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重
視
さ
れ
た

各
地
か
ら
梅
の
た
よ
り
が
届
く
、
早
春

の
一
日
、
文
化
庁
次
長
室
に
お
じ
ゃ
ま
し

ま
し
た
。

柳
川
覚
治
次
長
か
ら
、
昭
和
五
十
二
年

度
予
算
に
こ
め
ら
れ
た
“
こ
こ
ろ
＂
と
も

い
う
よ
う
な
点
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

〈
清
原
〉

＊

＊

 

清
原
柳
川
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
つ
の
課
題
が
あ
っ
た

昭
和
五
十
二
年
度
の
予
算
案
が
決
ま
り

ま
し
た
が
、
担
当
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に

お
感
じ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

柳
川
五
十
二
年
度
予
算
で
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
が
二
つ
ご
ざ
い
ま
し
た
。

―
つ
は
、
文
化
行
政
の
長
期
計
画
懇
談
会
の

中
間
ま
と
め
で
、
今
後
の
文
化
行
政
の
あ
る

べ
き
方
向
と
い
う
の
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
来
年
度
す
ぐ
に
で
も
取
り
組
め

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
取
り
上
げ
て
い
く
と

関
わ
り
に
お
い
て
織
り
な
し
て
き
た
も
の
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
働
き
と
文
化
が
何
か

対
立
す
る
よ
う
に
と
ら
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん

で
、
日
本
人
は
や
は
り
働
い
て
い
か
な
け
れ

ば
い
か
ん
と
い
う
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
昔
の
人
は
働
き
な
が
ら
、
星
を
い
た
だ

き
、
月
を
な
が
め
て
と
い
う
よ
う
な
余
裕
を

持
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
今
日
の
管
理
社
会
は
、

す
べ
て
が
職
場
の
延
長
で
し
か
楽
し
み
を
見

い
出
し
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
へ
ん
は
、
わ
れ
わ
れ
も
反
省

し
な
く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。

清
原
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
…
…

廃
墟
の
中
か
も
始
ま
っ
た
芸
術
祭

と
こ
ろ
で
、
文
化
庁
の
仕
事
の
大
き
な

柱
と
い
い
ま
す
と
、
芸
術
文
化
の
振
興
と

文
化
財
保
護
の
充
実
で
す
ね
。
今
年
の
プ

ラ
ン
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
ま
ず
芸
術
文
化
の
振
興
の
ほ
う
か
ら

゜

．．．．．． 

柳
川
は
い
、
文
化
庁
の
仕
事
は
大
変
広
く

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
中
で
カ

点
を
お
い
て
や
っ
て
き
た
の
は
、
す
ぐ
れ
た

芸
術
文
化
の
振
興
と
創
作
活
動
の
助
成
等
の

施
策
、
移
動
芸
術
祭
、
青
少
年
劇
場
、
子
ど

も
劇
場
な
ど
で
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
を
広
く
国

民
、
子
ど
も
、
青
少
年
に
ふ
れ
る
機
会
を
与

え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
た
、
文

化
会
館
を
建
設
し
て
、
自
主
的
な
事
業
、
た

と
え
ば
、
県
単
位
で
県
民
芸
術
祭
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
補
助
し
た
り
し
て
や
っ
て
き
た
ん

で
す
よ
。

戦
後
昭
和
二
十
一
年
、
廃
墟
の
中
で
芸
術

祭
が
予
算
措
置
も
な
く
開
か
れ
た
ん
で
す
。

い
う
の
が
第
一
点
で
す
。
二
つ
に
は
そ
れ
以

上
に
、
国
立
の
文
化
施
設
の
建
設
問
題
が
山

積
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
国
立
の
歴
史
民

俗
博
物
館
、
演
芸
資
料
館
の
建
設
、
国
際
美

術
館
、
工
芸
館
の
開
館
、
そ
の
ほ
か
に
第
二

国
立
劇
場
、
国
立
能
楽
堂
、
国
立
文
楽
劇
場

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
つ
い
て
設
立
準

備
を
進
め
て
い
く
と
い
う
課
題
が
あ
る
わ
け

で
す
。
こ
の
二
つ
を
、
従
来
の
芸
術
文
化
の

振
興
、
文
化
財
保
護
施
策
の
推
進
拡
充
に
食

い
込
ま
な
い
よ
う
な
形
で
実
現
し
て
い
く
の

か
課
題
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
結
果
と
し
て
、

前
年
比
一
七
％
増
、
二
百
七
十
八
億
円
余
の

予
算
と
な
っ
て
、
文
部
省
予
算
の
伸
ぴ
が
一

三
％
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
重
点
を
お
い

て
い
た
だ
い
て
成
果
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

清
原
財
政
が
苦
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る

中
で
、
そ
れ
な
り
の
成
果
が
上
が
っ
た
要

因
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

当
時
の
芸
術
課
長
だ
っ
た
今
先
生
自
ら
、
芋

を
煮
て
…
•
P
.

