
皇太子さまと熊野古道

歩きR亙ふれる歴史の道
丸山薙成／上原 茂、／山本新平／小林和子／服部英雄（司会）

甦れ人間一ー歴史の道の保存と活用―--

「歴史の道」

朧座談会

転肥街道

海外展報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....32 

内田文化庁長官WIPO事務局長と会談… 0●0●●●●..33 

平成 4 年度日本芸術院賞受賞者決まる・・・・..… ••.34

平成 4 年度芸術選奨決まる・・・・・・・・・・....．．゜．．．．＂・・・・ •36

平成 4年度芸術作品賞決まる・・・・ O• ……•……… ••38
平成 4 年度文化庁優秀映画作品賞決まる…… •••39

平成 4 年度舞台芸術創作奨励賞決まる………•••40

平成5年度中学校芸術鑑賞教室公演

日程決まる・・・ 0●・・・・・・・・・・・● •·············•·41 

平成 5年度移動芸術祭・同巡回公演春季公演

日程決まる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・-42 

鬱ちょっと一息／市川亀治郎•…・・・・・・・・・・・・・・・・ •20
鬱施策Q& A.......................................... 30 
鬱著作権法利用講座②・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...32 

鬱文化財保護法発掘講座②・・・・・·…,．．．．..．．••… •33

参芸術文化振興基金ニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-46
鬱今月の国立劇場。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．........47 
鬱編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・............................4g 

1993 No.296 

松野 功

時元省二

4
 

5

8

 

5

ー

1

1 イベント案内
1 第E8回人間国宝新作展．．．．．．．＾・・ 0 ・・・・• •.... 

I 
43 

第30回日本伝統工芸染織展

1塁冒言彗髯喜土冒_j
I

I

環耕の民」（平成3年度文化庁買上作品）
福王寺一彦／作
ふくおうじ・かずひこ／昭和30年東京都生ま 1 

れ。昭和49年福王寺法林に師事。昭和53年院
展初入選。昭和55年院友推挙。昭和60年、 61

年、平成2年、 3年院展奨励賞。文化庁現代
美術選抜展出品。昭和62年第9回山種美術館
質展出品、 62、63年院展日本美術院裳・大観
賞•特待推挙。昭和61年、平成 2 年、 3 年春の
疇奨励露平成4年同人推挙。現在：日本 1

美術院同人。

------J 



服部英雄
文化庁記念物課文化財調査官

5
 

道

上原茂

山本新平

ふ

長野県和田村教育委員会総務係長（右）

和歌山県教育庁文化財課主任（左）

• 

座談会

みろく山の会会員困

歴
史
の
道
事
業
の
ス
タ
ー
ト

服
部
昭
和
五
十
三
年
度
に
歴
史
の
道
の
調
査
と
整

備
事
業
を
開
始
し
ま
し
て
、
こ
と
し
で
十
六
年
目
に

な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
歴
史
の
道
の
調
査
は
、
全
国

で
三
十
三
の
都
府
県
で
終
了
あ
る
い
は
進
行
中
、
ま

た
、
整
備
に
つ
い
て
は
、
八
県
二
十
一
市
町
村
が
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
文
化
庁
で
は
歴
史
の

道
の
活
用
事
業
を
計
画
し
ま
し
た
。
本
年
度
の
五
月

八
日
、
学
校
が
休
み
に
な
り
ま
す
第
二
上
曜
日
を
中

心
に
、
文
化
庁
が
主
唱
し
て
「
歩
き
・
み
：
ふ
れ
る

歴
史
の
道
」
と
い
う
事
業
を
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の

前
後
を
奨
励
期
間
と
し
て
、
全
国
で
な
る
べ
く
た
＜

さ
ん
の
方
に
歴
史
の
道
を
歩
い
て
い
た
だ
こ
う
と
い

う
企
画
で
す
。

さ
て
、
き
ょ
う
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
メ
ン

バ
ー
で
す
が
、
ま
ず
九
州
大
学
の
丸
山
薙
成
先
生
で

す
。
先
生
は
近
世
交
通
史
が
ご
専
門
で
、
ち
ょ
う
ど

歴
史
の
道
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
昭
和
五
十
三
年
に

文
化
財
保
護
審
議
会
の
第
三
専
門
調
査
会
の
委
員
と

し
て
入
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
内
か

ら
も
外
か
ら
も
見
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

小
林
和
子
さ
ん
は
、
み
ろ
く
山
の
会
と
い
う
、
社

会
人
の
山
の
会
に
属
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
~
こ
の
会

は
中
高
年
の
方
々
が
山
を
本
当
に
楽
し
む
た
め
の
会



だ
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
会
で
は
歴
史
の
道
を
大

変
よ
く
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
利
用

者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

上
原
茂
さ
ん
は
長
野
県
和
田
村
の
教
育
委
員
会
の

係
長
さ
ん
で
、
昭
和
五
士
二
年
以
来
、
歴
史
の
道
の

「
中
山
道
」
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
方
で

す。
山
本
新
平
さ
ん
は
和
歌
山
県
教
育
庁
文
化
財
課
の

主
任
さ
ん
で
、
同
じ
く
こ
の
事
業
が
始
ま
っ
た
と
き

か
ら
調
査
と
整
備
事
業
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
方

で
す
。き

ょ
う
は
歴
史
の
道
を
つ
く
る
側
と
利
用
す
る
側

の
方
、
ま
た
そ
れ
を
外
か
ら
見
て
い
た
だ
い
て
い
る

方
と
い
う
取
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま

す。
最
初
に
、
こ
の
十
六
年
を
振
り
返
っ
て

r

始
め
た

こ
ろ
の
苦
労
話
な
ど
を
上
原
さ
ん
と
山
本
さ
ん
に
お

伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
原
中
山
道
は
、
和
田
村
の
谷
間
の
川
沿
い
を
南

北
に
十
七
km
に
わ
た
り
走
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち

和
田
峠
部
分
に
つ
い
て
、
本
事
業
が
開
始
さ
れ
た
昭

和
五
十
＿
二
年
法
ぶ
ら
整
備
に
着
手
し
ま
し
た
。
予
備

調
査
の
時
点
で
は
公
図
、
あ
る
い
は
お
年
寄
り
の
記

憶
を
頼
り
に
雑
草
木
の
茂
み
の
中
、
埋
没
し
た
道
形

の
確
認
調
査
を
毎
日
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
調
査

後
半
に
は
峠
の
頂
上
付
近
を
通
過
す
る
ビ
ー
ナ
ス
ラ

ど
を
整
備
し
ま
し
た
。
た
だ
、
熊
野
速
玉
大
社
の
あ

る
新
宮
市
に
残
る
「
高
野
坂
」
と
い
う
約
三
km
ほ
ど

の
石
畳
道
や
、
そ
れ
ぞ
れ
隣
接
す
る
町
の
ご
く
一
部

分
が
末
整
備
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
北
の
「
紀
伊
路
」

の
整
備
が
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

整
備
済
み
の
道
も
全
部
＿
つ
な
が
り
で
続
い
た
道

で
は
な
く
て
、
国
道
・
県
道
。
市
町
村
道
や
林
道
が

何
度
か
交
差
し
た
り
、
重
複
し
て
い
ま
す
。
保
存
の

良
い
と
こ
ろ
は
山
越
え
の
部
分
で
す
か
ら
、
非
常
に

不
便
で
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
資
材
を
搬
入
し
た
り
、

ほ
と
ん
ど
人
力
で
や
っ
た
り
、
安
全
確
保
の
た
め
、

も
と
も
と
石
垣
等
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
積
ま
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

