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り特集：文化財保存技術の保存と伝承
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れ
た
方
の
お
一
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
の
で
、
ま
ず

は
、
当
時
の
思
い
出
な
ど
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

南
保
護
法
改
正
の
前
に
、
そ
れ
に
至
る
段
階
で
担

当
者
が
集
ま
り
、
改
正
方
針
に
つ
い
て
、
何
回
か
打

ち
合
わ
せ
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
滝
そ
れ
は
今
の
文
化
財
保
護
部
伝
統
文
化
腺
の

前
身
で
あ
る
無
形
文
化
課
の
時
代
て
す
ね
。

南
そ
う
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
文
化
財
保
護

審
議
会
の
第
四
専
門
調
査
会
は
芸
能
、
工
芸
技
術
と

も
う
一
っ
保
存
技
術
を
扱
っ
た
わ
け
で
す
芥
保
存
技

術
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
前
は
r

「
そ
の
他
の
技
術
」

と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
そ
の
他
の
技

術
」
は
ど
う
い
う
も
の
が
当
た
る
の
か
と
い
う
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
。
例
え
ば
お
茶
と
か
お
花
、
そ
れ
か

ら
古
武
道
み
た
い
な
も
の
が
こ
こ
か
な
と
い
う
こ
と

を
話
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
°

五
十
年
に
法
改
正
に
な
り
ま
し
た
が
、
文
化
財
保

存
技
術
と
し
て
選
定
さ
れ
て
、
施
策
の
行
わ
れ
て
い

る
も
の
が
以
外
に
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
滝
南
先
生
が
無
形
文
化
課
に
い
ら
し
た
こ
ろ
か

ら
必
要
だ
っ
た
鯛
査
が
い
ま
だ
十
分
に
で
き
て
い
な

い
の
で
す
。

そ
れ
と
、
選
定
保
存
技
術
と
い
う
考
え
が
、
分
か

り
に
く
い
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
無
形
文
化

財
な
ら
ば
、
歴
史
的
。
芸
術
的
に
価
値
が
高
い
も
の
、

例
え
ば
美
術
的
に
す
ば
ら
し
い
、
形
が
い
い
と
い
う

こ
と
で
わ
か
る
。
し
か
し
、
保
存
技
術
は
文
化
財
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
技
術
で
あ
る
か
、
ま
た

そ
の
伝
統
性
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

座 吾沢
o火 会

そ
の
辺
を
詰
め
て
い
く
段
階
が
か
な
り
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。

そ
う
し
た
こ
と
が
若
干
落
ち
着
き
、
関
係
団
体
、

関
係
者
の
ほ
う
か
ら
、
原
材
料
と
か
道
具
も
必
要
だ

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
た
の
は
、
こ
こ
十
年
ぐ

ら
い
の
こ
と
で
す
。

選
定
さ
れ
た
後
は
、
団
体
で
も
個
人
で
も
そ
う
で

す
が
、
楠
助
事
業
を
伝
承
者
養
成
事
業
と
い
う
形
で

や
っ
て
い
た
だ
<
°
無
形
文
化
財
で
す
と

r

「
無
形
文

化
財
」
と
い
う
言
葉
が
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
た
め

に
、
若
い
方
も
事
業
に
参
加
し
や
す
い
の
で
す
が
、

保
存
技
術
の
場
合
、
仕
事
が
非
常
に
地
味
で
、
下
職

と
い
う
仕
事
が
多
く
、
世
に
出
る
チ
ャ
ン
ス
も
少
な

い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
ね
。

曰
本
産
漆
の
必
要
性

田
中
日
本
文
化
財
漆
協
会
は
、
松
田
権
六
先
生
を

中
心
に
日
本
の
漆
芸
を
保
存
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ

る
た
め
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、
昭

和
四
十
七
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
背
景
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
漆
は
ほ
と
ん
ど

中
国
、
ベ
ト
ナ
ム

r

台
湾
か
ら
の
輸
入
漆
に
依
存
し

て
い
る
と
い
う
現
状
で
す
。
し
か
し
、
中
国
の
漆
は

採
取
方
法
も
日
本
と
は
違
い
、
採
れ
る
時
期
に
よ
っ

て
漆
の
使
い
分
け
も
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
漆
で
は
掻
き
鎌
で
樹
皮
に
傷
を
つ
け
て
、
ヘ

ら
で
掻
き
取
る
ん
で
す
が
、
中
国
で
は
傷
を
つ
け
、

受
け
皿
（
ド
ロ
貝
）
に
た
ま
っ
た
も
の
を
集
め
て
い

く
。
貝
に
漆
が
こ
び
り
つ
い
て
は
困
る
も
の
で
す
か

ら
、
ど
う
し
て
も
油
を
塗
る
。
分
析
結
果
で
も
、
一
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日本文化財漆協会理事長

I 「
鈴木友也 I~ 
東京芸術大学講師

1南邦男

闘日本美術刀剣保存協会
陶芸研究家

専務理事（出席当時） 「―-． 
大滝幹夫（司会）
文化庁伝統文化課主任文化財調査官

大
滝
一
般
に
は
な
じ
み
の
薄
い
「
文
化
財
保
存
技

術
」
は
、
法
律
に
よ
り
ま
す
と
「
選
定
保
存
技
術
」

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
五
十
年
に
文
化
財
保
護

法
が
改
正
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
時
に
新
し
く
法
律
の

条
文
に
盛
り
込
ま
れ
た
言
葉
で
す
。
文
化
財
を
守
る

た
め
に
不
可
欠
な
原
材
料
と
か
、
道
具
と
か
、
さ
ら

に
は
修
復
、
模
造
の
技
術
な
ど
を
保
護
対
象
に
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

文
化
財
保
存
技
術
は
有
形
文
化
財
、
無
形
文
化
財

関
係
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
無
形
文
化
財
は
エ

芸
技
術
、
芸
能
関
係
と
あ
り
、
き
ょ
う
は
工
芸
技
術
、

つ
ま
り
、
伝
統
的
な
工
芸
品
の
製
作
技
術
を
守
る
た

め
に
必
要
な
原
材
料
、
道
具
の
確
保
の
た
め
の
技
術

を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
し
ま

す。
保
存
技
術
が
一
般
の
文
化
財
と
違
う
点
は

r

文
化

財
が
歴
史
的
・
芸
術
的
な
価
値
の
観
点
か
ら
選
ば
れ

た
文
化
的
な
所
産
で
あ
る
の
に
対
し

r

保
存
技
術
は

文
化
財
を
守
る
と
い
う
技
術
で

r

歴
史
的
に
意
味
の

あ
る
技
術
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ご
出
席
い
た
だ
い
た
田
中
理
事
長
の
関
与
さ
れ
る

日
本
文
化
財
漆
協
会
の
「
日
本
産
漆
の
製
造
」
や
、

鈴
木
専
務
理
事
が
関
係
さ
れ
て
い
る
日
本
美
術
刀
剣

保
存
協
会
の
日
本
刀
鍛
練
技
術
を
守
る
た
め
の
「
た

た
ら
」
の
お
仕
事
、
要
す
る
に
玉
鋼
製
造
な
ど
が
こ

れ
に
相
当
し
て
い
る
の
で
す
。
さ
て
、
南
先
生
は
、

法
改
正
以
前
か
ら
、
文
化
財
保
存
技
術
に
つ
き
ま
し

て
い
ろ
い
ろ
と
検
討
さ
れ
、
法
改
正
時
に
も
指
導
さ

0
％
近
い
油
分
が
入
っ
て
い
て
、
純
粋
の
漆
と
は
一
―
―
-
[
[

え
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

松
田
先
生
は
、
「
古
来
か
ら
日
本
固
有
の
芸
術
と
し

て
の
漆
芸
は
、
日
本
の
風
土
で
育
っ
て
、
日
本
の
採

り
方
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
漆
に
よ
る
も
の
」
と

お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
。
漆
の
主
成
分
ウ
ル
シ
オ
ー

ル
の
含
有
量
も
、
中
国
産
で
は
約
六
五
％
r

日
本
産

は
七
五
か
ら
七
八
％
な
ん
で
す

C

中
国
産
は
、
平
目

の
研
ぎ
出
し
に
し
て
も
、
金
粉
を
き
っ
ち
り
固
め
る

力
が
な
い
の
で
す
。

中
国
の
漆
の
す
べ
て
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
彫
漆

用
に
は
油
が
た
く
さ
ん
入
り
、
や
わ
ら
か
く
て
い
い

の
で
す
が
r

二
十
年
、
三
十
年
た
っ
と
ど
う
し
て
も

収
縮
し
、
亀
裂
が
生
じ
ま
す
。

日
本
産
に
は
油
を
入
れ
ま
せ
ん
の
で
、
彫
る
時
に

は
固
い
が
、
し
っ
か
り
し
た
彫
漆
が
で
き
ま
す
。

現
在
、
協
会
会
員
は
約
三
百
五
十
人
で
、
全
部
漆

芸
作
家
で
す
。
文
化
財
用
の
漆
の
生
産
を
確
保
し
て
、

日
本
漆
芸
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
の
が
協
会
の

目
的
で
す
。

大
滝
日
本
の
漆
工
芸
は
、
地
域
と
か
、
気
候
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
に
も
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
の
先
生
方
も
日
本
産
漆
を