清
原
出
演
者
の
食
事
の
用
意
を
な
さ
っ

た
わ
け
で
す
ね
。

柳
川
そ
う
、
そ
れ
で
予
算
も
な
く
始
め
た

芸
術
祭
が
三
十
一
年
た
っ
て
、
参
加
作
品
が

百
三
十
三
に
も
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
国
破
れ
、

物
は
な
い
。
そ
の
中
で
芸
術
が
あ
っ
た
、
文

化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
と
か
文

化
と
い
う
こ
と
を
一
番
よ
く
語
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
人
間
最
も
大

切
な
も
の
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ネ
。

清
原
心
の
中
の
大
切
な
も
の
、
心
の
糧

と
い
う
か
…
…

柳
川
こ
う
い
う
絵
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
飾

り
た
い
な
i
そ
れ
が
文
化
で
あ
り
、
芸
術

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
ま
さ

に
芸
術
文
化
と
い
う
の
は
、
人
間
の
心
の
価

値
と
し
て
大
事
に
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
も
っ
と
芸

術
文
化
は
気
楽
に
と
ら
え
て
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
至
芸
の
域
に
達
す
る
の
は

専
門
の
少
数
の
人
で
し
ょ
う
が
、
優
れ
た
芸

術
へ
の
足
が
か
り
に
な
る
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の

い
わ
ゆ
る
文
化
活
動
は
、
芸
術
文
化
と
い
う

広
い
概
念
で
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

清
原
そ
の
広
い
意
味
で
の
芸
術
文
化
を

振
興
し
て
い
く
上
で
、
具
体
的
な
お
話
を

お
う
か
が
い
し
て
い
き
た
い
ん
で
す
が
、

地
方
文
化
の
振
興
と
い
う
こ
と
で
は
、
お

話
に
出
ま
し
た
青
少
年
芸
術
劇
場
と
か
移

参
加
し
自
ら
創
り

出
し
て
い
（
文
化
活
動

”
文
化
“

何
故
文
化
行
政
が
重
視
さ
れ
た
か

柳
川
そ
れ
は
、
文
化
行
政
が
大
事
だ
と
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
地
方
行
政
に
お
い
て

も
、
文
化
行
政
は
今
後
の
大
き
な
目
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
ね
。
人
間
と
い
う
の
は
、
物
が

豊
か
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
心
の
充
実
を
願
っ
て
い
る
。
そ

の
面
か
ら
文
化
に
対
す
る
国
民
の
要
請
が
高

ま
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
我
が
国

で
は
戦
後
、
過
去
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い

う
急
激
な
変
革
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
？

い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
を
し
て
き
た
ん
で
す

が
、
今
日
、
本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
な
の

か
、
一
度
否
定
し
た
も
の
の
中
に
、
ほ
ん
と

に
人
間
の
大
事
な
も
の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
す
ら
起
こ
っ
て

き
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
―
つ
の
民
族
が

生
き
て
い
く
上
で
、
長
い
伝
統
の
中
、
歴
史

の
中
で
変
わ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
て
ず
っ
と
変

わ
ら
ず
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

そ
う
い
う
伝
統
文
化
を
尊
重
し
、
同
時
に
伝

動
芸
術
祭
と
か
、
参
加
す
る
文
化
活
動
の

促
進
と
か
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

ね。

柳
川
え
え
、
地
方
文
化
の
振
興
と
い
う
の

は
将
来
の
方
向
と
し
て
長
期
計
画
懇
談
会

で
い
わ
れ
て
い
る
の
が
五
つ
あ
り
ま
す
。
そ

の
第
一
が
、
国
民
が
参
加
す
る
文
化
活
動
の

推
進
で
す
。
移
動
芸
術
祭
な
ど
で
、
す
ぐ
れ

た
芸
術
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
芸
術
を
理
解
し
、
支

え
る
層
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
・
広
く

多
く
の
人
が
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
に
親
し
み
楽

し
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
見

る
文
化
か
ら
自
ら
参
加
し
、
自
ら
創
り
出
し

て
い
く
文
化
活
動
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
芸
術

を
支
え
る
底
面
積
の
拡
大
の
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
芸
術
文
化
の
面
で
も
世
界
の
す
ぐ
れ