大
塔
山
系
の
山
深
い
地
域
で
、
年
間
雨
量
は
五
、

六
千
ミ
リ
、
台
風
も
非
常
に
多
く
、
整
備
し
て
も
す

ぐ
に
路
面
が
荒
れ
る
箇
所
も
あ
り
ま
し
た

C

服
部
相
手
は
自
然
の
中
に
あ
る
地
形
で
す
か
ら
、

が
け
崩
れ
な
ど
の
災
害
で
道
が
動
く
こ
と
も
あ
る
。

熊
野
古
道
と
い
え
ば
、
だ
れ
し
も
平
安
時
代
か
ら
の

道
だ
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
明
治
時
代
に
熊
野

古
道
と
い
っ
て
い
た
道
を
整
備
し
た
部
分
も
あ
る
。

熊
野
古
道
は
徳
川
頼
宜
の
命
に
よ
っ
て
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
各
王
子
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て

き
た
わ
け
で
す
。
明
治
に
な
っ
て
も
国
道
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
。
整
備
事
業
の
前
は
、
皆
さ
ん
が
よ
く

使
わ
れ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

イ
ン
が
す
で
に
古
道
を
数
力
所
寸
断
し
て
お
り
、
完

全
な
姿
で
道
の
復
元
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
て
、
複

雑
な
感
情
を
抱
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
ま
す
。

整
備
に
つ
い
て
は
第
一
次
事
業
と
し
て
、
昭
和
五

士
二
年
か
ら
五
十
七
年
ま
で
、
五
。
三
km
に
わ
た
る

峠
道
の
修
復
と
、
峠
中
腹
に
残
る
建
物
で
旅
人
を
接

待
し
た
「
永
代
人
馬
施
行
所
」
の
解
体
復
元
、
和
田

宿
内
の
旅
籠
「
河
内
屋
」
の
修
復
を
行
い
ま
し
た
。

昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
年
度
ま
で
の
第
二

次
事
業
で
は
、
同
じ
く
宿
内
に
残
る
本
陣
「
長
井
家
」

の
居
室
棟
の
解
体
復
元
を
行
い
ま
し
た
。

山
本
和
歌
山
県
で
は
、
歴
史
の
道
の
中
心
は
南
の

熊
野
三
山
と
北
の
高
野
山
を
参
詣
す
る
道
に
な
り
ま

す
。
両
者
と
も
古
代
か
ら
の
宗
教
的
メ
ッ
カ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
参
拝
の
た
め
の
ル
ー
ト
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

調
査
は
、
整
備
事
業
の
ス
タ
ー
ト
に
先
行
し
て
五

十
二
年
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
「
熊
野
古
道
」
と
か
「
熊

野
道
」
と
い
う
形
で
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
が
、
最

初
は
田
辺
か
ら
三
山
を
め
ぐ
る
「
中
辺
路
」
ル
ー
ト

を
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
四
十
五

年
に
、
今
の
国
道
三
―
一
号
線
が
県
道
か
ら
国
道
に

昇
格
し
た
の
で
す
が
、
，
中
辺
路
ル
ー
ト
に
重
な
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で

,
9

す
で
に
県
事
業
と
し
て
近
辺

の
文
化
財
も
含
め
た
調
査
を
実
施
し
て
い
た
か
ら
で

す
。
ま
た
、
四
十
六
年
か
ら
三
カ
年
で
県
の
補
助
事

山
本
陸
地
掴
量
部
の
ル
ー
ト
は
近
世
の
熊
野
道
と

み
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

山
仕
事
で
入
ら
れ
る
方
ぐ
ら
い
で
、
一
般
の
方
の

利
用
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。

服
部
我
々
も
古
道
を
忠
実
に
復
元
し
よ
う
と
や
っ

て
は
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
災
害
等
炉
あ
る
と
、
そ

の
道
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
に
な
る

の
で
、
迂
回
ル
ー
ト
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
我
々
が
や
っ
て
き
た
十
六
年
間
で
も
そ