使
わ
れ
て
、
非
常
に
微
妙
な
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
日
本
産
漆
の
製
造
は
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。

南
一
般
の
商
品
の
場
合
、
曰
本
産
漆
で
は
と
て
も

賄
い
切
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
文
化
財
関

係
の
事
業
や
漆
芸
作
家
の
需
要
彙
は
、
協
会
の
採
取

で
賄
い
切
れ
る
の
で
す
か
。

進
定
保
存
技
術
制
定
の
結
緯

- 5 - --4 -



田
中
日
本
の
漆
の
需
要
の
最
盛
期
は
昭
和
十
二
年

頃
で
し
た
。
千
七
百
ト
ン
ぐ
ら
い
需
要
盪
が
あ
っ
た

ん
で
す
。
中
国
か
ら
千
二
百
ト
ン
輸
入
し
、
日
本
の

漆
も
五
百
ト
ン
ぐ
ら
い
採
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
ぶ

f

第
二
次
大
戦
を
契
機
に
、
漆
を
植
え
、
採
る
と
い
う

こ
と
も
な
く
な
り
、
昭
和
三
十
年
頃
に
は
、
輸
入
漆

が
五
ー
六
百
ト
ン
、
日
本
の
生
産
が
五
ー
六
ト
ン
ぐ

ら
い
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
四
年
に
は
輸
入
漆
も
三

百
ト
ン
を
切
り
、
日
本
産
漆
の
生
産
も
大
体
三
ト
ン

で
す
。
生
活
様
式
、
建
築
様
式
、
食
生
活
の
一
切
が

変
わ
っ
て
、
漆
の
需
要
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

今
、
産
地
形
態
と
し
て
残
っ
た
輪
島
と
弘
前
で
も
、

伝
統
的
な
技
法
を
継
承
し
な
か
っ
た
ら
、
輪
島
、
津

軽
塗
と
し
て
製
品
に
な
ら
な
い
。
ほ
か
の
産
地
は
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ボ
デ
ィ
ー
で
、
ス
プ
レ
ー
鐙
装
で
す
。

食
品
衛
生
上
の
制
約
、
生
産
性
、
コ
ス
ト
の
低
減
と

か
で
、
漆
は
伝
統
的
産
業
と
し
て
指
定
を
受
け
た
特

定
な
産
地
し
か
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
°
そ
ん
な

意
味
か
ら
、
漆
の
需
要
も
現
状
で
は
、
ア
ー
ト
と
し

て
の
高
級
な
漆
芸
作
品
用
が
中
心
で
す
。

鈴
木
漆
工
芸
は
、
日
本
の
工
芸
の
代
表
的
な
も
の

で
、
特
に
蒔
絵
は
特
有
の
技
術
に
な
る
。
中
国
に
は

蒔
絵
と
い
う
技
法
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
c

日
本
の
漆
と
向
こ
う
の
漆
で
は
大
き
な
違
い
を
感

じ
る
ん
で
す
。
蒔
絵
み
た
い
な
精
密
な
仕
事
と
な
る

と
日
本
産
の
漆
で
な
い
と
ダ
メ
み
た
い
で
す
ね
。

田
中
徳
川
時
代
の
蒔
絵
の
縮
細
さ
は
、
率
直
に
言

い
ま
し
て
日
本
産
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
毛
打
と

い
う
線
書
き
で
す
が
、
針
金
を
切
っ
て
の
せ
た
よ
う

な
キ
リ
ッ
と
し
た
線
は
、
や
は
り
日
本
産
の
漆
で
な

す
ね
。

田
中
え
え
、
背
中
合
わ
せ
で
。
昔
か
ら
”
南
部
漆
“

と
い
わ
れ
て
、
現
在
で
は
特
に
浄
法
寺
は
「
漆
と
天

台
寺
の
ま
ち
」
と
い
う
こ
と
で
一
生
懸
命
や
っ
て
く

れ
て
い
る
ん
で
す
。

大
滝
文
化
財
保
護
の
仕
事
で
あ
り
な
が
ら
、
原
材

料
の
確
保
に
な
る
と
、
文
化
庁
を
離
れ
て
、
晨
水
省

の
仕
事
と
か
、
通
産
省
の
仕
事
に
入
っ
て
い
く
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
ね
。

田
中
え
え
。
我
々
漆
芸
作
家
は
植
栽
な
ん
て
い
う

こ
と
は
全
く
知
ら
な
い
素
人
だ
っ
た
ん
で
す
が
r

そ

れ
は
純
粋
の
漆
を
確
保
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
。

技
衛
保
存
の
碗
状

亭伝
大
滝
そ
う
し
た
仕
事
は
、
文
化
財
と
か
、
漆
の
作

と
家
の
仕
事
と
離
れ
た
感
じ
は
す
る
ん
で
す
が
、
若
い

存
方
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
、
積
極
的
に

床
参
加
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

〇
田
中
あ
の
頃
は
、
松
田
権
六
先
生
を
中
心
に
、
「
ど

う
し
て
も
日
本
産
漆
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば

f

我
々
は

術

本
当
の
仕
事
が
で
き
な
い
L

と
だ
れ
も
が
そ
う
信
じ

披存呆
て
い
ま
し
た
。
仕
事
を
や
る
者
と
す
れ
ば
、
だ
れ
で

オ
も
共
鳴
で
き
る
世
界
な
ん
で
す
。
今
の
若
い
理
事
た

貝化
ち
に
も
積
極
的
に
行
動
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

文
大
滝
若
い
方
が
率
先
し
て
浄
法
寺
の
漆
の
山
へ

：
゜
行
っ
て
保
育
管
理
を
す
る
、
植
栽
も
す
る
、
採
取
も

集
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

特
田
中
は
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
み
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

．
 

の
仕
事
な
ん
で
す
よ
。
本
当
に
漆
が
必
要
で
、

C

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
要
求
と
熱
意
を
持
っ
て

い
と
で
き
な
い
も
の
で
す
。

大
滝
日
本
産
の
漆
は
戦
後
、
生
活
様
式
が
変
わ
っ

て
、
生
産
量
が
減
り
、
そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
重

要
無
形
文
化
財
関
係
の
保
存
に
影
響
が
出
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

た
た
ら
事
業
の
一
再
興

大
滝
刀
剣
の
ほ
う
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
重
要
無

形
文
化
財
に
は
日
本
刀
の
技
術
も
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
た
伝
統
的
な
技
術
を
守
る
た
め
の
ご
苦
労
も
ず
い

ぶ
ん
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
木
日
本
刀
は
、
蒔
絵
と
同
様
に
、
世
界
的
に
す

ぐ
れ
た
美
術
工
芸
品
で
、
日
本
人
は
刀
に
対
す
る
愛

着
を
今
で
も
強
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
刀
は
武
器
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第
二

次
大
戦
以
降
は
非
常
な
制
約
を
受
け
、
伝
統
的
な
生

産
な
り
製
作
が
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

材
料
が
枯
渇
し
て
ど
う
し
て
も
材
料
を
つ
く
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
、
昭
和
五
十
二
年
に
国
庫
補
助
金
を
い
た
だ
き
、

