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特集／歴史的建造物を現代に活かす

化
庁
で
は
「
真
実
性
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

そ
の
中
身
は
、
な
か
な
か
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

ユ
ネ
ス
コ
や
イ
コ
モ
ス
と
い
っ
た
国
際
団
体
で
は
、

従
来
、
こ
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
、
材
料
、
デ

ザ
イ
ン
、
技
法
、
場
所
が
、
当
初
か
ら
変
わ
ら
ず
に

保
持
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
見
解
を
述

べ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
の
定
義
で

は
、
非
西
欧
文
化
圏
の
農
耕
儀
礼
に
む
す
び
つ
い
た

建
築
遣
産
や
、
無
形
の
行
事
を
中
核
と
し
た
歴
史
的

遺
産
の
特
性
に
は
合
わ
な
い
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
四
年
―
一
月
に
奈
良
で
開

か
れ
た
国
際
会
議
で
は
、
こ
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ

ィ
を
、
形
態
と
意
匠
、
材
料
と
材
質
、
用
途
と
機
能

伝
統
と
技
術
、
立
地
と
環
境
、
精
神
と
感
性
、
そ
の

他
内
的
外
的
要
因
を
含
む
も
の
だ
と
合
意
し
た
。

何
が
守
り
つ
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
概
念
に
関
し
て
も
、
決
し
て
固
定
的
な
定
義
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
と
と
も
に
、

ま
た
歴
史
的
遺
産
の
性
格
に
よ
っ
て
も
、
変
わ
り
つ
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歴
史
的
建
造
物
の
保
存
と
活
用
は
、
車
の
両
輪
だ

な
ど
と
い
う
気
は
な
い
。
歴
史
的
建
造
物
、
と
り
わ

け
文
化
財
建
造
物
に
あ
っ
て
は
、
「
保
存
あ
っ
て
の
活

用
」
で
あ
る
。
保
存
の
配
慮
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

過
去
の
遣
産
の
活
用
だ
け
を
先
行
し
て
考
え
て
ゆ
け

ば
、
そ
れ
は
一
種
の
遺
産
の
消
費
に
つ
な
が
っ
て
し

ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
保
存
策
が
充
分
に
講
ぜ
ら
れ

て
い
て
、
そ
の
上
で
よ
い
活
用
法
が
見
出
さ
れ
て
い

る
と
き
に
、
は
じ
め
て
そ
れ
を
、
保
存
的
活
用
が
な

特
集

さ
れ
て
い
る
例
だ
と
考
え
た
い
。

保
存
の
手
段
を
謂
じ
た
上
で
の
活
用
は
、
歴
史
的

遺
産
を
現
代
社
会
と
結
び
つ
け
、
過
去
の
遺
産
を
わ

れ
わ
れ
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
の
に
役
立
つ
。
歴
史

的
建
造
物
は
、
た
だ
鍵
を
掛
け
て
空
き
家
の
ま
ま
で

保
存
し
て
お
く
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
財
産
で
あ
る

し
、
そ
ん
な
か
た
ち
で
保
存
だ
け
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
保
存
し
て
い
る
と
す
ら
よ

べ
な
い
状
態
な
の
だ
。
建
造
物
を
残
し
、
末
来
に
伝

え
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
建
物
に
今
ま
で
ど

お
り
の
、
あ
る
い
は
新
し
い
用
途
を
確
保
し
て
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
保
存
策
を

講
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
保
存
的
活
用
が

な
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
建
造
物
の
保
存
計
画
は
完
成

す
る
の
で
あ
る
。

保
存
的
活
用
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

歴
史
的
な
建
物
が
昔
な
が
ら
の
使
わ
れ
方
で
、
同
じ

よ
う
に
使
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
保
存

的
活
用
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
財
建
造
物
を
、

郷
土
資
料
館
に
す
る
、
民
家
を
郷
土
の
偉
人
の
顕
彰

施
設
に
す
る
、
あ
る
い
は
入
場
料
を
と
っ
て
内
部
を

公
開
す
る
だ
け
で
も
、
そ
の
建
物
を
活
用
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
汎
な
い
e

あ
る
場
合
に
は
、
ホ

づ
け
る
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
内

容
が
精
緻
に
拡
張
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
本
当
の

と
こ
ろ
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り

に
く
く
な
る
。
個
人
的
に
は
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ

ィ
と
い
う
言
葉
は
「
由
緒
正
し
さ
L

と
で
も
訳
し
た

ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
は
じ
め
、
こ
の
訳
語
（
？
）
は
、
文
化
庁
の
専
門

官
か
ら
聞
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
込
ん
で
い
た

の
だ
が
、
聞
い
て
み
る
と
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
の

で
、
ど
う
や
ら
私
が
自
分
で
考
え
つ
い
た
も
の
ら
し

い
。
自
分
で
い
う
の
も
何
だ
が
、
け
だ
し
名
訳
で
は

な
い
か
。
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
「
由
緒
正
し
さ
」

だ
と
考
え
れ
ば
、
保
存
と
い
う
行
為
は
由
緒
を
伝
え

つ
づ
け
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
、
具
体
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
由
緒
と
は
、
そ
れ
で
は
何
な
の
か
。