う
で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら

道
が
動
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

汎
山
先
生
お
話
を
伺
え
ま
す
か
。

丸
山
熊
野
古
道
は
古
代
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て

の
宗
教
的
な
信
仰
の
道
、
中
山
道
は
近
世
の
政
治
的

な
道
、
奥
の
細
道
は
芭
蕉
の
文
学
的
な
紀
行
と
深
い

関
連
の
あ
る
道
と
し
て
、
歴
史
の
道
事
業
の
出
発
点

に
ま
ず
選
ば
れ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
の
後
、

こ
の
事
業
は
全
国
に
拡
大
し
て
、
各
県
下
の
古
道
を

網
羅
的
に
調
査
し
、
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
を
保
存
す

る
と
い
う
も
の
で
、
歴
史
の
道
に
対
す
る
文
化
庁
の

本
格
的
な
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

文
化
庁
が
推
進
す
る
事
業
は
、
中
世
城
館
の
調

査
。
保
存
も
そ
う
で
す
が
、
歴
史
学
の
研
究
を
推
進

す
る
上
で
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、
歴
史
の
道
の
場

合
、
交
通
や
情
報
に
限
ら
町
歴
史
的
研
究
に
刺
激

業
と
し
て
地
元
の
中
辺
路
町
、
本
宮
町
が
説
明
板
と

か
案
内
板
の
設
置
を
進
め
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が

r

調
査
は
単
年
幸
区
で

i

街
道
を
完
了
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
大
変
で
し
た
。

熊
野
道
の
う
ち
京
都
を
出
発
し
て
、
淀
川
を
下
り
、

大
阪
の
天
満
で
船
を
お
り
て
、
陸
路
で
ず
っ
と
海
岸

沿
い
を
田
辺
ま
で
行
く
道
を
便
宜
上
、
「
紀
伊
路
」
と

呼
び
ま
す
が
、
そ
の
他
田
辺
か
ら
東
方
の
山
中
に
わ

け
入
り
三
山
を
め
ぐ
る
ル
ー
ト
を
「
中
辺
路
」
、
田
辺

か
ら
紀
伊
半
島
を
グ
ル
ッ
と
串
本
を
通
り
海
岸
沿
い

を
一
周
す
る
ル
ー
ト
を
「
大
辺
路
」
、
本
宮
か
ら
吉

野
、
奈
良
の
ほ
う
へ
抜
け
る
道
を
「
小
辺
路
」
と
呼

び
ま
す
。
こ
の
四
つ
の
ル
ー
ト
を
最
初
か
ら
単
年
度

で
実
施
せ
ざ
る
を
得
ず
、
県
内
だ
け
で
も
約
四
百
krn

を
超
え
る
わ
け
で
、
現
状
を
把
握
す
る
の
が
精
一
杯

と
い
う
状
況
で
し
た
。

調
査
段
階
で
、
時
代
的
な
押
さ
え
方
が
問
題
に
な

り
ま
し
た
。
近
露
か
ら
小
広
峠
ま
で
の
間
は
『
＇
中
右

記
ー
に
よ
る
と
、
谷
底
の
仲
野
川
を
何
度
も
渡
り
な

が
ら
詣
で
る
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
熊
野
詣

の
重
要
な
要
素
で
あ
る
王
子
社
も
中
世
以
降
の
変
化

が
大
き
く
、
明
治
の
神
社
合
祀
も
あ
り
、
そ
の
地
点

が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

整
備
は
、
中
辺
路
ル
ー
ト
紀
つ
い
て
昭
和
五
十
三

年
か
ら
平
成
元
年
ま
で
、
中
辺
路
町
、
本
宮
町
、
熊

野
川
町
、
那
智
勝
浦
町
、
田
辺
市
の
約
五
十
八
krn
ほ

を
与
え
牽
引
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

そ
の
全
国
的
な
広
が
り
と
と
も
に
、
史
料
の
発
掘

も
進
み
、
歴
史
や
文
化
に
対
し
て
の
考
え
方
に
も
新

し
い
も
の
が
付
与
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
宿
場
は
、
点
的
側
面
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
周
辺
に
は
助
郷
諸
村
が
人
馬
役
負
担
を
通
じ
て

結
合
し
、
そ
れ
以
外
に
も
水
利
関
係
r

商
業
そ
の
他
、

い
ろ
ん
な
要
素
を
包
み
込
ん
で
特
定
の
生
活
共
同
圏

が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
今

度
は
街
道
が
ベ
ル
ト
地
帯
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
く
、

全
国
的
に
組
織
化
す
る
、
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
の
歴
史
の
道
を
調
査
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
研
究
の
面
で
も
非
常
に
幅
広
く
、
深
み
を

増
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
歴
史
的
な
環
境
、
文
化
遣
産
が
ど

ん
ど
ん
破
壊
さ
れ
て
い
く
現
代
に
お
い
て
、
こ
れ
を

幅
広
く
保
護
し
て
、
日
本
の
歴
史
的
な
環
境
や
景
観

を
保
持
す
る
役
割
を
果
た
す
点
で
、
文
化
財
保
護
行

政
の
在
り
方
と
し
て
画
期
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す。服
部
最
近
亡
く
な
ら
れ
た
戸
田
芳
賓
先
生
は
熊
野

古
道
を
非
常
に
よ
く
歩
か
れ
て
、
先
生
の
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
の
―
つ
が
歴
史
の
道
の
事
業
と
並
行
し
て
行

わ
れ
た
と
い
う
記
憶
”
あ
り
ま
す
。
戸
田
先
生
は
、

兵
庫
県
の
歴
史
の
調
査
に
も
参
画
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
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服
部
今
度
樗
歴
史
の
道
を
い
か
に
活
用
し
て
い

く
か
と
い
う
点
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
林
さ
ん

f

み
ろ
く
山
の
会
で
は
ど
う
い
う
よ
う

な
こ
と
で
こ
の
歴
史
の
道
を
お
知
り
に
な
り
、
歩
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

小
林
み
ろ
く
山
の
会
は
、
横
浜
に
あ
り
ま
し
て
四

十
歳
以
上
の
更
両
年
を
対
象
と
し
た
山
の
会
で
す
。

三
分
の
二
近
く
は
女
性
の
会
員
で
、
元
気
な
方
は
み

な
さ
ん
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
冬
の
ア
ル
プ
ス

と
か
太
変
な
山
に
も
お
い
で
に
な
り
ま
す
が
、
楽
し

く
歩
き
た
い
と
い
う
要
望
も
多
い
の
で
す
。
そ
れ
と

私
自
身
が
昔
か
ら
歴
史
好
き
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

い
つ
の
日
か
全
国
の
峠
を
歩
い
て
見
ら
れ
た
ら
な
あ

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
て
（
笑
）
。

私
が
初
め
て
熊
野
古
道
、
「
王
子
」
と
い
う
言
葉
に

接
し
た
の
は
、
女
学
校
の
と
き
に
『
太
平
記
』
を
習

い
ま
し
て
、
「
由
良
の
湊
を
見
渡
せ
ば
澳
漕
舟
の
梶
を

ま
た
、
道
が
わ
か
ら
な
く
て
、
と
ん
で
も
な
い
時

間
に
人
様
の
庭
先
に
入
っ
て
道
を
聞
く
と
い
う
こ
と

が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
熊
野
に
関
し
て
も
、
与
川
道

に
関
し
て
も
、
地
元
の
方
は
非
常
に
ご
親
切
で
、
旅

の
人
に
対
し
て
協
力
的
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

服
部
出
羽
三
山
は
奥
の
細
道
の
一
部
で
す
か
ら
、

雷
は
歴
史
の
道
で
整
備
し
た
い
ん
で
す
が
、
ま
だ

で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
お
話
し
に
あ
っ
た
熊
野
古
道

と
与
川
道
は
文
化
庁
の
補
助
事
業
と
い
う
形
で
整
備

し
た
わ
け
で
す
。

小
林
昨
年
、
高
野
の
町
石
道
を
歩
い
た
ん
で
す
が
、

あ
れ
も
や
は
り
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

慈
尊
院
か
ら
高
野
山
上
ま
で
歩
き
ま
し
た
が
、
ブ

ル
ー
の
標
識
は
見
か
け
な
か
っ
た
ん
で
す
が
。

山
本
町
石
道
は
こ
の
事
業
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以
前

に
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
別
の
事
業
で
整

備
し
て
い
ま
す
。
紀
ノ
川
沿
い
の
慈
尊
院
か
ら
奥
の

院
ま
で
二
十
五
k
mほ
ど
あ
り
、
ま
だ
整
備
中
で
案
内
〗

板
を
統
一
す
る
か
ど
う
か
検
討
中
で
す
。

服
部
標
識
は
全
国
コ
ン
ペ
で
、
入
選
し
た
デ
ザ
イ

ン
を
用
い
て
統
一
的
に
や
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
の
道
を
、
歩
か
れ
た
印
象
は
い
か
が
な
も
の

で
し
た
か
。

小
林
本
当
に
手
つ
か
ず
で
残
っ
て
い
る
部
分
が
あ

る
な
と
思
っ
た
の
は
、
熊
野
よ
り
む
し
ろ
与
川
道
の

歴
史
の
道
を
歩
い
て
み
て

丸
山
そ
う
で
す
ね
。
戸
田
先
生
の
お
仕
事
は
歴
史

の
道
研
究
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
す
。

最
近
で
腐
交
通
史
研
究
の
大
会
で
も
、
街
道
筋

の
宿
場
や
助
郷
に
限
ら
ず
、
一
里
塚
。
石
畳
・
並
木

な
ど
に
つ
い
て
歴
史
の
道
調
査
に
携
わ
っ
た
方
が
発

表
し
た
り
、
報
告
書
と
か
論
文
に
書
い
た
り
す
る
傾

向
が
で
て
き
ま
し
た
。

た
へ
．．． 

，
：
」
と
い
う
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
「
切
目

の
王
子
に
著
給
ふ
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

「
王
子
」
と
い
う
の
は
何
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
が

f
,

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
三
十
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
た
ま
た
ま
主
人