島
根
県
横
田
町
の
日
立
金
属
株
式
会
社
鳥
上
木
炭
銑

工
場
の
協
力
を
得
ま
し
て
、
「
日
刀
保
た
た
ら
」
の
炉

を
築
い
た
わ
け
で
す
。

選
定
保
存
技
術
の
選
定
以
来
、
た
た
ら
事
業
が
国

の
補
助
事
業
と
な
り
、
戦
前
ま
で
続
い
て
い
た
た
た

ら
が
再
興
さ
れ
た
の
で
す
。

ま

さ

出
雲
地
方
の
優
秀
な
晨
砂
砂
鉄
を
採
集
し
て
木
炭

で
製
錬
し
な
が
ら
、
刀
剣
製
作
に
必
要
な
優
れ
た
和

鋼
、
和
銑
を
製
造
す
る
の
で
す
が
、
一
回
の
操
業
を

ひ
と
よ

「
一
代
」
と
呼
び

f

八
ト
ン
か
ら
十
ト
ン
の
砂
鉄
と

い
な
い
人
は
行
か
な
い
で
し
ょ
う
。
熱
意
の
な
い
人

な
ら
す
ぐ
「
メ
リ
ッ
ト
は
何
だ
」
っ
て
言
い
ま
す
か

ら。大
滝
漆
を
植
え
、
掻
い
て
な
や
し
た
り
、
く
ろ
め

た
り
す
る
ん
で
す
が
、
そ
の
各
工
程
に
つ
い
て
、
若

い
人
も
後
継
者
と
し
て
研
修
に
参
加
さ
れ
て
い
ま
し

た
ね
。

田
中
地
元
の
方
々
も
高
齢
化
し
て
い
ま
す
の
で
、

ど
う
し
て
も
協
会
自
身
が
自
分
た
ち
の
手
で
や
ら
な

い
と
い
け
な
い
。
今
は
ビ
デ
オ
も
あ
り
ま
す
の
で
、

記
録
作
成
な
ど
も
割
合
容
易
に
で
き
る
。
そ
う
い
う

仕
事
を
ま
か
せ
る
た
め
に
も
参
加
さ
せ
て
い
ま
す
。

南
掻
き
子
さ
ん
も
専
門
的
な
技
術
が
要
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

田
中
え
え
、
要
る
ん
で
す
。
百
五
十
日
間
近
く
朝

四
時
起
き
で
山
に
入
る
。
そ
し
て
、
一
本
の
木
に
十
ヵ

所
か
ら
十
ニ
ヵ
所
ぐ
ら
い
目
立
て
し
ま
し
て
、
四
日

目
ご
と
に
一
本
ず
つ
揚
を
つ
け
て
回
っ
て
歩
く
。
山

立
て
で
一
日
百
本
、
四
日
目
ご
と
に
四
百
本
は
回
ら

な
い
と
労
務
費
が
出
な
い
ん
で
す
。
遊
び
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
雨
の
日
は
昔
か
ら
休
業
で

す。
掻
き
子
さ
ん
の
採
算
性
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。
漆
を
植
え
る
、
保
育
、
採
取
、
そ
し
て
精

製
と
い
う
こ
と
も
、
選
定
保
存
技
術
の
重
要
な
作
業

な
ん
で
す
け
ど
。

大
滝
掻
き
子
さ
ん
に
対
す
る
措
置
は
ど
う
で
し
た
。

掻
き
子
さ
ん
は
専
業
で
す
よ
ね
。

田
中
今
ま
で
協
会
で
専
属
で
掻
い
て
い
た
だ
い
た

方
に
つ
い
て
は
、
出
来
高
払
い
と
い
う
わ
け
に
い
か

六
十
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

十
ニ
ト
ン
の
木
炭
を
消
費
し
ま
す
。
そ
し
て
で
き
る

鋳
が
ニ
ー
五
ト
ン
で
、
そ
れ
か
ら
玉
鋼
が
約
九
百
キ

ロ
グ
ラ
ム
と
れ
ま
す
。
最
初
の
こ
ろ
は
、
玉
鋼
の
使

い
方
が
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近

は
昔
の
よ
う
に
い
い
刀
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

大
滝
保
存
技
術
に
は
地
方
的
特
質
を
有
す
る
も
の

が
多
い
よ
う
で
す
ね
。
そ
の
ほ
か
、
国
で
は
和
紙
の

用
具
の
製
作
技
術
、
浮
世
絵
木
版
画
、
藍
を
製
造
す

る
技
術
、
植
物
染
料
な
ど
の
技
術
保
存
の
施
策
を

行
っ
て
い
ま
す
。

田
中
選
定
保
存
技
術
に
日
本
産
漆
の
生
産
と
精
製

が
あ
っ
て
、
文
化
財
漆
協
会
が
そ
の
団
体
と
し
て
五

十
一
年
に
認
定
さ
れ
て
、
事
業
を
今
進
め
つ
つ
あ
り

ま
す
。国

か
ら
助
成
を
い
た
だ
い
て
、
五
十
二
年
か
ら
直

接
苗
木
の
育
成
か
ら
ズ
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
現
在
ま

で
に
岩
手
県
の
浄
法
寺
地
区
に
青
森
営
林
局
と
の
分

収
に
よ
る
契
約
を
し
ま
し
て
、
現
在
、
二
十
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
約
三
万
本
を
植
栽
し
て
お
り
ま
す
。

南
文
化
財
漆
協
会
以
外
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
広
さ
、

本
数
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

田
中
地
元
の
洋
法
寺
漆
生
産
組
合
と
の
結
束
が
実

現
し
、
本
協
会
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
植
栽
面
積
が
確
保

さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化
庁
か
ら
助
成
を
い
た
だ
き
、

我
々
が
刺
激
を
与
え
た
と
も
い
え
ま
す
。
そ
ん
な
こ

と
で
、
現
在
、
浄
法
寺
地
区
だ
け
で
約
五
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
ほ
ど
の
植
栽
地
が
一
応
で
き
て
、
漆
も
八
万
本
ぐ

ら
い
は
植
え
て
お
り
ま
す
。

南
半
分
半
分
ぐ
ら
い
の
場
所
で
や
っ
て
い
る
の
で

な
い
ん
で
す
。
日
当
払
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
掻
き
子
の
仕
事
が
重
労
働
だ
と
い
う
点
が

問
題
な
ん
で
す
。
四
時
起
き
で
、
お
日
様
が
上
っ
て

か
ら
す
ぐ
作
業
で
す
が
、
こ
れ
は
樹
幹
温
度
と
大
気

温
度
の
落
差
に
よ
っ
て
漆
が
採
れ
る
も
の
で
す
か
ら

し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
夏
場
で
す
と
三
時
半
か
ら

六
時
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

C

昔
の
漆
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
植
栽

形
式
が
山
裾
と
か
、
畑
周
り
と
か
、
分
散
の
形
で
植

え
て
い
た
ん
で
す
。
一
本
幾
ら
で
掻
き
子
さ
ん
が

買
っ
て
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
今
で
こ
そ
一
本
二
千

円
ぐ
ら
い
が
相
場
の
よ
う
で
す
が
、
戦
後
か
ら
つ
い

こ
の
間
ま
で
千
円
だ
っ
た
。
昔
は
一
本
五
百
円
で
し

た
。
一
本
か
ら
ど
れ
だ
け
採
れ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

山
植
え
し
て
か
ら
十
二
年
、
目
通
し
樹
周
三
十
セ
ン

，
ズ
直
径
で
十
ニ
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
い
て
平
均
百
五
十
か
ら
百
七
十
グ
ラ
ム
で
す
。