材
料
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
法
、
場
所
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
由
緒
は
伝
え
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、

奈
良
で
の
国
際
会
議
で
の
合
意
も
、
由
緒
を
伝
え
る

と
い
う
観
点
か
ら
チ
ェ
ッ
タ
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ

も
妥
当
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
由
緒
あ
る

も
の
を
、
由
緒
正
し
く
う
ま
く
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
保
存
的
活
用
に
つ
い
て
の
こ

れ
か
ら
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
由
緒
を
も
っ
た
も
の
を
正
し
く
活
用
し
て

い
く
行
為
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
よ
う
な
、

テ
ル
に
使
っ
た
り
、
集
会
場
に
し
た
り
、
レ
ス
ト
ラ

ン
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
r

保
存
と
よ
べ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
破
壊
的
利
用
、
消

費
的
利
用
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
建
物
の
は
じ

め
か
ら
の
機
能
と
の
関
係
、
立
地
、
規
模
、
構
造
な

ど
に
よ
っ
て
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
判
断
さ

れ
る
べ
き
問
題
だ
か
ら
だ
。

だ
が
、
し
ゃ
れ
た
西
洋
館
を
分
解
・
解
体
し
て
、

暖
炉
と
飾
り
の
柱
を
バ
ー
の
イ
ン
テ
I
i
．
ア
に
使
っ
た

り
、
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
製
の
ロ
ー
マ
風
の
柱
を
並

べ
て
、
結
婚
式
場
を
つ
く
る
の
は
、
保
存
的
活
用
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
茶
室
に
ベ
ニ
ャ
板
を
打

ち
付
け
て
物
置
に
し
た
り
、
古
い
民
家
を
す
べ
て
洋

風
に
改
造
し
て
住
む
の
も
、
活
用
で
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
保
存
と
は
言
い
が
た
い
だ
ろ
う
。
使
い

や
す
い
よ
う
に
勝
手
に
改
造
し
た
り
、
．
使
っ
て
い
れ

ば
よ
い
の
だ
と
ば
か
り
に
、
建
物
を
単
な
る
物
理
的

構
造
物
と
し
て
し
か
見
な
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
保

存
し
よ
う
と
す
る
精
神
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

歴
史
的
建
造
物
を
活
用
す
る
と
き
に
は
、
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
線
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
誰
で
も

思
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

r

国
際
的
に
は
、

こ
う
し
た
守
る
べ
き
一
線
の
判
断
基
準
の
こ
と
を
、

オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
文

保
存
を
前
提
と
し
た
保
存
的
活
用
以
外
に
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
図
を
ふ
く
ん
だ
活
用
の
行
為
も
含
ま
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
広
く
捉
え
な
が
ら
、
こ
こ
で

歴
史
的
建
造
物
の
保
存
的
活
用
の
本
質
に
迫
っ
て
ゆ

き
た
い
。

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
「
保
存
」
に
対
置
す
る
も
の

と
捉
え
ら
れ
て
き
た
行
為
は
、
「
開
発
」
で
あ
っ
た
。

「
活
用
し
を
一
歩
進
め
れ
ば
「
開
発
」
に
い
た
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
、
歴
史
的
建
造
物
の
活
用
を
考
え

る
際
に
は
、
開
発
と
い
う
問
題
も
視
野
に
い
れ
て
議

論
を
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

保
存
と
開
発
を
巡
っ
て
は
、
そ
の
両
者
の
接
点
を

求
め
る
議
論
や
、
保
存
と
開
発
を
調
和
さ
せ
る
試
み

が
、
こ
れ
ま
で
何
回
も
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
、
保
存
と
開
発
は
あ
た

か
も
両
立
す
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
ふ
り
ま
く
も
の

で
あ
る
か
、
巧
妙
な
開
発
擁
護
論
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
対
立
す
る
問
題
点
の
指
摘
だ
け
を
行
う
評
論
家

的
議
論
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
保
存
と
開

発
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
を
避
け
て
、
活
用
と
い

う
概
念
を
両
者
の
媒
介
項
に
据
え
て
み
よ
う
。
す
る

と
r

保
存
的
活
用
に
対
し
て
、
活
用
的
保
存
、
活
用

的
開
発
と
い
う
ふ
た
つ
の
可
能
性
を
対
置
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
展
望
が
開
け
て
く
る
。

保
存
的
活
用
が
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
保

存
策
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
活
用
的
保
存
や
活
用
的
開
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

活
用
的
保
存
と
と
も
に
考
え
ら
れ
る
活
用
的
開
発

と
い
う
発
想
の
、
具
体
的
実
例
を
見
つ
け
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
が
、
最
近
実
現
さ
れ
た
例
を
ひ
と
つ
だ