と
二
人
で
和
歌
山
県
を
旅
行
し
ま
し
た
と
き
に
、
本

宮
大
社
に
詣
で
ま
し
た
ら
、
す
ぐ
近
く
に
祓
戸
王
子

と
い
う
標
識
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
行
っ
て
み

ま
し
た
。
私
が
何
十
年
来
思
っ
て
い
て
初
め
て
目
に

し
た
「
王
子
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

ほ
う
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
与
川
道
は
熊
野
に
比

べ
て
標
識
の
数
が
少
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
迷
っ
た
ぐ

ら
い
（
笑
）
。
熊
野
は
標
識
が
完
備
し
て
お
り
ま
し
て

安
心
し
て
歩
け
ま
し
た
が

r

お
話
の
よ
う
に
石
垣
を

積
ん
だ
部
分
と
か
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
部
分
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

近
露
に
野
長
瀬
一
族
の
墓
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ

で
た
ま
た
ま
土
地
の
歴
史
を
よ
く
ご
存
じ
の
方
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
て
ね
。
「
昔
の
こ
の
辺
は
よ
か
っ
た
。
こ
ん
な
杉
の

木
で
な
く
て
、
自
然
林
だ
っ
た
か
ら
本
当
に
よ
か
っ

た
。
そ
の
こ
ろ
は
有
名
じ
ゃ
な
か
っ
た
け
ど
、
そ
の

こ
ろ
に
来
れ
ば
よ
か
っ
た
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
ね

（
笑
）
。
欲
張
り
で
す
が
、
今
で
も
い
い
け
れ
ど
も
、

昔
は
さ
ぞ
よ
か
っ
た
ろ
う
な
と
い
う
感
じ
は
し
ま
し

こ。t
 

山
本
戦
後
、
植
林
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
杉
、
檜
ば

か
り
で
、
木
材
の
低
迷
で
枝
打
や
間
伐
の
手
入
れ
を

会
に
は
創
立
当
初
か
ら
お
り
ま
し
た
の
で
、
だ
ん

だ
ん
と
山
行
を
計
画
で
き
る
立
場
に
も
な
り
ま
し
た

し
、
会
で
チ
ャ
ー
タ
ー
で
き
る
バ
ス
も
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
う
い
う
も
の
を
使
え
ば
多
少
離
れ
て
い
て
も

峠
を
結
ん
で
歩
く
と
い
う
プ
ラ
ン
を
立
て
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
楽
し
い
ハ
イ
キ
ン
グ
と
い
う

こ
と
で
古
道
歩
き
の
計
画
を
始
め
た
わ
け
で
す
。

最
初
は
出
羽
三
山
て
全
部
歩
い
て
回
り
ま
し
た
。

熊
野
古
道
は
一
昨
年
の
三
月
半
ば
に
参
り
ま
し
て
、

滝
尻
王
子
か
ら
那
智
大
社
ま
で
二
日
か
け
て
歩
き
ま

し
た
。
た
だ
し
、
近
露
か
ら
岩
神
王
子
口
は
ベ
ス
で

つ
な
ぎ
、
二
日
目
の
発
心
門
王
子
か
ら
湯
峰
王
子
も

一
部
分
は
バ
ス
を
使
い
ま
し
た
忍
、
一
応
滝
尻
か
ら

熊
野
那
智
大
社
ま
で
は
歩
き
ま
し
た
。

そ
の
年
の
五
月
に
は
、
信
州
の
峠
を
で
き
る
だ
け

歩
い
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
権
兵
衛
峠
か
ら
鳥

居
峠
、
そ
し
て
与
川
道
を
歩
き
ま
し
て
、
馬
耀
峠
か

ら
、
最
後
は
野
麦
峠
を
歩
き
ま
し
た
。
そ
れ
も
バ
ス

を
使
い
ま
し
て
、
間
に
二
泊
ほ
ど
宿
を
と
り
ま
し
て

う
ま
く
つ
な
い
で
歩
い
て
み
た
ん
で
す
。

量
璽
即
に
道
の
状
況
な
ん
か
は
調
査
さ
れ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。

小
林
え
え
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
い
た
し
ま
す
し
、

ど
こ
の
自
治
体
も
非
常
に
ご
親
切
で
す
。
特
に
熊
野

直
追
の
と
き
は
、
中
辺
路
と
本
宮
の
ど
ち
ら
の
観
光

協
会
も
本
当
に
ご
親
切
で
し
た
。

し
な
く
な
っ
た
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
所
で

は
下
草
が
生
え
な
い
の
で
、
雨
が
降
れ
ば
土
が
流
れ

r

道
が
な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
が
み
ら
れ
ま
す
。
目

然
林
で
あ
れ
ば
春
に
な
る
と
多
種
の
緑
数
、
秋
に
な

れ
ば
紅
葉
、
落
葉
と
い
う
い
ろ
ん
な
楽
し
み
が
あ
る

ん
で
す
。

今
、
中
辺
路
町
で
は
、
古
道
の
周
り
の
人
工
林
を

購
入
し
た
り
、
借
り
上
げ
て
、
雑
木
を
植
え
つ
つ
あ

り
ま
す
。

服
部
与
川
道
は
長
野
県
の
南
木
曽
町
に
あ
る
ん
で

す
が
、
も
と
も
と
木
曽
川
べ
り
の
中
山
道
の
本
道
と

は
別
の
、
荒
天
の
と
き
の
迂
回
路
と
い
う
性
格
が
強

い
道
だ
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
和
宮
な
ど
の
宮
様
が

降
嫁
さ
れ
る
と
き
に
は
、
安
全
な
道
と
し
て
使
わ
れ

た
。
当
時
か
ら
ち
ょ
っ
と
わ
き
道
的
な
性
格
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
南
木
曽
町
に
は
有
名
な
妻
籠
宿
が

あ
り
ま
し
て
、
妻
籠
周
辺
も
展
史
の
道
と
し
て
整
備

を
や
っ
て
い
ま
す
。
向
こ
う
は
ほ
っ
て
お
い
て
も
ど

ん
ど
ん
人
が
来
る
道
で
す
が
、
与
川
道
は
知
名
度
が

な
い
の
で
歩
く
方
は
少
な
い
ん
で
す
。
行
っ
た
人
は

「
な
か
な
か
よ
か
っ
た
」
と
い
う
、
玄
人
好
み
の
す

る
道
な
わ
け
で
す
。

今
、
利
用
の
お
話
が
い
ろ
い
ろ
出
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
上
原
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
現
在
、
中
山
道
を
ど
の

よ
う
な
形
で
皆
さ
ん
に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

か
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
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P
R
を
一
番
人
口
の
多
い
首
都
圏
で
盛
大
に
お
や