た
芸
術
に
伍
し
て
い
く
た
め
、
日
本
特
有

の
新
し
い
文
化
の
創
造
を
し
て
い
く
た
め
の

施
策
、
と
同
時
に
そ
れ
を
支
え
る
国
民
全
体

の
文
化
水
準
を
高
め
る
こ
と
で
す
ね
。

清
原
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。

柳
川
日
本
に
は
、
各
地
に
産
業
基
盤
を
作

り
出
し
た
文
化
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
た
と
え

ば
江
戸
時
代
で
も
、
各
地
の
町
が
繁
栄
し
、
．

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
文
化
を
生
み
だ
し
た
。

そ
う
い
う
文
化
を
支
え
た
も
の
が
歴
史
の
中

に
ず
っ
と
あ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
我
が

国
の
最
先
端
の
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
や
っ
て

い
く
と
と
も
に
、
各
地
の
伝
統
文
化
を
生
か

し
、
そ
こ
に
活
力
あ
る
地
域
社
会
が
構
成
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
地
方
特
有
の
長
い
歴
史
を
と

お
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
文
化
を
大
切
に
し
、

ま
た
地
方
特
有
の
も
の
が
生
み
で
て
く
る
基

お

話

し

柳

川

覚

治

聞

き

手

清

原

れ

い

子

（
文
化
庁
次
長
）
及
ぴ
構
成
（
イ
ン
タ
ピ
ュ
ー
ア
ー
）

各
地
の
伝
統
文
化
を
生
か
し

活
力
の
あ
る
地
域
社
会
を

清
原
高
校
文
化
祭
へ
の
補
助
と
い
う
こ

と
も
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
…
…

柳
川
こ
れ
も
、
そ
う
い
う
面
か
ら
な
ん
で

す
よ
。
今
、
ゆ
と
り
あ
る
学
校
教
育
を
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
自
ら
行
動
し
創
り
だ

す
余
地
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
個
性
豊
か

な
面
を
発
揮
で
き
る
教
育
に
つ
な
が
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。
特
に
今
度
、
高
校
文
化
祭
に

邦
楽
と
邦
舞
を
入
れ
た
ん
で
す
よ
。
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
や
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
…
…
。
日
本
は
洋
の
東
西
の
文
化
の
混
涌

す
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
。
天
平
、
平
安
、
そ
れ

ぞ
れ
外
か
ら
文
化
が
入
っ
て
き
て
自
分
ら
で

開
花
さ
せ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
明
治
維
新

も
そ
う
で
す
。
そ
の
中
に
は
何
も
の
か
が
生

み
で
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。

で
す
か
ら
高
校
生
が
オ
ペ
ラ
を
や
れ
ば
、
そ

の
土
地
の
民
話
を
語
っ
た
オ
ペ
ラ
を
創
り
だ

す
と
思
う
ん
で
す
。
決
し
て
完
成
品
、
芸
術

品
で
は
な
い
け
れ
ど
芸
術
性
の
創
造
の
目
が

ふ
き
で
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
一
番

の
楽
し
み
は
、
も
の
を
創
り
だ
す
こ
と
で
す

高
校
文
化
祭
か
ら

創
り
出
さ
れ
る
も
の
に
夢
を
も
つ

盤
を
大
事
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
ね
。
参
加
す
る
文
化
活
動
と
地

方
文
化
の
特
色
を
十
分
生
か
し
た
行
政
と
い

う
の
は
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
、
市
町
村

が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
文
化
を
生
か
し

な
が
ら
、
か
つ
新
し
い
活
動
に
結
ぴ
つ
く
あ

ら
ゆ
る
文
化
活
動
を
、
住
民
参
加
の
場
を
作

っ
て
や
っ
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
こ
の
仕
事
で
す
。

笙
'
"
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統
文
化
を
ふ
ま
え
て
新
し
い
文
化
を
創
造
し