け
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
伊
勢
参
宮
の
旧

街
道
沿
い
の
、
お
は
ら
い
町
に
接
し
て
つ
く
ら
れ
た

「
お
か
げ
横
丁
」
と
い
う
町
づ
く
り
の
試
み
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
こ
の
「
お
か
げ

横
丁
」
は
位
置
す
る
。

「
お
か
げ
横
丁
」
は
、
地
元
の
企
業
が
伊
勢
へ
の
参

道
の
最
終
地
に
近
い
一
画
を
、
江
戸
の
気
分
を
残
し

た
明
治
時
代
と
い
う
時
代
設
定
に
よ
っ
て
開
発
し
た

町
並
み
で
あ
る
。
従
来
か
ら
の
所
有
地
に
加
え
て
土

地
を
取
得
し
、
そ
こ
で
新
し
い
開
発
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。
材
料
＇
工
法
に
伝
統
的
な
も
の
を
採
用
し
、

デ
ザ
イ
ン
は
地
元
三
重
県
下
の
民
家
や
桑
名
市
に
残

る
J
。
コ
ン
ド
ル
設
計
の
諸
戸
邸
な
ど
の
洋
風
建
築

に
求
め
、
い
く
つ
か
の
建
物
は
移
築
し
て
、
全
体
を

構
成
し
て
い
る
。
い
わ
ば
歴
史
集
成
に
よ
る
復
原
の

町
つ
く
り
と
で
も
い
う
べ
き
試
み
で
あ
る
。
建
物
に

は
隈
下
の
物
産
を
売
る
商
店
を
入
れ
、
か
つ
て
の
伊

勢
参
り
の
展
示
館
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
無
料
休
憩
所
な

ど
が
配
さ
れ
て
い
る
。
地
元
自
治
体
で
は
、
建
築
基

準
法
、
消
防
法
、
大
店
法
な
ど
の
関
連
法
規
に
よ
る

規
制
を
、
で
き
る
だ
け
計
画
に
即
し
て
解
釈
し
て
、

そ
の
実
現
を
側
面
か
ら
指
導
し
、
援
助
し
た
。
こ
れ

る
た
め
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。

粗治将（犬山市）に括築さ

保存公開されている1日西郷

道住宅（重要文化財）

発
は
、
そ
こ
か
ら
多
少
踏
み
だ
し
た
行
為
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た
行
為
の
も
つ
意

昧
を
考
え
る
こ
と
は
、
将
来
の
保
存
の
た
め
の
極
め

て
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

で
あ
ろ
う
。

活
用
的
保
存
と
い
う
概
念
を
立
て
た
と
き
に
思
い

浮
か
ぶ
の
は
、
横
浜
の
原
富
太
郎
（
原
三
渓
）
で

あ
る
。
彼
は
横
浜
本
牧
に
広
大
な
庭
園
を
つ
く
り
、

臨
春
閣
、
聴
秋
閣
、
春
草
監
な
ど
、
重
要
文
化
財
建

造
物
を
含
臼
歴
史
的
建
造
物
を
収
集
し
て
移
建
し
た
。

庭
園
は
三
渓
園
と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
の
外
苑
は
完
成
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と
同
時
に
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
移
築

保
存
と
公
開
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代

的
コ
レ
ク
タ
ー
の
意
詞
と
、
公
共
の
た
め
に
自
己
の

所
有
物
を
活
用
す
る
と
い
う
博
愛
主
義
が
、
こ
の
発

想
を
生
ん
で
い
る

b

こ
の
手
法
は
現
在
も
愛
知
県
犬
山
の
博
物
館
明
治

村
を
は
じ
め
と
し
て
、
屋
外
建
築
博
物
館
の
考
え
方

に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
国
家
的
ス
ケ
ー
ル
で
な
さ

れ
る
屋
外
建
築
博
物
館
の
構
想
に
は
、
つ
ね
に
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
匂
い
が
つ
き
ま
と
う
が
、
私
的
な
営

為
と
し
て
の
建
造
物
収
集
に
は
、
純
粋
な
博
愛
精
神

が
宿
り
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
試
み

に
対
し
て
は
、
も
っ
と
評
価
が
与
え
ら
れ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
考
察

さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
原
富
太
郎
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
三
井
家
の
当