キ
ロ
五
万
円
で
す
。
は
っ
き
り
言
い
ま
し
て
、
山
出

し
の
値
段
は
う
ん
と
安
い
。
掻
き
子
さ
ん
が
自
分
で

木
を
買
っ
て
、
そ
れ
で
採
っ
て
い
た
の
で
は
食
え
な

い
ん
で
す
。
今
み
た
い
に
植
栽
が
集
約
さ
れ
た
形
で

し
た
ら
、
か
な
り
労
働
力
も
小
さ
く
て
済
む
。
昔
は

オ
ー
ト
バ
イ
で
走
り
回
っ
て
掻
き
集
め
て
い
ま
し
た
。

南
今
、
五
万
円
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
、
中

国
の
漆
と
い
う
の
は
だ
い
ぶ
前
の
値
段
だ
と
思
い
ま

す
が
、
キ
ロ
一
万
円
だ
そ
う
で
す
ね
。

田
中
三
分
の
一
ぐ
ら
い
で
す
。

南
掻
き
子
さ
ん
の
平
均
年
齢
は
何
歳
ぐ
ら
い
で
す

、tOカ田
中
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大
滝
掻
き
子
さ
ん
は
何
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

田
中
昔
は
浄
法
寺
だ
け
で
三
百
人
い
た
ん
で
す
が
、

今
は
三
十
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
ん
で
す
。
協
会
閲

係
で
は
現
在
、
一
人
だ
け
で
す
。
岩
舘
正
二
さ
ん
と

い
う
方
が
指
導
者
で
、
い
と
こ
の
岩
舘
稲
吉
郎
さ
ん

が
専
属
の
掻
き
子
さ
ん
で
す
。
上
手
で
す
し
、
漆
の

量
も
あ
る
程
度
確
保
で
き
る
し
、
品
質
も
い
い
の
で
、
．

そ
の
方
に
専
属
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

大
滝
玉
鋼
製
造
の
ほ
う
の
伝
承
者
の
熱
意
と
い
う

の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木
「
た
た
ら
」
で
は
村
下
さ
ん
と
い
う
指
導
者

が
お
り
、
操
業
の
技
師
長
で
す

C

昔
で
す
と
百
代
の

操
業
に
従
事
し
て
一
人
前
だ
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す

け
れ
ど
も
'
:
'
’
,
0

大
滝
一
代
は
大
体
何
日
ぐ
ら
い
で
す
か
。

鈴
木
操
業
に
必
要
な
工
程
す
べ
て
を
含
め
ま
す
と
、

基
礎
か
ら
炉
を
築
き
、
砂
鉄
。
木
炭
の
装
入
か
ら
ふ

い
ご
の
風
を
止
め
て
炉
を
こ
わ
し
て
鉗
出
し
ま
で
で
、

約
一
週
間
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
す
。

大
滝
た
た
ら
操
業
の
み
に
で
す
ね
。

鈴
木
そ
う
で
す
。
昔
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
現

在
は
専
業
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
難
し
く
な
り
ま
し

た
。
一
年
の
う
ち
冬
期
に
三
代
し
か
操
業
は
ご
ざ
い

二
年
か
ら
採
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
今
、
平
均

四
百
五
十
本
ぐ
ら
い
毎
年
採
取
し
て
い
る
ん
で
す
。

年
間
の
最
は
八
十
キ
ロ
か
ら
八
十
五
キ
ロ
ぐ
ら
い
で
、

初
、
．
盛
、
末
、
裏
目
（
採
取
生
漆
の
種
類
）
に
区
分

し
ま
す
。
精
製
の
ほ
う
も
研
修
を
兼
ね
ま
し
て
、
蛾

色
と
木
地
呂
（
木
地
呂
漆
）
を
隔
年
ご
と
に
翁
沢
の

漆
屋
を
講
師
に
呼
ん
で
や
っ
て
い
る
。
精
製
設
備
は

文
化
庁
の
助
成
で
購
入
し
た
な
や
し
く
ろ
め
機
r

遠

心
分
離
機
で
す
。

鈴
木
そ
う
い
う
材
料
が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
発
達
し
た
高
度
な
蒔
絵
技
術
は

恐
ら
く
表
現
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
日
本
蒔
絵
の

特
色
は
日
本
産
の
漆
材
料
が
あ
っ
て
出
来
上
が
っ
た

も
の
と
思
い
ま
す
。

大
滝
日
本
伝
統
工
芸
展
出
品
作
は
、
比
較
的
細
か

い
と
こ
ろ
を
ね
ら
っ
た
作
品
が
多
い
の
で
す
が
、
ほ

か
の
展
覧
会
、
美
術
展
あ
た
り
で
す
と
、
パ
ネ
ル
も

の
も
多
く
な
る
。
パ
ネ
ル
な
ど
は
中
国
産
で
い
け
ま

す
か
。

田
中
え
え
。
造
形
材
料
と
し
て
の
漆
に
な
る
だ
け

で
す
か
ら
。
技
法
中
心
に
使
う
の
と
ち
ょ
っ
と
わ
け

が
違
う
ん
で
す
。

大
滝
た
た
ら
吹
き
伝
承
者
養
成
事
業
は
、
国
庫
補
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助
事
業
で
す
が
、
負
担
分
は
ど
う
い
う
形
で
支
出
さ

れ
て
い
ま
す
か
。
玉
鋼
は
刀
匠
の
方
々
へ
お
売
り
に

な
り
ま
す
よ
ね
。

鈴
木
え
え
。
操
業
で
製
造
さ
れ
た
玉
鋼
を
主
と
す

る
和
銑
・
和
鋼
は
す
べ
て
売
却
し
、
そ
の
収
入
を
補

助
事
業
費
の
経
費
と
負
担
金
に
あ
て
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
協
会
の
特
別
会
計
で
や
っ
て
い
ま
す
。

南
漆
の
場
合
も
、
た
た
ら
の
場
合
も
、
実
際
の
摺

く
人
と
か
の
日
当
と
い
い
ま
す
か
、
手
当
は
補
助
対

象
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。

大
滝
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
、
掻
き
子
さ
ん
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
も
っ
と
若
い
人
に
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う
な

手
だ
て
は
あ
り
ま
せ
ん
か

C

需
要
と
供
給
の
問
題

田
中
そ
う
で
す
ね
、
需
要
と
供
給
と
の
問
題
に
尽

き
ま
す
。
需
要
が
あ
れ
ば
、
「
銭
に
な
る
の
な
ら
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
が
…
…
。

今
後
は
生
産
組
合
、
掻
き
子
さ
ん
も
含
め
た
組
織

を
ど
う
や
っ
て
助
成
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
協
会
は
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
一

生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
が
、
人
夫
賃
金
、
出
稼
ぎ
の

ま
せ
ん
か
ら
。

最
近
、
需
要
が
増
え
て
四
代
と
い
う
状
態
で
す
が
、

と
て
も
専
業
と
い
う
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。

大
滝
操
業
し
始
め
る
と
、
炉
を
た
い
て
r

砂
鉄
を

入
れ
始
め
て
か
ら
最
後
に
鉗
が
出
て
く
る
ま
で
三
昼

夜
ぐ
ら
い
か
か
り
、
た
た
ら
吹
き
の
三
昼
夜
は
r

と

に
か
く
徹
夜
仕
事
の
休
め
な
い
仕
事
で
し
た
ね
。

鈴
木
炉
に
火
が
入
っ
た
ら
焙
の
色
や
風
力
、
ま
た

砂
鉄
や
木
炭
の
装
入
な
ど
神
経
が
は
り
つ
め
不
眠
不

休
に
な
り
ま
す
。
操
業
に
入
っ
た
ら
休
め
な
い
仕
事

で
す
。
そ
の
時
は
全
部
そ
れ
に
か
か
り
っ
き
り
に
な

る
わ
け
で
す
。

田
中
漆
の
場
合
で
も
、
六
月
十
日
か
ら
十
一
月
の

初
旬
ま
で
約
百
二
、
三
十
日
は
一
番
い
い
漆
が
採
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
も
う
缶
詰
め
に
な
る
わ
け
で
す
。

大
滝
伝
承
者
養
成
事
業
の
一
部
を
補
助
し
、
仕
事

を
見
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
若
い
人
が
、
こ
う
い
う
事
業
に
参
加
し
て
く
れ

る
た
め
に
は
、
生
活
を
何
ら
か
の
形
で
補
障
し
な
い

と
、
特
に
保
存
技
術
の
ほ
う
で
は
派
手
な
と
こ
ろ
が

な
い
だ
け
に
、
人
が
集
ま
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
も
し
ま
す
ね
。