上
原
整
備
さ
れ
た
中
山
道
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

青
少
年
育
成
行
事
の
、
親
子
が
触
れ
合
う
場
と
し
て
、

歩
い
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

公
民
館
に
関
わ
る
婦
人
学
級
等
の
各
種
団
体
が
村
の

文
化
財
研
修
の
一
環
と
し
て
現
場
で
学
習
会
を
持
っ

て
い
ま
す
。

本
陣
の
建
物
は
、
建
坪
が
約
百
五
十
坪
あ
り
ま
す

の
で
、
文
化
活
動
の
拠
点
と
し
て
幅
広
く
活
用
し
て

い
ま
す
。
先
ご
ろ
ピ
ア
ノ
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
、
三
十
六
畳
敷
き
の
板
の
間
を
舞
台
に
、

講
演
会
、
コ
ー
ラ
ス
の
練
習
ょ
発
表
会
の
場
と
し
て
、

ま
た
、
コ
ン
サ
ー
ト
を
二
回
、
皇
女
和
宮
特
別
展
を

十
日
間
に
わ
た
り
催
す
な
ど
し
て
多
く
の
皆
さ
ん
に

楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
建
物
前
の
庭
を
利
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
も

考
え
て
い
ま
す
。

服
部
修
学
旅
行
の
人
も
ず
い
ぶ
ん
行
か
れ
る
と
い

う
お
話
で
す
が
。

上
原
昨
年
は
、
新
潟
県
の
中
学
二
年
生
百
二
十
五

名
蛉
、
修
学
旅
行
で
「
信
濃
路
の
文
化
財
」
研
修
に

み
え
ま
し
た
。
歴
史
の
道
「
中
山
道
」
を
教
材
化
し

た
追
究
活
動
と

f

地
元
の
中
学
生
と
の
交
流
が
二
日

間
に
わ
た
り
ま
し
た
。

本
陣
の
復
元
後
は
、
隣
の
町
や
県
内
の
小
学
校
が

毎
年
遠
足
で
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

服
部
年
間
ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
が
利
用
し
て
お
ら
れ

時
代
に
近
づ
こ
う
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
、
車
は
な

る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
・
・
・
・
o.o

少
し
で
も
長
く
歩
け
る
と
こ
ろ
を
選
び
ま
し
て
、

車
を
置
い
て
い
っ
て
ま
た
戻
る
と
い
う
こ
と
は
全
く

考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
新
し
い
利
用
の

仕
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

山
本
一
日
か
け
て
、
峠
の
雰
囲
気
を
ゆ
っ
く
り
味

わ
い
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
と
、
駆
け
足
で
入
り
口
だ

け
で
も
い
い
か
ら
見
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
両
者
に
対
応
で
き
る
体
制
が
必
要
で
す
。

い
ざ
と
い
う
と
き
に
連
絡
の
取
れ
る
方
法
と
か
、
近

道
が
で
き
る
と
か
、
た
く
さ
ん
利
用
し
て
い
た
だ
こ

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
フ
ォ
ロ
ー
の

必
要
性
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。

服
部
非
常
の
場
合
の
連
絡
措
置
は
必
要
で
す
ね
。

き
ょ
う
は
宿
題
を
―
つ
い
た
だ
き
ま
し
た
（
笑
）
。

山
本
実
は
整
備
の
段
階
で
、
本
格
的
な
休
憩
施
設

や
公
衆
電
話
の
設
置
を
考
え
た
ん
で
す
が
、
電
柱
が

必
要
で
す
し
、
最
低
の
使
用
度
数
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
し
…
・:0

小
林
私
ど
も
の
会
員
で
関
西
に
お
住
ま
い
の
方
が

い
る
ん
で
す
が
、
熊
野
古
道
を
歩
こ
う
と
か
、
関
西

の
歴
史
の
道
を
歩
こ
う
と
い
う
、
旅
行
社
と
か
新
聞

社
王
催
の
旅
の
お
知
ら
せ
が
け
っ
こ
う
あ
る
そ
う
で

す。

ま
す
か
。

上
原
本
陣
は
一
万
四
千
人
ぐ
ら
い
で
、
峠
の
中
山

道
は
、
ニ
ヶ
所
に
置
い
て
あ
り
ま
す
記
帳
簿
を
見
ま

す
と
三
千
人
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
本
私
ど
も
で
は
調
査
を
始
め
た
段
階
で
r

新
聞

に
も
よ
く
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
地

元
よ
り
も
他
府
県
か
ら
「
ど
こ
を
ど
う
歩
け
ば
い
い

か
」
と
い
う
照
会
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
で
き
る
だ
け
つ
く
っ
て
利
用
し
て
い
た

だ
こ
う
と
し
ま
し
た
。

熊
野
は
何
分
交
適
の
便
の
悪
い
と
こ
ろ
で
す
の
で
、

本
格
的
に
一
っ
の
峠
を
踏
破
さ
れ
る
方
も
多
い
ん
で

す
が
、
近
く
ま
で
車
で
来
ら
れ
て
、
ち
ょ
こ
っ
と
歩

い
て
帰
ら
れ
る
方
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
状
態
で

り
に
な
る
と
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
あ

る
ん
で
す
が
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

服
部
文
化
庁
は
P
R
が
下
手
だ
と
い
う
こ
と
で
有

名
で
し
て
（
笑
）
、
そ
う
い
う
反
省
に
立
っ
て
今
度
「
歩

き
・
み
・
ふ
れ
る
歴
史
の
道
」
と
い
う
こ
と
を
企
酉

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

歴
史
の
這
を
管
理
す
る
立
燭

服
部
次
に
管
理
の
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
原
毎
年
村
の
一
般
会
計
予
算
に
、
維
持
管
理
費

と
し
て
草
刈
り
賃
金
約
十
日
分

f

そ
の
他
建
物
管
理

賃
金
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
本
陣
、
河
内
屋
等
資
料

館
の
管
理
は
、
十
二
人
の
方
に
交
代
で
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

整
備
し
た
中
山
道
に
つ
い
て
は
、
和
田
中
学
校
の

生
徒
百
四
十
名
が
毎
年
七
月
上
旬
の
一
日
、
授
業
の

一
環
と
し
て
、
中
山
道
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
体
験
か

ら
学
ぶ
一
方
、
道
の
草
刈
り
、
ご
み
拾
い
等
の
清
掃

作
業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
歴
史
の

道
保
存
整
備
事
業
を
始
め
た
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら

今
日
ま
で
、
士
立
年
間
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
か
ら
は
、
信
州
大
学
の
人
文
学
部
の

学
生
さ
ん
が
五
月
下
旬
か
ら
七
月
中
旬
の
毎
週
土
曜
、

日
曜
の
二
日
間
、
宿
内
の
旅
籠
「
河
内
屋
」
で
体
験

生
活
を
し
な
が
ら
、
復
元
し
た
建
物
の
小
修
理
、
中

山
道
の
丸
太
階
段
、
側
溝
等
の
整
備
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ

す
。
春
秋
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
一
日
に
何
百
人
も
来
ら

れ
る
よ
う
で
す
の
て
年
間
で
は
万
単
位
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

昨
年
五
月
に
皇
太
子
殿
下
が
三
泊
四
日
で
、
中
辺

路
ル
ー
ト
を
ご
研
究
の
た
め
に
踏
査
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
特
に
去
年
の
秋
は
も
の
す
ご
く
人
が
増
え
ま
し