主
、
三
井
八
郎
右
衛
門
高
棟
は
、
大
磯
に
営
ん
だ
城

山
荘
と
い
う
別
荘
の
な
か
に
、
奇
妙
な
建
物
を
建
て

て
い
る
。
こ
九
は
全
国
各
地
の
寺
社
や
由
緒
あ
る
建

物
の
古
材
を
集
め
て
、
そ
れ
を
組
み
込
ん
で
つ
く
り

あ
げ
た
一
種
の
古
建
築
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
建

築
で
あ
っ
た
。
由
緒
を
も
っ
た
建
築
の
部
材
を
収
集

し
て
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
建
物
の
な
か
に
寄
せ
集

め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
う
し
た
行
為
は
、
決
し
て
三
井

家
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
幕
末
の
蝦
夷

地
探
検
家
と
し
て
知
ら
れ
る
松
浦
武
四
郎
も
、
明
治

時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
自
邸
に
一
畳
敷
き
の
書
斎
を

を
商
業
主
義
に
よ
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
的
商
店
街
づ
く

り
だ
と
批
判
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
お
も
し
ろ
さ
は

理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
建
築
全
体
を
伝
統
工
法

で
つ
く
り
、
そ
れ
が
今
ま
で
あ
る
既
存
の
お
は
ら
い

町
の
町
並
み
に
連
続
的
に
つ
な
が
る
よ
う
に
し
て
い

る
こ
と
が

r

こ
の
地
区
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
よ
う

に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
重
県
下
の
歴

史
的
遺
産
を
集
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
活
用
的
開

発
を
行
っ
た
例
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
保
存
と
活
用
と
開
発

を
組
み
合
わ
せ
る
手
法
に
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。
固
定
的
な
文
化
財
保
存
手
法
で
は
捉
え
き
れ

な
い
多
様
性
が
、
活
用
を
視
野
に
い
れ
た
保
存
手
法

の
周
囲
に
は
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
例
は
、
み
な
保
存
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
場
合
に
は
保
存
を
お
び
や

か
す
破
壊
的
、
消
費
的
開
発
の
危
険
性
を
も
っ
て
い

る
と
さ
え
見
な
せ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の

歴
史
的
遺
産
を
継
承
し
、
未
来
に
伝
え
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
固
定
的
に
ひ
と
つ
の
考
え
だ
け
を
墨
守
し
て

い
て
も
、
あ
ま
り
に
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

無
論
、
保
存
的
活
用
と
、
活
用
的
保
存
、
活
用
的

開
発
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
終
的
目
標
が
異
な
る
。
保
存

的
活
用
を
考
え
る
際
に
は
、
歴
史
的
調
査
と
具
体
的

目
標
の
厳
密
な
設
定
と
が
充
分
に
な
さ
れ
、
定
め
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
し
に
は
、
い

つ
く
り
、
そ
の
た
め
の
部
材
を
同
じ
く
全
国
各
地
の

古
建
築
や
旧
跡
か
ら
求
め
て
い
る
。
三
井
家
の
城
山

荘
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
松
浦
武
四
郎
が
営
ん

だ
一
畳
敷
き
の
書
斎
は
、
現
在
、
国
際
基
督
教
大
学

の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
泰
山
荘
と
し
て
、
保
存
さ
れ
つ

づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
部
材
を
集
め
て
ひ
と

つ
の
建
物
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
こ
れ
以

外
に
も
、
日
本
人
の
建
築
観
の
な
か
に
は
、
比
較
的

多
く
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
発
想
の
も
と
に
は
、
高
名
な
茶
人
の
「
好

み
」
を
「
写
し
」
と
し
て
建
て
る
こ
と
の
あ
る
、
茶

室
に
お
け
る
発
想
が
、
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
創
意
と
模
倣
は
分
け
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
復
原
や
再
現
と
保
存
の
行
為
も
ま

た
、
単
純
に
は
区
別
で
き
な
い
。
茶
道
が
由
緒
を
尊

ぶ
も
の
だ
と
い
う
事
実
は
、
こ
う
し
た
行
為
の
意
味

を
、
近
代
以
前
の
精
神
に
即
し
て
教
え
て
く
れ
る
点

で
あ
る
。

雷
、
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
と
い
う
行
為
自
体

が
、
近
代
的
歴
史
意
識
の
産
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
以
前
の
歴
史
意
識
や
、
由
緒
の
継
承
行
為
が
、

現
代
の
考
え
方
で
は
割
り
切
れ
な
く
て
も
、
当
た
り

前
な
の
で
あ
る
。
保
存
と
活
用
を
融
合
さ
せ
よ
う
と

す
る
昨
今
の
発
想
は
、
近
代
的
に
保
存
行
為
を
割
り

切
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
生
ま
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
近
代
以
前
の
多
様
な
発
想
を
考

え
て
お
く
こ
と
は
、
新
し
い
手
法
と
方
法
論
を
考
え

か
な
る
具
体
的
計
画
も
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
歴
史
的
建
造
物
を
保
存
し
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
ど
う
し
て
も
将
来
の
管
理
運
営
計
画
を
立
て

て
お
か
ね
ば
な
ら
ず

r

そ
の
た
め
に
は
そ
の
歴
史
的

遺
産
の
活
用
計
画
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
保
存
は
活
用
計
画
な
し
に
成
立
し
な

い
の
だ
と
い
う
事
実
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

あ
え
て
、
一
歩
を
す
す
め
る
な
ら
、
大
都
市
内
の

歴
史
的
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
活
用
計
画
が
保
存
そ

の
も
の
の
成
否
を
決
め
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
保
存

の
手
法
自
体
に
も
、
弾
力
性
が
求
め
ら
れ
て
然
る
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ば
、
活
用
の
側
か
ら
、

