋
蔵
文
化
財
な

ど
が
乱
掘
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
先
人
の
残
し
た
尊
い
文
化
遺
産
を
後
世

に
残
す
と
と
も
に
、
十
一
月
三
日
「
文
化
の

日
」
を
ば
、
な
お
い
っ
そ
う
国
民
各
自
が
文

化
財
愛
護
の
自
覚
の
精
神
を
高
め
る
こ
と

が
、
文
化
国
家
の
瑠
念
で
は
な
い
で
じ
ょ
う

＿か。◇
本
号
は
文
化
の
振
興
に
つ
い
て
特
集
し
ま

ー
し
た
。
巻
頭
で
は
安
達
文
化
庁
長
官
に
現
代

社
会
に
お
け
る
日
本
人
と
文
化
と
題
し
て
論

＿
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
座
談
会
で
は
、
こ

れ
か
ら
の
国
民
生
活
と
文
化
行
政
と
題
し
、

―
文
化
活
動
施
設
、
地
方
文
化
育
成
、
行
政
の

役
割
な
ど
を
話
し
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
国
土
利
用
と
文
化
財
保
護
を
下
河

辺
局
長
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
に
よ
る
文
化
活
動

ー
を
加
藤
先
生
に
、
国
民
生
活
の
変
化
と
無
形

文
化
財
の
保
護
を
本
田
先
生
に
、
そ
れ
ぞ
れ

述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

9

,

＇ 

皓

大
河
内
四
郎

日
本
私
学
振
興
財
団

管
理
局
振
興
課

克
明

資
長

武
俊
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本社東京都中央区銀座7丁目4誉1筑｝
（郵便番号 1-04）

（営業所） 東京都新宿区西五軒町認番地
（郵便番号 162)

電話東京 (268)2141（代表）
振口座東京 161番

印刷所株式会社行政学会印醐所

定価 130円 (〒20円）

年間購読料 1560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

拿 なお、購読の申し込みは、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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