て
い
く
。
そ
の
価
置
と
大
事
さ
に
気
が
つ
い

た
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
意
識
に
み
ん
な
が

な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
…
…
そ
う
い
う

面
か
ら
の
文
化
行
政
の
必
要
性
が
い
わ
れ
て

い
る
と
思
つ
ん
で
す
。

清
原
は
い
。

柳
川
そ
れ
か
ら
も
う
―
つ
は
、
明
治
以
来

い
ろ
ん
な
教
育
改
革
が
な
さ
れ
て
き
て
外
国

の
す
ぐ
れ
た
知
識
や
技
術
を
積
柩
的
に
導
入

し
て
い
く
ほ
う
に
力
が
入
っ
て
い
た
。
そ
の

中
に
芸
術
の
振
興
と
い
う
の
も
そ
れ
な
り
に

入
っ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
比
重
か
ら

す
れ
ば
教
育
行
政
の
ほ
う
に
力
が
入
っ
て
い

た
の
は
事
実
で
す
ね
。

文
化
と
い
う
の
が
日
常
、
現
在
の
意
味
で

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
正
に
入
っ

て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
文
化
財
保
護
委
員
会

が
出
来
た
の
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
法
隆
寺

が
焼
け
た
あ
と
で
、
そ
れ
が
文
化
行
政
推
進

の
幕
開
け
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
文
化
庁
が

出
来
て
八
年
、
そ
れ
ま
で
は
、
教
育
行
政
一

般
の
中
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
美
の
観
点

か
ら
の
行
政
が
独
立
し
た
の
は
最
近
の
こ
と

で
し
て
、
今
後
の
文
化
行
政
の
推
進
は
、
歴

史
的
に
も
、
課
題
を
有
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

清
原
今
ま
で
私
た
ち
日
本
人
は
、
ガ
ム

シ
ャ
ラ
に
働
き
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と

も
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
も
っ

と
落
着
い
た
心
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
き

た
い
…
…
文
化
の
役
割
と
い
う
ん
で
し
ょ

う
か
。
大
切
で
す
ね
。

柳
川
働
き
と
ゆ
と
り
の
中
に
文
化
が
あ

る
。
文
化
と
い
っ
た
ら
、
人
間
が
自
然
と
の



よ
。
そ
れ
は
生
き
る
活
力
に
つ
な
が
る
と
も

]
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祭

に
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夢
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清
原
そ
う
で
す
か
。

（
柳
川
そ
れ
か
ら
、
今
、
歴
史
民
俗
資
料
館

が
各
地
に
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す

d

先
人
の
や

っ
た
こ
と
は
自
分
で
こ
な
し
て
み
て
、
こ
な

し
た
上
で
次
の
も
の
が
で
て
く
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
う
い
う
連
続
が
文
化
に
は
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
古
い
価
値
あ
る
も