保
存
を
考
え
直
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
過

去
の
遺
産
を
消
費
し
、
役
に
立
つ
も
の
だ
け
を
残
す

と
い
う
功
利
主
義
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
「
保
存
あ
っ
て
の
活
用
」
と
い
う
初
心
を
忘

れ
な
け
れ
ば
、
道
は
開
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
近
睾
論
さ
れ
て
い
る
文
化
財
の
登
録
制
度
も
、
多

数
で
多
様
な
遺
産
を
守
る
た
め
の
手
法
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
幅
広
い
活
用
計
画
を
可
能
に
す
る
た
め
の

制
度
と
し
て
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
無
論
さ
ら
に
は
、
各
省
庁

の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
、
過
去
の
遺
産
を

残
し
活
用
す
る
た
め
の
協
力
体
制
が
作
り
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
一
番
む
ず
か
し
い
の
は

そ
の
点
か
も
し
れ
な
い
。
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

ア
メ
リ
カ
で
は
、
歴
史
的
な
建
造
物
を
再
生
し
て

活
用
す
る
こ
と
が
、
経
済
的
に
も
有
利
に
な
る
よ
う

な
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
が
考
案
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
税
制
上
の
優
遇
措
置
、

都
市
計
画
上
の
誘
導
的
な
各
種
規
制
の
二
つ
の
側
面

か
ら
見
て
み
よ
う
。

の
土
地
利
用
に
対
し
て
行
う
の
で
は
な
く
、
現
在
の

土
地
利
用
を
基
に
行
う
方
法
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

実
際
に
は
、
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
甕
定
し
た
時

点
で
、
資
産
評
価
を
凍
結
す
る
も
の
（
オ
レ
ゴ
ン
州
、

ィ
リ
ノ
イ
州
）
と
、
評
価
額
の
一
定
割
合
の
減
額
を

行
う
権
限
を
地
方
政
府
に
認
め
る
も
の
（
ア
ラ
バ
マ

州
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
）
が
あ

る
。
ま
た
、
歴
史
的
建
造
物
を
修
理
す
る
と
一
定
期

間
財
産
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
（
テ
ネ
シ
ー
州
、
プ

エ
ル
ト
リ
コ
準
州
）
、
修
理
費
を
税
額
免
除
す
る
も
の

（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
）
、
財
産

税
の
う
ち
修
理
に
よ
っ
て
資
産
価
値
が
増
大
す
る
分

を
、
一
定
期
間
免
除
す
る
も
の
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
）
な
ど
が
あ
る
。

税
の
減
免
を
行
う
と
、
当
然
な
が
ら
税
収
が
落
ち

込
む
結
果
と
な
る
が
、
そ
の
額
は
一
九
七
六
年
財
政

法
審
議
段
階
で
一
九
七
七
年
度
に
一

0
0万
ド
ル
、

翌
七
八
年
度
に
一
―

-
0
0万
ド
ル
、
一
九
八
一
年
度
に

一
、
六

0
0万
ド
ル
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
優
遇
措
置
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
た
、
修
復

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
も
た
ら
し
た
経
済
効
果
は
は
る
か

に
大
き
く
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
の

間
に
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
利
用
し
た
修
復
事
業

は
、
約
一
万
七
、

0
0
0件
、
事
業
総
額
―

1
0億

ド
ル
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
に
は
史
上
は

じ
め
て
、
修
復
に
投
下
さ
れ
た
資
金
が
新
規
開
発
資

金
を
上
回
っ
て
い
る
。

税
制
上
の
優
遇
措
置

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
、
も

っ
と
も
幅
広
く
利
用
さ
れ
た
の
は
r

]

九
七
六
年
か

ら
一
九
八
六
年
ま
で
の
約
一

0
年
間
だ
っ
た
。
そ
れ

ら
は
大
別
す
る
と
、
①
歴
史
的
建
造
物
の
修
復
に
対

す
る
所
得
税
額
控
除
、
②
修
復
さ
れ
た
建
造
物
に
有

利
な
減
価
償
却
制
度
、
③
保
全
の
た
め
の
地
役
権
等

の
設
定
に
対
す
る
優
遇
措
置
、
④
歴
史
的
建
造
物
の

滅
失
に
対
し
て
不
利
な
税
制
の
適
用
、
⑤
財
産
税
の

課
税
に
関
し
て
、
資
産
評
価
方
法
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
を
設
け
る
方
法
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

歴
史
的
建
造
物
の
修
復
に
か
か
わ
る
投
資
に
対
す

る
所
得
税
控
除
制
度
は
、

I
n
v
e
s
tm
e
n
t

T
a
x
 

C
r
e
d
i
t
と
呼
ば
れ
、
建
物
の
修
復
に
要
し
た
費
用
の

う
ち
、
一
定
割
合
を
所
得
税
か
ら
税
額
控
除
す
る
も

の
で
、
そ
の
割
合
は
建
造
物
の
指
定
登
録
の
状
況
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