た
。
こ
の
機
会
を
生
か
し
て
地
元
の
体
制
を
整
備
し
、

再
度
大
き
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
考
え
て
い
き
た
い
と
、

地
元
と
も
調
整
を
し
て
い
ま
す
。

小
林
私
の
身
内
で
関
西
に
住
ん
で
い
る
者
が
熊
野

古
道
を
歩
き
た
が
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て

や
っ
た
ん
で
す
が
、
最
初
の
滝
尻
王
子
の
あ
の
山
で

音
を
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
て
ね
（
笑
）
。
後
日
「
あ
そ

こ
を
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
後
は
楽
だ
っ
た
の
に
」
と

言
っ
て
あ
げ
た
の
で
す
翠
。
ふ
だ
ん
歩
き
な
れ
て
い

な
い
人
た
ち
に
は
、
滝
尻
か
ら
近
露
ま
で
の
距
離
は

ち
ょ
っ
と
長
い
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
あ
の
間
に
一
ヵ
所
、
公
的
な
休
憩
所

か
、
あ
る
い
は
電
話
で
タ
ク
シ
ー
を
呼
べ
る
と
か
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。
私
ど
も

が
歩
き
ま
す
と
き
も
、
万
一
途
中
で
落
後
者
が
出
た

と
き
に
、
ど
の
地
点
か
ら
タ
ク
シ
ー
が
呼
べ
る
か
と

い
う
こ
と
ま
で
調
査
し
て
歩
き
始
め
ま
し
た
。
一
般

の
方
が
歩
く
の
だ
っ
た
ら
、
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と

へ
の
配
慮
は
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

服
部
歴
史
の
道
の
整
備
を
始
め
た
と
き
は
、
江
戸

ア
作
業
と
し
て
実
臆
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
村
と
し

て
も
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
村
内
の
男
女
倉
に
東
京
都
目
黒
区
の

保
養
施
設
が
あ
り
ま
し
て
、
交
流
を
し
て
い
る
関
係

か
ら

j

、
毎
年
秋
に
恒
例
と
な
り
ま
し
た
が
「
歴
史
の

道
を
歩
く
会
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
会
に
参
加
さ
れ

る
皆
さ
ん
は
約
八
十
人
で
す
が
、
施
設
で
一
泊
し
、

翌
日
和
田
峠
頂
上
よ
り
道
を
歩
き
な
が
ら
ご
み
拾
い

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

管
理
上
で
一
番
困
り
ま
す
の
は
、
標
識
と
説
明
板

等
へ
の
い
た
ず
ら
で
す
。
平
均
す
る
と
毎
年
一
、
ニ

件
あ
り

r

特
に
道
標
等
の
盗
難
、
方
向
転
換
に
は
た

い
へ
ん
迷
惑
し
て
い
ま
す
（
笑
）
。

も
う
一
点
、
整
備
し
た
中
山
道
は
ほ
と
ん
ど
が
山

の
中
を
走
っ
て
い
ま
す
。
造
林
計
画
に
基
づ
く
間
伐

作
業
等
に
は
大
型
機
械
が
導
入
さ
れ
、
切
り
倒
さ
れ

た
材
が
搬
出
さ
れ
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
整
備
さ
れ

た
道
を
横
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
態
で
す
。
側

溝
等
が
現
状
に
復
帰
し
、
落
ち
つ
い
た
道
に
戻
る
に

は
時
間
が
か
か
り
、
維
持
管
理
し
て
い
く
上
で
大
き

な
問
題
で
す
。

山
本
私
ど
も
翠
一
番
心
配
し
ま
す
の
は
、
周
り
の

環
境
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、

整
備
し
た
段
階
で
は
、
七
、
八
十
年
の
大
き
な
杉
、

檜
が
あ
り
、
適
当
に
下
草
が
生
え
、
路
肩
の
防
護
に

も
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
何
年
ぶ
り
か
で
歩
き
ま
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利
用
で
き
る
基
盤
づ
く
り
を
図
っ
て
い
け
ば
、
も
っ

と
親
し
ま
れ
た
い
い
も
の
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

丸
山
歴
史
の
道
の
調
査
で
は
、
有
形
無
形
の
文
化

財
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
な
ど
、
そ
う
い
う
も
の

も
含
め
道
の
両
側
各
一
キ
ロ
の
ベ
ル
ト
地
帯
を
対
象

と
し
ま
す
ね
。
し
か
し
、
報
告
書
に
記
し
た
だ
け
で

は
一
般
に
は
普
及
し
ま
せ
ん
。
や
は
り
地
方
自
治
体

な
ど
が
も
う
一
工
夫
し
て
、
多
く
の
人
が
関
心
を
抱

く
よ
う
に
努
め
る
、
ま
た

r

保
存
整
備
策
を
諧
じ
な

が
ら
も

f

併
せ
て
交
通
・
宿
泊
施
設
な
ど
を
充
実
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
も
熊
野
古
道
を
回
っ
た

と
き
、
全
ル
ー
ト
を
完
全
に
踏
破
し
た
わ
け
で
は
な

べ
あ
る
と
こ
ろ
は
歩
き
、
＇
あ
る
と
こ
ろ
は
車
を
使

い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
途
中
に
旅
餡
な
ど
が
あ
れ
ば

非
常
に
助
か
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
整
備
し
、

宜
伝
し
て
い
た
だ
く
と
非
常
に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

私
は
学
生
に
は
文
学
作
品
、
例
え
ば
島
崎
藤
村
の

『
夜
明
け
前
』
の
主
舞
台
、
中
山
道
の
馬
籠
・
妻
籠

そ
の
他
と
い
っ
た
具
合
に
、
休
み
の
と
き
ぜ
ひ
見
学

し
て
お
く
よ
う
に
言
う
ん
で
す
。
文
学
作
品
の
よ
う

な
親
し
み
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
、
歴
史
的
関
心
を
深

め
て
い
く
の
も
一
方
法
で
す
。
定
年
を
迎
え
た
人
だ

と
時
間
的
余
裕
も
あ
り
、
講
師
が
バ
ス
で
旧
街
道
に

案
内
す
る
と
い
っ
た
講
座
も
各
地
に
あ
り
ま
す
。
い

ろ
ん
な
も
の
を
総
動
員
し
て
宣
伝
普
及
す
れ
ば
、
歴

史
の
道
の
愛
好
者

0

利
用
者
も
も
っ
と
多
く
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

上
原
和
田
村
の
場
合
、
住
民
が
文
化
財
に
対
し
て

そ
れ
ほ
ど
意
識
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
本
事
業
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
村
内
の
点
々
と
し
て
い

た
文
化
財
が
線
と
し
て
結
ば
れ
、
国
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
た
こ
と
で
、
多
く
の
村
民
が
過
去
の
歴
史
や
文

化
財
に
興
味
を
示
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、

当
初
は
取
り
壊
す
予
定
に
し
て
い
た
和
田
宿
本
陣

「
長
井
家
」
保
存
に
結
び
つ
い
た
結
果
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
今
絲
応
こ
と
を
考
え
る
と
歴
史
の
道
保
存