の
を
収
集
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
歴
史

民
俗
資
料
館
の
そ
ば
に
は
、
わ
ら
細
工
、
竹

細
工
、
土
い
じ
り
と
か
、
昔
の
人
が
踊
っ
た

舞
が
あ
る
な
ら
そ
れ
を
踊
る
舞
台
が
あ
り
、

報
け
い
こ
場
が
あ
り
指
導
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
て

い
い
と
思
う
ん
で
す
。

清
原
楽
し
そ
う
で
す
ネ
。

月庁
柳
川
そ
れ
か
ら
文
化
会
館
が
で
き
た
、
自

ヒ
分
達
が
参
加
し
て
や
る
に
は
け
い
こ
場
が
い

ィ

る
。
若
者
が
そ
こ
に
行
っ
て
泊
ま
り
込
ん
で

文
で
も
語
り
あ
い
、
何
か
を
行
っ
て
い
く
、

そ
う
い
う
場
が
も
っ
と
生
活
の
中
に
あ
っ
て

も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

も
あ
る
ん
で
す
。
身
近
な
小
施
設
作
り
も
ぜ

ひ
進
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
地
方

の
特
色
の
あ
る
も
の
が
中
央
に
伝
播
し
、
や

が
て
世
界
に
続
い
て
い
く
…
…
、
地
方
文
化

を
生
か
す
こ
と
が
、
明
る
く
活
力
あ
ふ
れ
る

社
会
の
建
設
に
結
ぴ
つ
く
で
あ
ろ
う
と
い
う

号
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
が
ね
。

3
 

1
0
文
化
財
と
は
土
と
木
と
で

第

織

り

な

し

た

人

間

の

知

恵

清
原
次
に
文
化
財
保
護
の
充
実
と
い
う

面
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
？
•
お
寺
、
天

然
記
念
物
と
か
文
化
財
に
接
す
る
機
会
は

多
い
ん
で
す
が
、
一
口
に
文
化
財
を
保
護

す
る
と
い
っ
て
も
大
変
な
こ
と
だ
と
思
う

ん
で
す
。
今
年
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て

い
ら
っ
七
ゃ
・
い
ま
す
か
。

柳
川
文
化
財
と
い
う
の
は
、
よ
そ
か
ら
入

っ
て
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
平
た
く
い

え
ば
、
そ
の
土
地
の
土
と
木
と
で
織
り
な
し

た
人
間
の
知
恵
だ
と
思
う
ん
で
す
。
先
人
が

営
ん
で
き
た
文
化
財
は
、
後
世
の
私
達
が
手

を
つ
け
て
は
い
け
な
い
絶
対
の
価
値
と
し
て

保
存
し
大
事
に
し
て
い
く
と
い
う
の
が
文
化

財
保
護
な
ん
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
世
代
が
知
恵
を
出
し
き
っ
て
営
ん
だ
文

化
を
後
世
の
人
が
大
事
に
し
て
い
く
こ
と
に

も
な
る
ん
で
す
。
た
と
え
歴
史
的
遺
物
と
し

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で
も
、
歴
史
上
、

学
術
上
の
価
値
、
あ
る
い
は
芸
術
上
の
価
値

に
お
い
て
絶
対
手
を
ふ
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
と

い
う
も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
う

も
の
は
国
宝
、
重
文
な
り
に
指
定
し
て
修
理

や
保
存
管
理
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
今
後
拡
充
す
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
｀
い

あ
る
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
建
造
物
で
も
、

広
く
知
ら
れ
て
い
る
長
野
の
諏
訪
神
社
、
霧

島
神
社
と
か
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
指
定
さ
れ
て

い
な
い
、
で
す
か
ら
近
世
の
社
寺
の
指
定
の

促
進
を
計
っ
て
い
く
。
美
術
工
芸
品
に
な
る

と
ま
だ
無
数
に
あ
る
し
、
記
念
物
の
ほ
う
で

も
、
近
世
の
城
郭
と
か
最
近
発
掘
し
た
遺
跡

と
か
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
天
然
記
念
物
保
存
の
問
題
で

す
が
、
今
、
北
海
道
で
湿
原
の
問
題
が
あ
る

ん
で
す
。
北
海
道
の
酪
農
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

匹
敵
す
る
ぐ
ら
い
発
展
し
て
き
ま
し
た
け
れ

ど
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
北
海
道
の
湿
原
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。

清
原
み
ん
な
牧
場
に
な
っ
て
し
ま
う

...... 

柳
川
と
こ
ろ
が
北
海
道
で
は
湿
原
か
ら
出

た
自
然
の
水
が
蛇
行
し
て
海
に
そ
そ
ぎ
、
そ

の
川
に
サ
ケ
が
上
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う

自
然
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
に
ほ

か
に
は
な
い
で
す
よ
。
こ
う
い
う
広
域
な
地

域
を
、
農
業
開
発
や
漁
業
と
の
問
題
の
か
ら

み
で
ど
う
保
存
し
て
い
く
か
、
こ
れ
は
大
変

知
恵
の
い
る
現
代
人
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で

す
。
一
度
破
壊
し
た
ら
絶
対
復
元
で
き
な
い
。

清
原
元
に
も
ど
り
ま
せ
ん
ね
。

柳
川
湿
原
の
と
こ
ろ
に
チ
ャ
シ
が
あ
り
、

竪
穴
住
居
跡
が
無
数
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
住

居
跡
と
湿
原
、
こ
の
大
自
然
を
ど
う
残
し
て

い
く
か
、
こ
の
問
題
に
今
年
取
り
組
ん
で
い

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
が
ネ
、
広
域
保
存
の

問
題
で
す
ね
。

清
原
開
発
か
保
護
か
、
よ
く
問
題
に
な

っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

現
代
文
明
の
中
に
お
け
る
文
化
的

環
境
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

柳
川
広
域
保
存
の
問
題
と
し
て
は
、
史
跡

等
の
公
有
化
も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
ん
で
す
。
住
宅
や
工
場
が
で
き
土
地
の

効
用
が
動
い
．
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
遺
跡
と

し
て
残
り
え
な
い
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
。
先

人
の
織
り
な
し
た
大
切
な
も
の
を
保
存
す
る

た
め
に
は
、
土
地
の
効
用
を
停
止
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
で
史
跡
と
し
て
自
立