田
中
漆
の
場
合
で
も
、
食
え
な
か
っ
た
ら
や
ら
な

い
、
こ
れ
が
現
実
で
す
よ
ね
。
我
々
と
し
て
も
会
長

の
色
紙
を
送
っ
た
り
、
協
会
で
表
彰
し
た
り
は
し
て

い
ま
す
が
：
・
。
と
に
か
く
、
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る

方
々
に
は
多
少
と
も
意
欲
的
な
気
持
ち
を
持
っ
て
も

ら
っ
て
お
り
、
精
神
的
な
あ
る
程
度
の
充
足
は
で
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

大
滝
伝
統
工
芸
の
作
家
も
中
国
産
漆
を
使
っ
て
い

ま
し
た
よ
ね
。

田
中
え
え
、
ほ
と
ん
ど
。
今
、
分
業
の
形
で
塗
り

を
や
っ
て
い
る
方
で
し
た
ら
、
と
て
も
日
本
産
だ
け

で
は
使
い
切
れ
な
い
。

漆
屋
が
三
割
ぐ
ら
い
日
本
産
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
形

で
作
家
に
供
給
し
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

大
滝
文
化
財
漆
協
会
で
生
産
さ
れ
た
日
本
産
漆
は
、

ど
う
い
う
形
で
分
配
さ
れ
る
の
で
す
か
。

田
中
人
間
国
宝
の
先
生
方
は
、
全
員
協
会
の
特
別

会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
買
っ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。
協
会
は
基
金
が
な
か
っ
た
ら
動
き
が
と
れ
ま

せ
ん
の
で
、
協
会
の
会
員
展
を
毎
年
や
り
ま
し
て
、
＇

売
約
成
立
分
に
つ
い
て
は
、

9

二
割
を
協
会
に
寄
付
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

揺
会
の
活
動
は
、
青
葉
に
な
っ
た
ら
草
も
生
え
る

し
、
下
草
刈
り
が
始
ま
り
ま
す
か
ら
、
プ
ー
ル
し
た

基
金
で
つ
な
い
で
い
ま
す
。
会
員
三
百
五
十
人
の
会

費
は
年
間
八
千
円
で
す
か
ら
、
知
れ
た
も
の
で
す
。

会
報
の
発
行
と
か
、
事
務
の
経
費
で
ほ
と
ん
ど
消
費

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

南
会
員
の
方
で
、
そ
の
年
に
採
ら
れ
た
漆
を
全
部

分
配
さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
か
。

田
中
え
え
。
ほ
と
ん
ど
分
配
し
て
い
ま
す
。
平
成

ほ
う
が
有
利
に
な
れ
ば
、
山
に
残
る
人
も
い
な
く
な

る
で
し
ょ
う
。

二
十
年
先
、
三
十
年
先
を
考
え
ま
す
と
、
し
っ
か

り
し
た
生
産
組
合
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
組
合
の
中
で

漆
の
栽
培
か
ら
採
取
ま
で
、
管
理
で
き
る
よ
う
な
形

に
し
な
い
と
難
し
い
。
半
官
半
民
的
な
形
で
法
人
化

す
る
と
か
、
基
金
運
営
で
人
件
費
の
半
分
ぐ
ら
い
は

賄
え
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
い
と
、
日
本
産
漆
の
生

産
の
仕
事
も
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

大
滝
「
日
刀
保
」
の
ほ
う
は
い
か
が
で
す
か
。

鈴
木
今
の
と
こ
ろ
協
会
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
協
会

が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
け
ま
す
。
玉
鋼
も
最
初

の
頃
は
r

余
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近

は
需
要
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

刀
匠
の
間
題
以
外
に
、
文
化
財
修
理
用
の
、
釘
と

か
、
か
す
が
い
と
か
の
昔
の
製
法
に
よ
る
建
築
•
仏

像
彫
刻
の
修
理
用
に
使
い
た
い
と
い
う
相
談
も
あ
り
、

需
要
は
十
分
賄
っ
て
い
け
る
。
た
だ
コ
ス
ト
が
問
題

で
す
。

大
滝
需
要
は
な
く
な
ら
な
く
て
も
、
原
材
料
生
産

に
か
け
る
経
費
は
相
当
で
し
ょ
う
か
ら
、
必
ず
し
も

安
い
価
格
で
の
提
供
と
は
い
か
な
い
の
で
し
ょ
う
。

南
例
え
ば
刃
物
で
す
ね
。
通
産
省
の
伝
統
的
工
芸

品
に
指
定
さ
れ
た
も
の
に
ま
で
回
す
量
は
な
い
ん
で

f

、A
0

す
カ

鈴
木
伝
産
（
伝
統
的
工
芸
品
産
業
）
の
ほ
う
へ
渡

す
と
な
れ
ば
、
や
は
り
コ
ス
ト
的
に
高
く
な
り
、
商

売
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

大
滝
保
存
技
術
の
伝
承
者
活
動
で
で
き
た
材
料
は
、

商
売
用
で
は
な
く
て
、
や
は
り
作
家
用
か
特
殊
な
も

- 9 -- _-8 --



の
用
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頂
点
に
は
重
要
無

形
文
化
財
保
持
者
の
よ
う
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん

で
す
。日

本
産
の
漆
が
で
き
た
り
、
玉
鋼
が
供
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
作
品
に
何
か
変
化
が
見
ら
れ
る
と

か
、
そ
ん
な
こ
と
は
お
感
じ
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

田
中
一
般
の
若
手
会
員
た
ち
は
、
協
会
の
漆
を
当

て
に
し
て
、
待
ち
遠
し
い
の
が
現
状
て
す
。
と
い
う

の
は
、
品
質
が
安
定
し
、
純
粋
で
あ
る
か
ら
で
す
。

漆
に
よ
る
作
品
の
価
値
観
を
見
出
し
て
く
れ
て
い
る

よ
う
で
す
ね
。

大
滝
刀
剣
の
ほ
う
は
ど
う
で
す
か
。

鈴
木
刀
剣
も
大
体
、
玉
鋼
を
使
っ
て
い
ま
す
。
日

本
刀
の
製
作
が
第
二
次
大
戦
以
後
、
一
時
途
絶
え
て
、

再
興
し
た
時
期
か
ら
比
べ
れ
ば
、
玉
鋼
製
造
に
よ
っ

て
刀
剣
製
作
は
非
常
に
大
き
な
発
達
を
遂
げ
た
と
思

い
ま
す
。
玉
鋼
を
皆
さ
ん
添
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
刀
剣
の
美
術
的
水
準
も
相
当
に
上
が
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
材
料
、
道
具
が
今
ま
で
は
ど

う
し
て
も
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
見
え
な
か
っ
た
の

が
、
多
少
と
も
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
f

そ
の
材
料
を
つ
く
り
出
す
も
と
の
道
具
も
必
要

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
刀
剣
だ
け
の
問
題

で
も
な
く
、
伝
統
工
芸
の
全
般
に
共
通
す
る
問
題
で

す。田
中
漆
掻
き
鎌
を
製
作
す
る
鍛
冶
屋
さ
ん
は
山
一

つ
隔
て
た
青
森
県
の
田
子
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
軒

あ
る
ん
で
す
。
昔
は
今
立
（
福
井
県
）
に
三
軒
ぐ
ら

い
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

事
を
依
頼
さ
れ
る
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
方
は

島
根
県
の
江
津
の
方
だ
そ
う
で
す
。

南
登
り
窯
と
い
う
の
は
公
害
条
例
が
出
て
、
地
域

に
よ
っ
て
は
使
い
づ
ら
く
な
り
ま
し
た
。
今
の
作
家

に
し
て
も
ほ
と
ん
ど
ガ
ス
窯
、
電
気
窯
に
よ
る
合
理

的
な
方
法
に
切
り
替
わ
っ
て
き
て
い
る
c

し
か
し
、

焼
き
物
の
質
に
よ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
現
在
で

は
伝
統
的
な
登
り
窯
を
薪
で
た
い
た
ほ
う
が
、
ガ
ス

窯
で
焼
い
た
も
の
よ
り
も
い
い
も
の
が
で
き
る
と
い

う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
地
域
の
作
家
に
聞
く
と
、
燃
料
の
薪
の