整
備
事
業
に
も
大
き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
特
に
史

跡
指
定
を
受
け
た
道
と
建
物
を
保
存
し
て
い
く
た
め

の
景
観
、
修
景
上
の
問
題
解
決
は
急
務
と
な
っ
て
い

ま
す
。
指
定
物
件
の
周
辺
を
ど
の
よ
う
に
し
て
開
発

か
ら
保
護
す
る
か
。
ま
た
、
整
備
し
た
道
の
両
側
に

あ
る
立
ち
木
の
伐
採
で
す
。
特
に
立
ち
木
に
つ
い
て

は
国
有
林
の
場
合
が
多
く
、
関
係
省
庁
と
の
調
整
に

13 

す
と
、
ま
わ
り
が
皆
伐
さ
れ
、
植
林
は
し
て
い
ま
す

が
、
路
面
の
荒
れ
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
箇
所
も

あ
り
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
指
定
の
範
囲
は
、
整
備
し
た
道
そ
の

も
の
の
幅
で
す
の
で
、
線
を
も
う
ち
ょ
っ
と
両
側
へ

広
げ
、
残
っ
て
い
る
自
然
林
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
も
指

定
範
囲
に
入
れ
る
と
か
、
人
工
林
で
ど
う
し
よ
う
も

な
い
と
こ
ろ
は
、
稼
極
的
に
人
工
林
を
伐
採
し
て
、

自
然
林
に
近
い
よ
う
に
植
栽
に
よ
っ
て
復
元
を
す
る

必
要
が
あ
る
。

歩
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
実
感
す
る
の
で
す
が
、
岩

が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
す
る
よ
り
も
、
草
を
踏
み
し
め
な
炉
ら
、

こ
れ
か
ら
で
す
と
緑
の
ト
ン
ネ
ル
を
、
秋
に
な
れ
ば

紅
葉
の
ト
ン
ネ
月
＂
や
落
ち
葉
を
カ
サ
カ
サ
踏
み
し
め

て
歩
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
環
境
は
な
い
と
思
い
ま

。
す．丸

山
先
ほ
ど
熊
野
古
道
復
元
に
つ
い
て
、
江
戸
時

代
の
終
わ
り
ご
ろ
の
状
況
を
基
礎
と
し
た
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
古
代
か
ら
中
世
を
経
て
近
世
ま

こ
れ
か
ら
の
歴
史
の
道

服
部
最
後
に
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
で
、
山
本

さ
ん
い
か
が
で
す
か
。

山
本
歴
史
の
道
の
目
的
は
点
と
点
を
つ
な
ぎ
、
そ

の
線
を
ひ
ろ
げ
て
歴
史
的
な
空
間
と
周
り
の
自
然
環

境
を
も
含
め
て
”
実
体
験
“
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
文
化
財
は
残
す
だ
け
で
な
く

4

、

活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に

そ
っ
て
地
元
も
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

熊
野
詣
の
場
合
で
す
と
、
、
「
御
師
」
「
先
達
」
「
比
丘

尼
」
と
い
う
体
制
が
確
立
し
て
、
今
で
い
う
旅
行
会

社
の
よ
う
に
P
R
す
る
と
こ
ろ
と
、
添
乗
員
に
該
当

す
る
者
、
参
詣
者
を
受
け
入
れ
る
宿
や
心
の
や
す
ら

ぎ
を
得
ら
れ
る
場
と
い
う
よ
う
に
、
千
年
近
く
前
か

ら
そ
う
い
う
組
織
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
全
国
か
ら

熊
野
三
山
に
ま
で
人
が
来
た
。
今
後
も
う
少
し
系
統

立
て
て
、
熊
野
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
歴
史
の
道
を

で
相
当
年
代
の
幅
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
然
道
筋
は

変
わ
り
ま
す
ね
。
熊
野
古
道
を
指
定
さ
れ
た
時
、
恐

ら
く
地
元
で
「
い
や
、
昔
は
こ
の
道
じ
ゃ
な
か
っ
た

は
ず
」
と
の
意
見
も
出
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い

う
こ
と
が
研
究
を
一
層
深
め
る
契
機
と
な
り
ま
し
ょ

う
。
歴
史
の
道
の
調
査
。
保
存
の
過
程
で
、
修
正
す

べ
き
箇
所
は
修
正
し
、
よ
り
正
し
い
方
向
に
持
っ
て

い
く
方
策
が
請
じ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
っ
、
民
間
団
体
で
、
例
え
ば
東
海
道
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

相
当
多
く
の
会
員
を
擁
し
て
い
ま
す
。
東
海
道
を
大

阪
ま
た
は
京
都
か
ら
江
戸
ま
で
つ
な
い
で
、
そ
れ
ぞ

れ
研
究
会
。
文
化
講
演
会
ふ
少
く
会
な
ど
を
し
、
松

並
木
の
補
植
な
ど
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
み
た
い
な
形
で

や
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
組
織
は
大
小
各
地
に

あ
っ
て
、
こ
の
会
は
一
番
大
き
い
ほ
う
だ
と
思
い
ま

す
。
東
海
道
の
場
合
、
各
県
単
位
か
そ
れ
以
下
の
組

識
が
、
会
と
連
携
し
て
毎
月
活
動
し
、
街
道
筋
の
文

化
向
上
な
ど
の
面
に
も
種
々
役
立
っ
て
い
る
よ
う
で

す。服
部
江
戸
時
代
に
は
、
道
の
管
理
は
幕
府
や
藩
の

直
営
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

丸
山
そ
う
で
す
。
五
街
道
は
幕
府
の
道
中
奉
行
が
、

主
要
な
脇
街
道
な
ど
は
藩
な
ど
賛
管
理
し
ま
す
び
、

後
者
は
幕
府
の
勘
定
奉
行
に
う
か
が
う
べ
き
事
項
が

あ
り
ま
し
た
。
道
筋
の
付
替
え
な
ど
が
そ
う
で
す
。

江
戸
幕
府
は
慶
長
九
年
に
一
里
塚
を
つ
く
ら
せ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
五
街
道
の
場
合

f

あ
る
程
度

徹
底
は
し
ま
す
が
、
脇
街
道
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
幕
府
は
藩
に
通
達
し
、
藩
自
身
も
そ

れ
を
遵
守
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
並
木
の
保
襲
は
、

幕
府
↓
藩
↓
地
元
の
住
民
と
い
う
形
で
下
達
さ
れ
ま

す
が
、
並
木
が
生
長
す
る
と
並
木
敷
に
近
い
田
畑
は

木
陰
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
部
分
に
は
「
木
陰
引
，
J

と
い
っ
て
税
金
を
免
除
す
る
わ
け
で
す
（
笑
）
。

そ
れ
か
ら
、
木
摯
枯
れ
た
り
折
れ
た
と
き
は
、
沿

道
の
者
に
捕
植
さ
せ
て
そ
れ
に
は
一
定
の
助
成
策

を
講
ず
る
と
い
う
形
で
、
継
承
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
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配
應
し
て
い
た
だ
け
れ
は
幸
い
で
す
。