さ
せ
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
前
は

点
の
み
で
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
広
域
で
保

存
し
ま
し
ょ
う
と
、
風
土
記
の
丘
を
作
っ
た

ん
で
す
。
今
、
八
か
所
あ
っ
て
広
が
り
つ
つ

あ
り
ま
す
よ
。
た
と
え
ば
遺
跡
が
し
っ
か
り

し
て
い
れ
ば
昔
の
よ
う
な
国
分
寺
を
建
立
し

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
お
寺
を
再
現
す

る
の
で
は
な
く
歴
史
物
を
再
建
す
る
と
い
う

考
え
方
で
ネ
、
史
跡
保
存
問
題
は
、
そ
の
ヘ

ん
に
ま
で
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
ね
。

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
舗
装
道
路
が
で
き
、

現
代
文
明
の
最
高
に
便
利
な
自
動
車
が
走
る
。

土
地
の
効
用
が
高
ま
っ
て
く
る
。
人
間
の
行

動
の
範
囲
も
広
ま
る
。
そ
う
い
う
中
に
お
け

る
文
化
的
な
環
境
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い

う
の
は
、
こ
れ
か
ら
つ
め
て
い
く
問
題
だ
と

思
い
ま
す
ね
。

清
原
は
い
。
文
化
財
保
護
と
い
い
ま
す

と
有
形
文
化
財
と
無
形
文
化
財
が
あ
り
ま

す
ね
。
次
に
無
形
文
化
財
の
保
護
対
策
に

つ
い
て
。

柳
川
文
化
財
保
護
法
が
改
正
さ
れ
て
、
無

形
の
伝
統
技
術
の
保
存
の
問
題
、
民
俗
文
化

財
の
保
存
の
問
題
な
ど
が
新
た
な
課
題
に
な

っ
て
き
た
の
で
、
予
算
を
だ
い
ぶ
ふ
や
し
て

い
る
ん
で
す
。

今
、
ふ
る
さ
と
運
動
と
か
、
郷
土
の
文
化

を
顧
み
よ
う
、
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
い
う

空
気
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
の
っ
て
無

形
の
技
術
の
保
存
団
体
や
個
人
の
指
定
を
進

め
て
い
く
し
、
神
楽
と
か
お
祭
り
な
ど
の
民

俗
文
化
財
の
指
定
を
拡
大
し
て
い
き
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

清
原
新
し
い
施
策
を
盛
り
だ
く
さ
ん
で

す
ね
。
ど
う
も
有
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
（
二
月
十
七
日
）
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円
（
送
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二
九
円
）

年
間
購
読
料
一
、
八

0
0
円

編

菓

後

記

0
こ
の
と
こ
ろ
本
誌
が

T
B
S
の
テ
レ
ポ
ー
ト

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
り
（
二
月
四
日
）
、
日
経
の

文
化
往
来
欄
で
紹
介
さ
れ
た
り
（
二
月
二
十
五

日
）
で
、
問
合
わ
せ
も
多
く
、
読
者
数
が
漸
増

し
て
い
る
。

0
福
集
子
の
一
番
の
悩
み
は
、
知
名
の
執
筆
の

方
々
に
、
余
り
に
も
安
す
ぎ
る
原
稿
料
し
か
支

払
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
読
者
数
が
増

加
す
れ
ば
、
改
善
さ
れ
る
と
思
う
。

早
く
常
識
的
な
原
稿
料
を
支
払
い
た
い
。

0
本
号
で
は
、
朝
鮮
考
古
学
の
権
威
有
光
教
一

博
士
か
ら
敗
戦
直
後
の
思
い
出
話
を
、
国
際
交

流
基
金
の
村
田
理
事
に
は
パ
リ
の
唐
招
提
寺
展

）
を
書
い
て
頂
い
た
。

地
方
に
お
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
発
展
に
御

活
躍
の
鈴
木
比
呂
志
氏
及
ぴ
愛
知
県
教
委
か
ら

は
、
貰
重
な
御
報
告
を
頂
き
喜
ん
で
い
る
。

0
五
月
号
に
は
、
児
童
演
制
の
栗
原
一
登
氏
、

大
衆
歌
曲
作
詞
家
の
大
御
所
藤
田
ま
さ
と
氏
・
・
・
・
・
・

と
い
っ
た
方
々
に
御
登
場
願
う
つ
も
り
だ
。
（
大
）

r
文
化
庁
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