ほ
う
は
比
較
的
入
手
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

湮
こ
れ
も
聞
い
た
話
で
す
が
、
瀬
戸
の
ほ
う
で
は
注

伝
文
に
応
じ
て
窯
の
復
元
と
か
、
修
理
を
諧
負
う
業
者

と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
愛
知
県
の
陶
磁
資
料
館
で
古
い

存
窯
を
復
元
す
る
と
き
に
も
、
そ
こ
に
依
頼
し
た
そ
う

保
で
す
。
そ
う
い
え
ば
、
芸
大
も
取
手
（
千
葉
県
）
に

登
り
窯
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
ね
。

の
大
滝
築
窯
の
需
要
は
幾
ら
か
は
あ
る
よ
う
で
、
関

術披雰
係
技
術
者
も
ま
だ
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
し
た
技
術
者
の
若
手
を
積
極
的
に
育
成
す
る
必

、tO

戻才
要
は
あ
り
ま
す
カ

貝化
南
そ
れ
は
ど
う
で
す
か
ね
。
窯
に
も
そ
の
土
地
、

文
土
地
に
よ
っ
て
様
式
が
あ
り
、
例
え
ば
備
前
な
ら
備

：
前
と
か
、
京
都
の
京
窯
形
式
と
か
ね
。
記
録
は
と
っ

集
て
お
く
と
い
う
こ
と
か
な
と
い
う
感
じ
も
す
る
ん
で

特
す
。
需
要
が
あ
れ
ば
い
い
で
す
が
、
今
の
公
害
条
例

．
 

で
使
用
の
規
制
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
く

る
と
：
゜
•
•
•
O

こ
の
田
子
の
中
畑
長
次
郎
さ
ん
が
選
定
保
存
技
術
の

技
術
者
と
し
て
酪
定
を
受
け
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

掻
き
鎌
が
成
り
立
ち
、
漆
の
採
取
も
可
能
と
な
っ
て

い
る
ん
で
す
。

大
滝
日
本
産
漆
に
し
て
も
、
玉
鋼
に
し
て
も

f

重

要
無
形
文
化
財
の
聾
云
関
係
＇
日
本
刀
の
技
術
を
守

ら
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
、
保
存
技
術
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
話
を
お
聞
き

し
て
い
る
と
、
重
要
無
形
文
化
財
の
仕
事
の
ほ
か
に

伝
統
工
芸
の
関
係
者
ま
で
潤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

そ
う
し
ま
す
と
、
重
要
無
形
文
化
財
だ
け
で
は
な

く
て
｀
．
一
般
の
伝
統
工
芸
の
関
係
者
の
状
況
を
考
え

た
上
で
、
保
存
技
術
の
保
誤
を
検
討
し
て
ゆ
く
の
か

な
と
い
う
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。

南
そ
れ
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
保
持
者
以
外
の

人
た
ち
で
も
、
質
の
高
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
れ

ば
、
当
然
い
い
材
料
が
必
要
と
な
る
。
作
家
は
い
い

も
の
を
つ
く
り
た
い
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
ま
で
広
げ

て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

田
中
そ
う
な
る
と
、
採
算
ベ
ー
ス
と
い
う
問
題
枢

そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
く
る

c5

伝
統
を
ど
こ
ま
で

堅
持
で
き
る
か
と
い
う
矛
盾
も
生
じ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

大
滝
保
存
技
術
に
よ
っ
て
、
文
化
財
も
し
く
は
伝

統
一
ー
一
芸
な
ど
の
伝
統
性
の
一
部
も
保
詞
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
保
存
技
術
は
大
事

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
文
化
財
保
存
技
術
の
代
替

技
法
と
か
r

代
替
材
料
r

代
替
道
具
づ
く
り
は
、
ど

の
へ
ん
ま
で
考
え
方
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

大
滝
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
伝
統
技
術
の

伝
統
性
も
ど
う
い
う
具
合
に
改
め
ら
れ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
。
考
え
方
自
体
が
変
化
し
て
い
く
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
：
．
゜
：

0

ゅ
う
や
く

南
磁
器
の
釉
薬
と
し
て
の
梓
灰
は
、
重
要
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
色
鍋
島
」
や
「
柿
右
衛

に
ご
し
で

門
（
濁
手
）
」
の
釉
薬
と
し
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

い
す
の
き

も
の
で
す
。
こ
れ
は
宮
崎
産
の
枠
の
樹
皮
を
焼
い
た

は
い
ぐ
す
り

灰
で
す
。
梓
灰
も
そ
う
で
す
が

f

一
般
の
灰
釉
に
使

わ
れ
る
雑
木
灰
や
藁
灰
を
集
め
る
人
も
だ
ん
だ
ん
い

な
く
な
り
ま
し
た
。
作
家
に
よ
っ
て
は
農
家
の
人
に

頼
ん
で
焼
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と

f

ど

う
し
て
も
不
純
物
が
入
っ
て
き
ま
す
ね
。
そ
れ
以
外

の
灰
釉
と
称
し
て
い
る
も
の
は
合
成
の
灰
で
す
。
溶

け
れ
ば
灰
釉
ら
し
く
見
え
る
け
れ
ど
も

f
7

全
然
品
が

な
く
て
、
色
ば
か
り
青
っ
ぽ
い
よ
う
な
作
品
を
見
か

け
ま
す
ね
。

大
滝
磁
器
の
絵
付
け
に
使
わ
れ
る
だ
み
筆
は
い
か

が
で
す
か
。

南
こ
れ
も
京
都
で
使
う
染
め
付
け
の
だ
み
筆
と
、
'

有
田
地
方
の
と
は
違
う
よ
う
で
す
。
た
だ
し

r

筆
の

毛
が
問
題
で
す
。
こ
れ
も
や
は
り
外
固
か
ら
輸
入
し

て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
有

田
へ
行
っ
て
み
た
ら
、
昔
は
竹
の
筒
で
太
い
、
い
か

に
も
伝
統
的
な
用
具
だ
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
今

は
プ
リ
キ
を
巻
い
た
よ
う
な
筒
に
筆
の
穂
を
つ
け
て

や
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚
き
ま
し
た
。

大
滝
変
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。

南
い
や
、
み
ん
な
そ
う
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

有
田
の
も
の
は
広
島
の
業
者
が
行
商
み
た
い
に
し
て

の
で
し
ょ
う
か
。

南
例
え
ば
漆
で
も
、
日
本
産
の
漆
に
限
度
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
中
菌
産
の
も
の
を
代
用
す
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
ね
。
木
工
品
に
な
る
と
、
唐
木
と
か
、

桐
材
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
も
外
国
か
ら
輸
入
し
て

い
ま
す
ね
。
紫
檀
、
黒
檀
と
い
っ
た
唐
木
な
ど
は
昔

か
ら
輸
入
品
で
す
し
：
．
．
．
．
o

田
中
日
本
全
土
、
漆
は
植
え
て
植
え
ら
れ
な
い
こ

と
は
な
い
。
だ
け
ど
、
実
際
に
は
受
け
皿
の
あ
る
場

所
で
な
い
と
成
り
立
た
な
い
。
浄
法
寺
は
、
営
林
局
、

町
及
び
県
を
あ
げ
て
協
力
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
漆

栽
培
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
日
本
産

漆
の
需
要
に
は
と
て
も
追
い
つ
け
な
い
の
が
現
状
で

す
e

南
植
栽
の
き
く
原
料
と
違
っ
て

f

焼
き
物
と
か
、

主
属
の
場
合
、
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
と
r

な
く
な
る

原
料
も
あ
る
。
陶
土
と
か
、
陶
石
な
ん
か
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
地
元
で
調
製
で
き
る
場
合
が
多
い
ら
し
い