修
復
さ
れ
た
建
造
物
に
有
利
な
減
価
償
却
制
度
は
、

加
速
的
減
価
償
却
制
度

(
A
c
c
e
l
e
r
a
ted・

C
o
st
 

R
e
c
o
v
e
r
y
 S
y
ste
m
)

と
称
し
、
歴
史
的
建
造
物
と

認
定
さ
れ
た
建
物
を
収
益
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
、

一
五
年
間
に
わ
た
り
毎
年
一
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
低

所
得
者
向
け
住
宅
を
供
給
し
た
場
合
は
二

0
0パ
ー

セ
ン
ト
）
ず
つ
の
、
加
速
的
な
減
価
償
却
を
認
め
た

制
度
で
あ
る
。

保
全
の
た
め
の
地
役
権
等
に
対
す
る
優
遇
措
置
と

は
、
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
認
定
さ
れ
た
建
物
の
、

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
八
六
年
、
景
気
対
策
の
一

環
と
し
て
断
行
さ
れ
た
所
得
税
減
税
と
並
行
し
て
、

各
種
租
税
の
減
免
措
置
が
一
挙
に
撤
廃
さ
れ
た
。
歴

史
的
建
造
物
に
対
す
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
も
、
こ

の
時
に
大
幅
に
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

た
と
え
ば
、
歴
史
的
建
造
物
の
修
理
に
要
し
た
費

用
の
う
ち
、
所
得
税
か
ら
税
額
控
除
で
き
る
限
度
が
、

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下

け
ら
れ
、
加
速
的
減
価
償
却
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
が
、
五

0
パ
ー

セ
ン
ト
か
ら
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
大
幅
に
引
き
下
げ

ら
れ
た
の
で
、
所
得
税
上
の
優
遇
措
置
を
利
用
す
る

利
点
そ
の
も
の
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

l

九
八
六
年
ま
で
の
優
遇
措
置
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
の
効
果
は
現
在
も
目
に
見
え
る
形
で

い
か
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
（
一

九
八
五
年
）
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ

リ
ス
（
一
九
八
六
年
）
、
ワ
シ
ン

ト
ン
D

C

（
一
九
八
八
年
）
な

ど
、
一
九
八

0
年
代
後
半
に
入

っ
て
続
々
と
完
了
し
た
、
駅
舎

再
生
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
い

ず
れ
も
建
物
の
改
修
に
税
制
上

の
優
遇
措
置
を
利
用
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
歴
史

的
建
造
物
に
対
す
る
よ
り
幅
広

再生されだセント）いスのコニオン・ステーション
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東京大学助教授 西村幸夫

全
体
も
し
く
は
外
観
を
保
存
す
る
旨
の
地
役
権
(ease,

m
e
nt
)
を
設
定
し

r

保
全
団
体
等
に
そ
の
地
役
権
を

寄
贈
し
た
場
合
、
地
役
権
の
設
定
が
三

0
年
以
上
で

あ
れ
ば
寄
贈
相
当
額
を
時
価
計
算
し
、
寄
付
金
と
見

な
し
て
所
得
額
か
ら
控
除
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ

る。
歴
史
的
建
造
物
の
滅
失
に
対
し
て
不
利
な
税
制
度

と
は
、
認
定
建
物
を
取
り
壊
し
て
新
開
発
を
行
う
場

合
、
解
体
費
用
等
を
損
金
算
入
し
て
当
該
年
度
の
課

税
所
得
か
ら
差
し
引
く
と
い
う
、
一
九
七
六
年
以
前

に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
新
規
開
発
に
好
意
的
な
税
制

度
の
適
用
が
、
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
し

て
い
る
。

こ
こ
ま
で
が
所
得
税
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
、
ィ
ウ

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
最
後
の
資
産
評
価
額
の
操
作

は
財
産
税
(
p
rop
er
t
y
ta
x
)

に
対
す
る
イ
ン
セ
シ

テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
財
産
税
は
地
方
税
で
あ
る
た
め
、

各
州
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
優
遇
措
置
が
と

ら
れ
て
い
る
。

歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
財
産
税
の
減
免
の
手
法

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
当
該
建
物
を
課
税
対
象
か

ら
除
外
す
る
も
の
、
税
率
を
変
更
す
る
も
の
、
資
産

評
価
の
方
法
を
変
更
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
の

う
ち
も
っ
と
も
一
般
的
な
手
法
は
資
産
評
価
法
の
変

更
で
あ
る
加
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
資
産
評
価
を
あ
る

時
煮
で
凍
結
す
る
方
法
、
評
価
額
の
一
定
割
合
を
減

額
す
る
方
法
、
資
産
評
価
を
当
該
土
地
の
最
高
最
善

い
優
遇
措
置
が
望
ま
れ
る
。
特
に
歴
史
的
建
造
物
を

例
外
扱
い
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
保
全
の
総
合
的

な
戦
略
の
な
か
で
、
重
要
な
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、

保
存
活
用
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

都
市
計
画
上
の
誘
導
的
な
各
種
規
制

都
市
計
画
的
な
手
法
で
、
歴
史
的
建
造
物
を
保
存

活
用
へ
と
誘
導
し
よ
う
と
す
る
手
法
に
は
、
①
開
発

権
の
移
転
に
よ
る
も
の
f
．
②
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
・
ゾ