建
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
往
時
の
姿
に
復
元
し
ま
し
た

足
維
持
管
理
面
で
は
当
然
補
修
が
必
要
に
な
る
時

期
が
来
ま
す
。
地
元
で
は
屋
根
、
左
官
等
の
職
人
さ

ん
が
、
数
年
後
に
は
後
継
者
が
い
な
く
な
る
と
い
う

現
実
が
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
計
画
的
な
補
修
を
心
が

け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
道
の
連
続
性
の
問
題
で
す
。
町
村
境

で
歴
史
の
道
が
途
絶
え
て
し
ま
う
実
態
が
、
道
を
歩

＜
皆
さ
ん
か
ら
ご
批
判
を
い
た
だ
き
ま
す
。
今
後
は

少
な
く
と
も
道
を
歩
く
多
く
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
も
、

喜
性
を
考
え
た
標
識
の
設
置
が
必
要
で
は
な
い
か

と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

服
部
歴
史
の
道
と
し
て
整
備
し
た
幅
員
に
限
ら
れ

て
、
そ
の
周
辺
の
環
境
が
保
存
で
き
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

歴
史
の
道
の
外
側
の
緩
衝
地
帯
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
今
後
は
き
ち
ん
と
し
た
制
度
に
し
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
課
題
は
生
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
道
が
市
町
村
ご
と
に
ブ
ッ
ブ
ツ
と
切

れ
て
い
る
と
。
例
え
ば
中
山
道
は
、
長
野
県
で
は
今

の
と
こ
ろ
和
田
村
と
南
木
曽
町
以
外
は
や
っ
て
い
な

い
わ
け
で
す
ね
。
岐
阜
県
に
入
り
ま
す
と
、
中
山
道

は
南
木
曽
か
ら
つ
な
が
る
中
津
川
、
恵
那
、
瑞
浪
、

御
嵩
へ
入
り
ま
す
ね
。
あ
の
あ
た
り
は
地
元
市
町
村

も
積
極
的
で
す
か
ら
道
を
つ
な
げ
る
よ
う
に
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

丸
山
こ
の
問
題
は
当
初
か
ら
予
想
さ
れ
た
こ
と
で

す
ね
。
実
は
私
も
十
周
年
の
と
き
、
服
部
さ
ん
と
『
日

本
歴
史
』
に
ち
ょ
っ
と
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

関
係
省
庁
や
地
方
自
治
体
、
地
権
者
な
ど
と
文
化
庁

と
の
折
衝
は
大
変
だ
ろ
う
、
と
。
今
後
も
引
き
続
き

出
て
く
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
文
化
庁
が
歴
史
の
道
整
備
事
業
を
相
当
な

困
難
覚
悟
で
や
り
始
め
ら
れ
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た

と
し
て
、
こ
れ
は
歴
史
的
環
境
や
自
然
景
観
を
併
せ

て
保
全
す
る
と
い
う
、
文
化
財
保
護
思
想
の
極
点
に

位
置
す
る
事
業
で
す
か
ら
、
こ
の
高
邁
な
精
袖
を
具

現
す
る
た
め
全
力
を
あ
げ
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
ま

た
、
そ
の
辺
は
十
分
に
配
慮
し
な
が
ら
う
ま
く
や
っ

て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
で
も
、
各
省
庁
が
連
絡
し
あ
っ
て
古
街
道
を
中
心

と
し
た
歴
史
的
環
境
や
自
然
景
観
を
守
る
た
め
の
総

合
行
政
が
推
進
さ
れ
、
官
民
一
致
の
協
力
態
勢
も
み

ら
れ
ま
す
。
文
化
庁
は
、
世
界
的
普
遍
性
を
有
す
る

事
業
を
独
自
の
形
で
打
ち
出
し
、
日
本
も
立
ち
お
く

れ
て
は
い
け
な
い
と
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
も
の

と
思
い
ま
す
。

服
部
歴
史
の
道
の
事
業
と
い
う
の
は
、
史
跡
、
歴

史
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る

わ
け
で
し
て
、
古
道
の
周
辺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
遺
跡

が
あ
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
点
々
と
し
て
い
る
遺
跡

を
有
機
的
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
こ
に

あ
る
古
道
を
歩
く
の
が
一
番
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
が
出
発
に
あ
り
ま
し
た
。
道
は
人
々
の
交
流

の
場
で
あ
り
、
ま
た
物
資
の
交
流
の
場
で
あ
り
ま
す
。

人
々
と
い
う
の
も
い
ろ
ん
な
人
が
い
た
わ
け
で
、
熊

野
古
道
の
場
合
で
い
え
ば
、
藤
原
定
家
の
『
熊
野
御

幸
記
』
な
ど
を
読
め
ば
、
高
貴
な
人
は
輿
に
乗
っ
て

あ
そ
こ
を
旅
し
た
わ
け
で
す
。
一
方
、
貧
し
い
人
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
た
人
た

ち
も
流
浪
の
旅
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

底
辺
の
人
た
ち
に
救
済
の
手
を
伸
べ
た
の
は
一
遍
上

人
で
す
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
意
外
に
古
道
沿
い
に

一
遷
に
関
す
る
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
道
を
歩
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
当
時
歩
い
た
人
た
ち
の
心
の
世
界
を
復

元
で
き
る
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
追
体
験
が
で
き
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
目
指
し
て
、
歴
史
の
道
の
事
業
を

始
め
た
わ
け
で
す
。

今
度
の
「
歩
き
・
み
・
ふ
れ
る
歴
史
の
道
L

事
業

を
、
文
化
庁
が
呼
び
か
け
る
―
つ
の
ね
ら
い
は
そ
こ

に
あ
る
。
歴
史
と
の
ふ
れ
あ
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
試

行
錯
誤
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
と
も
こ
れ
は

成
功
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

き
ょ
う
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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今
の
我
々
が
「
旅
行
」
と
聞
く
と
修
学
旅
行
、
ハ
ネ
ム
ー
ン
、
フ
ル
ム
ー

ン
と
い
っ
た
楽
し
い
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
明
治
以
前
の
旅
行
と

言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
徒
歩
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
時

間
が
か
か
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
r

橋
の
な
い
川
を
渡
っ
た
り
追
剥
に

あ
っ
た
り
と
現
在
に
較
べ
れ
ば
は
る
か
に
辛
く
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
古
来
よ
り
紀
行
文
が
日
本
文
学
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占

め
る
の
も
、
旅
が
人
間
に
言
わ
ば
賦
練
を
与
え
て
き
た
た
め
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。東

京
・
大
阪
間
が
二
時
間
半
で
結
ば
れ
る
現
在
、
昔
の
人
々
が
歩
い
た

道
が
一
部
に
せ
よ
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
信
じ
ら
れ
な

い
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な
道
を
自
分
の
足
で
歩
く
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史

に
じ
か
に
触
れ
る
数
少
な
い
方
法
の
一
っ
と
言
え
ま
す
。
し
か
も
道
の
周

囲
の
環
境
が
当
時
の
ま
ま
に
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
定
家
や
芭
蕉
の
気
持
に

少
し
で
も
近
づ
け
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
言
っ
て
み
れ
ば
今
は
や
り
の

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
や
つ
で
し
ょ
う
か
。

(
K
)
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