ん
で
す
が
、
遠
い
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
と
r

産
地

に
よ
っ
て
は
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と

r

似
通
っ
た
原
料
を
外
か
ら
購
入
し
な
け
れ
ば
、
同
じ

よ
う
な
材
質
の
も
の
が
維
持
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ

う
ね
。原

料
と
用
臭
の
維
持

大
滝
陶
土
の
話
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
例
え
ば
上

絵
具
と
か
、
だ
み
筆
と
か
、
．
杵
灰
と
か
、
こ
の
辺
の

問
題
は
ど
う
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
最
近
聞

い
た
話
で
す
が
、
萩
の
三
輪
休
雪
さ
人
が
登
り
窯
を

っ
＇
べ
ら
れ
る
お
り
に
、
い
わ
ゆ
る
築
窯
技
術
者
に
仕

有
田
の
ほ
う
へ
回
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

じ
ば
た

大
滝
染
織
あ
た
り
で
も
地
機
を
つ
く
る
人
が
い
な

お
さ

く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
機
織
り
に
使
う
歳
と
か
、

ひ杵
の
技
術
者
が
い
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
京
都
府
あ

た
り
は
抒
、
策
を
つ
く
ら
れ
る
方
を
府
の
選
定
保
存

技
術
に
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
…
•
•
•
O

絹
糸
あ
た
り
で
も
、
昔
の
よ
う
な
照
り
の
い
い
細

い
生
糸
を
使
お
う
と
し
ま
す
と
、
や
は
り
桑
の
栽
培

ま
で
話
は
お
り
て
き
ま
す
。
栽
培
と
な
り
ま
す
と
、

畑
の
検
討
か
ら
入
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
畑
の
選
定
、

施
肥
の
問
題
、
桑
の
管
理
、
そ
し
て
良
質
で
昔
な
茄

ら
の
蚕
を
ど
う
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
絹
糸
―
っ
と
り
ま
し
て
も
、
伝
統
に
固
執
す
れ

ば
、
際
限
の
な
い
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
工
程
が

問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
i
.
-ーー

文
化
庁
が
ど
れ
だ
け
カ
バ
ー
し
切
れ
る
か
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。

南
い
い
紬
糸
は
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ら

し
い
で
す
ね
。

大
滝
え
え
。
蚕
も
日
本
産
の
い
い
蚕
は
あ
る
よ
う

で
す
が
、
高
い
と
い
う
こ
と
か
ら
r

ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ

シ
ア
、
中
国
等
か
ら
輸
入
し
た
安
い
蚕
で
生
糸
を
つ

く
ら
せ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
昔
の
細
い
照
り
の

い
い
生
糸
や
紬
糸
は
な
か
な
か
入
手
し
に
く
い
の
が

現
状
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
木
た
た
ら
で
も
砂
鉄
の
ほ
か
に
、
大
量
な
木
炭

が
要
る
ん
で
す
。
特
殊
な
炭
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、

た
た
ら
用
の
炭
を
焼
い
て
も
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
r

焼
く
人
が
い
な
い
。
現
在
は
二
人
だ
け
し
か
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
方
も
五
十
代
と
い
い
ま
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す
か
ら
、
後
継
者
で
頭
が
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。

大
滝
掻
き
子
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
問
題
に
な
っ
て

き
ま
す
ね
。

鈴
木
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
r

刀
の
こ
と
で
す

と
、
刀
全
体
を
考
え
た
場
合
、
鑓
が
必
要
で
す
し
、

さ
や鞘

も
要
る
し
、
柄
糸
な
り
、
金
具
も
要
り
ま
す
。
鞘

に
は
従
来
の
漆
塗
り
の
技
法
喧
当
然
出
て
く
る
。
鞘

塗
り
は
特
殊
な
塗
り
で
す
が
、
今
や
る
方
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。
日
本
産
の
漆
を
も
っ
て
鞘
塗
り
を
や
る

必
要
が
あ
る
ん
で
す
が
…
…
。

さ
め

大

滝

鞘
r

柄
を
つ
く
る
と
き
に
使
う
鮫
皮
な
ど
の

入
手
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木
こ
れ
も
日
本
産
で
な
く
て

i

．
輸
入
材
で
す
。

神
戸
お
た
り
の
業
者
料
ま
と
め
て
買
っ
て
い
る
よ
う

で
す
ね
。
古
く
か
ら
の
ス
ト
ッ
ク
は
量
的
に
は
少
な

い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
な
く
て
は
な
ら
ん
材
料
で
す
。

田
中
漆
を
植
え
る
意
欲
は
、
用
材
と
し
て
使
え
る

と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
満
た
さ
れ
ま
す

C

昔
は
海
洋

漁
業
の
浮
き
に
漆
樹
を
使
っ
て
い
た
。
冒
そ
れ
か
ら
、
~

廃
藩
置
県
前
の
藩
制
時
代
に
和
蝋
を
漆
か
ら
採
っ
て

い
た
。
松
田
先
生
も
薬
剤
効
果
が
必
ず
漆
に
は
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
、
津
村
研
究
所
の
ほ
う
に
青
い
積
を

送
っ
た
り
し
て
、
分
析
結
果
を
も
ら
っ
て
い
た
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
漆
は
た
だ
樹
液
を
採
る
だ
け
で
は

な
し
に
、
多
角
的
に
そ
う
い
う
利
用
方
面
が
あ
る
は

ず
な
ん
で
す
。

大
滝
協
会
の
漆
で
コ
ー
ヒ
ー
を
つ
く
る
話
で
す
が
、

あ

れ

は

ど

う

な

り

ま

し

た

。

＾

田
中
現
在
、
浄
法
寺
で
も
や
っ
て
い
ま
す
。
浄
法

寺
の
観
光
客
に
は
漆
の
実
で
つ
く
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
を

と
か
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
技
術
を
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
伝
統
技
術
の
伝
統
性
に
つ
い
て
は
、

早
急
に
解
決
で
き
な
く
て
も

f

技
術
者
な
り
我
々
が

し
っ
か
り
し
た
考
え
を
探
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
し
た
面
で
教
育
委
員
会
の
協
力
と
か
、

芸
術
文
化
振
興
基
金
の
助
成
を
仰
ぐ
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。保

持
団
体
等
と
連
携

大
滝
そ
れ
か
ら

r

重
要
無
形
文
化
財
で
は
保
持
団

亭
体
指
定
が
あ
り
ま
し
て
、
保
存
会
が
十
一
団
体
あ
り

伝
ま
す
が
、
先
般
連
絡
協
議
会
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

と
関
係
者
は
、
保
存
技
術
の
こ
と
に
多
大
な
関
心
を
寄

存
せ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
保
持
団
体

保
指
定
で
は
指
定
要
件
で
原
材
料
と
か
道
具
が
定
義
、

0
・
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
全
国
重

要
無
形
文
化
財
保
持
団
体
協
議
会
」
か
ら
も
積
極
的

術

に
保
存
技
術
に
対
す
る
措
置
策
を
議
論
い
た
だ
い
た

披存呆
り
、
要
望
を
出
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
る

オ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
関
係
者
同
志
の
情
報
交
換
も

目
5化

大
切
で
す
。

文
さ
ら
に
、
関
連
す
る
省
庁
、
通
産
省
、
農
水
省
と

:
．
の
協
力
も
将
来
は
不
可
欠
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を

集
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。

料
南
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
審
議
会
の
原
材
料
部
会

⑬
 

で
は
、
専
門
家
を
委
嘱
し
ま
し
て
、
和
紙
の
原
料
と

か
、
漆
、
木
工
、
そ
れ
か
ら
陶
芸
等
の
各
分
野
に
つ

出
し
て
い
ま
す
。
文
化
財
の
保
存
に
限
ら
ず
、
い
ろ

ん
な
方
面
に
漆
が
活
用
で
き
る
と
い
い
ん
で
す
が

…
…
。
現
在
で
は
漆
液
の
採
取
の
み
に
使
っ
て
、
「
殺

甜
う
が
こ
う
し
ん

し
掻
き
」
に
し
て
ま
す
。
朋
芽
更
新
と
い
う
方
法
で

は
こ
れ
し
か
な
い
。
「
養
生
掻
き
」
で
す
と
、
か
え
っ

て
労
務
費
が
か
さ
ん
で
ダ
メ
で
す
。

大
滝
「
殺
し
振
き
」
を
し
た
材
は
ど
う
す
る
ん
で

す
か
。

田
中
山
積
み
に
し
て
い
ま
す
。

大
滝
何
に
も
使
え
な
い
わ
け
で
す
ね
。

田
中
え
え
。
伐
採
し
な
か
っ
た
ら
、
朋
芽
更
新
で

き
ま
せ
ん
。
残
し
て
お
い
た
ら
、
立
ち
枯
れ
に
な
っ

て
根
も
や
ら
れ
る
。
も
っ
た
い
な
い
が
、
や
む
を
得

な
い
。

て
す
き

大
滝
重
要
無
形
文
化
財
に
は
手
漉
和
紙
も
あ
り
ま

が
ん
ぴ

し
て
、
猪
と
か
雁
皮
と
か
翠
原
材
料
と
し
て
大
切
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
の
と
こ
ろ
指
定
が
あ
る
の
は
楷
関
係
の
製
紙
技

術
で
す
。
雁
皮
の
も
の
も
か
つ
て
指
定
し
た
ん
で
す

が
、
保
持
者
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
桔
も
那
須
猪
あ

た
り
が
中
心
に
な
る
ん
で
す
が
｀
．
那
須
楷
の
い
い
も

の
炉
入
手
で
き
な
い
湯
合
、
い
ず
れ
は
外
国
産
を
使

わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
技
術

が
本
当
の
重
要
無
形
文
化
財
か
ど
う
か
と
い
う
検
査

体
制
も
改
め
て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。

外
国
産
の
原
材
料
、
道
具
・
用
具
、
・
い
わ
ゆ
る
代

替
技
法
を
使
っ
て
、
伝
統
技
術
の
伝
統
性
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
る
か
、
考
え
方
を
お
示
し
い
た
だ
け
た
ら
、

と
思
い
ま
す
が
；
．
o

い
て
、
昭
和
五
十
年
代
か
ら
十
年
間
ぐ
ら
い
に
わ

た
っ
て
、
使
用
原
材
料
の
現
状
と
問
題
点

r

そ
の
対

策
に
つ
い
て
協
諮
し
て
き
ま
し
た
。
伝
産
の
場
合
は

文
化
財
と
違
い
ま
し
て
、
各
産
地
が
主
体
に
な
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
個
人
個
人
の
作
家
が
調
査
対
象
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
指
定
し
た
産
地
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を

出
し
て
、
原
材
料
が
ど
う
い
う
状
態
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
回
答
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
資
料
に
基
づ

い
て
、
部
会
で
審
議
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
、
伝
産
の
場
合
は
、
何
と
い
っ
て
も
産
地
が

対
象
で
す
か
ら
｛
組
合
と
い
う
形
で
当
局
に
要
請
も

し
や
す
い
の
で
す
が
、
文
化
財
関
係
は
個
人
の
作
家

が
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
文
化
庁
へ
「
何
と

か
し
て
く
れ
」
と
い
う
の
は
な
か
な
か
言
い
に
く
い

面
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「
全
国
重
要

無
形
文
化
財
保
持
団
体
協
議
会
」
と
い
う
よ
う
な
団

体
、
あ
る
い
は
「
日
本
工
芸
会
」
あ
た
り
か
ら
国
に

対
し
て
進
言
し
て
い
く
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

大
滝
日
本
工
芸
会
の
お
話
も
出
ま
し
た
が
、
元
文

化
庁
長
官
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
安
嶋
蒲
日
本
工
芸
会

理
事
長
も
、
日
本
工
芸
会
と
保
存
技
術
の
仕
事
を
何

ら
か
の
形
で
関
連
づ
け
た
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。

工
芸
技
術
に
限
っ
た
重
要
無
形
文
化
財
の
保
存
上

か
ら
、
保
存
技
術
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け

で
す
が
、
重
要
無
形
文
化
財
を
守
る
た
め
の
保
存
技

術
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
将
来
、
非
常
に
狭
い
仕

事
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

例
え
ば
、
群
馬
県
の
岩
島
で
は
麻
を
精
製
し
て
、

瞭
材
料
と
伝
統
技
術
の
関
係

田
中
純
粋
の
漆
と
い
う
形
を
我
々
は
標
榜
し
て
、

そ
れ
が
自
分
の
仕
事
の
上
に
直
結
し
て
い
る
。
漆
芸

に
お
け
る
伝
統
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
微
細
な
と
こ
ろ

は
、
確
か
に
力
の
あ
る
漆
で
な
い
と
で
き
な
い
と
思

い
ま
す
。

し
か
し
、
漆
を
提
供
し
て
く
れ
る
漆
屋
さ
ん
と
い

う
の
見
喜
ば
れ
る
も
の
を
ど
う
当
て
は
め
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
で
漆
を
鯛
製
し
ま
す
。
向
き
向
き
に

よ
っ
て
ブ
レ
ン
ド
し
て
い
ま
す
。
大
手
の
ユ
ー
ザ
ー

は
そ
訊
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
作
家
の
場
合
そ
れ
で

は
困
る
。
し
か
し
、
蒔
絵
と
か
、
加
飾
の
関
係
の
人

は
使
用
量
が
少
な
い
の
で
、
漆
屋
も
作
家
の
言
う
こ

と
を
い
ち
い
ち
聞
い
て
い
ら
れ
な
い
人
で
す
。

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
も

f

漆
の
精
製
の
基
本
的
な
形

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
協
会

で
は
記
録
を
と
り
な
が
ら
煮
詰
め
て
は
い
ま
す
。

大
滝
漆
の
材
料
で
は
、
伝
統
性
の
云
々
よ
り
も
｀
．

今
の
と
こ
ろ
良
心
的
な
原
材
料
を
つ
く
つ
て
、
技
術

者
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。

田
中
え
え
。
今
の
時
点
は
、
そ
の
範
囲
な
ん
で
す
。

南
同
じ
漆
に
し
て
も
r

昔
か
ら
ず
っ
と
同
じ
漆

た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん

な
漆
が
昔
か
ら
歴
史
的
に
使
わ
れ
て
き
た
と
思
い
ま

す
C

そ
う
い
う
も
の
を
使
い
こ
な
す
と
い
う
か
、
そ

う
い
う
意
味
で
の
技
術
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

大
達
原
材
料
関
係
で
は
、
金
箔
づ
く
り
の
箔
打
ち

技
術
と
か
、
粉
つ
く
り
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
ま
た

f

と
ぎ
ず
み

金
工
。
刀
剣
こ
漆
芸
関
係
て
も
研
磨
の
砥
石
、
研
炭

麻
糸
の
原
材
料
を
つ
く
っ
て
い
る
。
（
平
成
四
年
四
月

号
掲
載
）
必
ず
し
も
無
形
、
有
形
の
文
化
財
が
あ
る

か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
伝
統
技
術
で
、

芸
術
的
に
価
値
が
あ
る
仕
事
で
は
な
い
が
、
原
材
料

の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
技
術
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
、
先
に
県
の
選
定
保
存
技
術
に
し
て
い
る
ん
で

す
ね
。
必
ず
し
も
文
化
財
が
あ
る
か
ら
選
定
保
存
技

術
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
な
ん
で
す
。

精
神
面
で
の
支
援
を

田
中
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
日

本
文
化
財
漆
協
会
の
会
員
展
は
、
浄
法
寺
に
お
け
る

日
本
産
漆
を
中
心
に
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
毎
年
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
基
金
に
繰
り
入

れ
た
り
も
し
て
い
る
ん
で
す
炉
、
文
化
庁
の
ご
後
援
一

3
 

の
名
義
を
頂
戴
し
ま
す
と
、
作
家
も
励
み
に
な
る
し
、
↓

権
威
づ
け
も
で
き
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
一
遍
、

十
回
展
の
時
に
は
後
援
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、

名
前
だ
け
で
も
結
構
で
す
か
ら
、
今
後
そ
う
い
う
こ

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
滝
技
術
者
を
優
遇
し
て
い
く
策
で
は
、
財
政
的

な
支
援
策
も
不
可
欠
な
の
で
す
が
、
一
方
で
は
、
技

術
者
の
表
彰
と
か

r

展
示
会
、
展
覧
会
開
催
の
時
に

文
化
庁
後
援
な
ど
で
国
か
ら
精
神
的
な
面
か
ら
の
応

援
も
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
地
味
な

仕
事
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
々
を
世
に
出
す
と
い
う

こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
技
術
保
存
を
す
る
上
で
最
も
大

事
な
こ
と
の

i

つ
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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