ー
ニ
ン
グ
、
③
特
別
地
区
制
度
、
④
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン

グ
・
ゾ
ー
ン
等
が
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
概
観
す
る
。

移
転
可
能
な
開
発
権

(
T
r
a
n
sf
e
r
a
b
l
e
D
e
v
e
l
o
p' 

m
e
nt
 R
igh
t
,
以
下
T
D
R
)

と
は
、
あ
る
土
地
に

許
容
さ
れ
て
い
る
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
床
面
積
を
、

そ
の
土
地
の
所
有
権
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
固
有
の
権
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

利
、
す
な
わ
ち
開
発
権
と
考
え
て
r

そ
れ
を
他
の
土

地
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ

る。

T
D
R
は
主
と
し
て
、
単
体
の
歴
史
的
建
造
物

や
農
地

r

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
保
存
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
対
象
は
通
常
、

与
え
ら
れ
た
容
積
率
を
使
い
き
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。一

九
八
七
年
現
在
、
約
五

0
の
地
方
政
府
に
よ
っ

て
T
D
R
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
う
ち
歴
史
的
建
造

物
の
保
存
を
目
的
と
し
た
も
の
と
し
て
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
、
サ
ン
デ
、
4

エ
ゴ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
デ

ン
バ
ー
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ダ
ラ
ス

r

ア
ト
ラ
ン
タ
、
シ
ア
ト
ル
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

T
D
R
の
譲
渡
を
認
め
ら
れ
る
土
地
は
、
ほ
と
ん

ど
の
事
例
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ジ
ス
タ
ー

登
録
物
件
、
も
し
く
は
地
方
条
例
で
指
定
さ
れ
た
建

造
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

に
つ
い
て
、

T
D
R
の
移
転
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
大
半
は
誤
渡
地
・
誤
受
地
と
も
に
一
定
の

地
区
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
誤
受
地
に
お
い
て
上

乗
せ
で
き
る
容
積
も
、
都
市
ご
と
に
既
定
容
積
率
の

1
0
~
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
限
定
し
て
い
る
。

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
；
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
一
般
的
に

は
開
発
を
促
進
す
る
た
め
に
ボ
ー
ナ
ス
を
付
与
す

る
制
度
で
あ
る
が
、
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
を
目
的

と
し
た
も
の
が
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。
た
と
え
ば

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
市
で
は
、
ナ
シ

ョ
ナ
ル
。
レ
ジ
ス
タ
ー
に
登
録
さ
れ
た
建
物
、
あ
る

い
は
歴
史
地
区
内
の
認
定
建
造
物
に
対
し
て
、
そ
の

保
存
地
役
権
を
公
共
団
体
に
寄
贈
し
た
開
発
者
は
、

新
開
発
に
際
し
て
、
容
積
率
の
ボ
ー
ナ
ス
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
定
を
定
め
て

い
る
。従

来
の
用
途
地
域
制
に
付
加
的
な
規
制
誘
導
条
件

を
重
ね
る
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
地
区
と
し
て
、

周
辺
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
は
別
個
の
規
制
体
系
を
と
る

特
別
地
区
(

S

p
e
ci
a

l

Di

s
tri
c
t
)
を
定
め
、
そ
の
な

か
に
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
行
っ
て
い
る
地
方
政
府
が
あ
る
。

た
と
え
ば
一
九
六
八
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
最
初

の
特
別
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ

の
劇
場
地
区
は
、
劇
場
街
と
し
て
の
地
区
の
特
性
を

強
化
す
る
た
め
に
、
地
区
内
の
三
六
の
劇
場
に
対
し

て
修
復
を
行
う
場
合
、

T
D
R
の
移
転
を
認
め
て
い

る
ほ
か
r

地
区
内
に
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
劇
場

を
新
規
に
建
設
す
る
場
合
、
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

の
容
積
率
の
割
り
増
し
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
特
別
地
区
は
、
固
有
の
性
格
を

有
す
る
小
売
商
業
活
動
を
、
保
全
強
化
す
る
た
め
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
住
エ
混
在
の
土
地
利
用

特
性
を
保
持
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ゾ
ー
ン
と
は
、
具
体
的
な
規

制
内
容
を
明
記
し
た
ゾ
ー
ン
を
、
地
域
を
特
定
せ
ず

に
設
定
す
る
も
の
で
、
元
来
、
計
画
的
開
発
を
誘
導

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
手
法
を
歴
史

的
建
造
物
保
存
、
空
地
の
保
存
に
用
い
た
例
と
し
て
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ネ
ヴ
ァ
ダ
郡
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ

市
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
総
合
計
画
を
策
定
す
る

際
、
あ
ら
か
じ
め
保
全
地
区
の
指
定
要
件
を
定
め
て

お
き
、
地
区
指
定
は
留
保
す
る
。
の
ち
に
必
要
な
時

点
で
地
区
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
定
め
る
の
で
あ

る。
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
。
ゾ
ー
ン
は
、
地
区
変
容
の
圧

力
に
対
応
し
て
、
保
全
地
区
指
定
の
時
期
を
決
定
で

き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
ほ
か
、
い
っ
た
ん
フ
ロ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
ゾ
ー
ン
が
定
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
後
の

地
区
指
定
は
、
法
令
の
改
正
を
と
も
な
わ
ず
に
行
え

る
、
総
合
計
画
の
な
か
に
ゾ
ー
ン
が
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
で
、
地
区
指
定
が
不
当
な
ス
ポ
ッ
ト
・
ゾ
ー
ニ

ン
グ
で
あ
る
と
い
う
非
難
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
等
の
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く

の
場
合
、
保
全
を
行
う
べ
き
地
区
は
、
事
前
調
査
等

を
通
じ
て
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
フ

ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ゾ
ー
ン
手
法
を
適
用
で
き
る
範
囲

は
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
と
い
え
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
面
を
保
全
す
る
制
度
と
し

て
、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
制
度
が
あ
る
が
、

都
市
計
画
の
な
か
で
十
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な

い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
都
市
計
画
の
法

制
度
お
よ
び
補
助
金
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
、
新
規
開

発
も
し
＼
は
再
開
発
を
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ

て
お
り
｀
，
既
存
建
築
物
の
修
復
・
再
利
用
な
ど
歴
史

的
な
る
も
の
を
評
価
す
る
こ
と
自
体
、
例
外
規
定
で

し
か
対
応
で
き
な
い
と
い
っ
た
体
質
も
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
存
す
る
歴
史
的
建
造
物
の
全

容
を
明
ら
か
に
す
る
登
録
制
度
の
、
早
期
の
導
入
が

望
ま
れ
る
。
登
録
制
度
は
文
化
財
保
護
行
政
上
重
要

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
都
市
計
画
立
案
の
際
の
基

礎
資
料
と
な
る
と
同
時
に
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を

行
う
に
あ
た
っ
て
の
物
件
選
定
に
、
根
拠
を
与
え
る

こ
と
に
も
用
い
ら
れ
る
。

そ
の
他

こ
の
ほ
か
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
的
建
造
物
の
活
用
を

特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
に
、
民
間
の
非
営
利
団
体
の

活
発
な
活
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も
有
名
な
建
造

物
の
ひ
と
つ
、
ジ
ョ
ー
ジ
。
ワ
シ
ン
ト
ン
終
焉
の
家

マ
ウ
ン
ト
・
ヴ
ァ
ー
ノ
ン
は
、
一
八
五

0
年
代
に
南

部
の
女
性
達
に
よ
る
非
営
利
団
体
に
よ
っ
て
買
い
取

り
保
存
さ
れ
、
現
在
も
同
団
体
に
よ
っ
て
維
持
管
理

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
地
の
歴
史
協
会
が
保
存
活

用
し
て
い
る
歴
史
的
建
造
物
も
数
多
い
。

こ
う
し
た
事
実
の
背
後
に
は
、
民
間
の
非
営
利
組

績
の
設
立
が
容
易
で
、
税
制
面
で
の
優
遇
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
組
織
を
育
成
し
て
ゆ

く
た
め
に
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
民
間
非
営
利
活
動

を
支
援
す
る
よ
う
な
制
度
づ
く
り
が
望
ま
れ
る
。

11 文化庁月報 1995.8 

わが国の文化財疇造物保護に係る現行税制

¥ I ＼ 税目等

；：口：／：：：
1美術 I
7芦品 1

重

文化

j 地価税については、次のような特例措置が認められている。

① 地方公共団体が指定した文化財に関する非課税措置

② 都道府県教育委員会が登録等を行った文化財に関する課税価格の計算の特例措置 (2分の 1課税）

2 固定資産税が非課税とされる「土地」については特別土地保有税及び都市計画税が、し「家屋」については都市計画税か非

課税とされている（地方税法§58G②、 §7020)2②)。

3 このほか個人及び法人iJ)寄付に対する免税制度として、文化財保存事業に対する奇付金への「指定寄付金」制度、文化

財の保存を行う公益法人等に対する「特定公益増進法人」制度、文化財保暇を目的とする「認定特定公益信託」制度があ

る。

［注］

平成 9年12月31日まで

国 税

法人税

I •一—--
相続説 1 地価税

[O:i没遇措置あり

非課税

地方税

x:優過措置なし

固定資産税

I 
一~

非課税

X 

＿．該当なし］

、 l~l~'" ~ ~` 
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

遵後温泉本館全景

13 文化庁月報 1995. 8 

道
後
温
泉
は
愛
媛
県
松
山
市
の
中
心
．
松
山
城
か

ら
東
北
ヘ
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古

代
以
来
、
日
本
最
古
の
歴
史
を
有
し
、
「
い
で
湯
と
城

と
文
学
の
町

1

「
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
」
と
し

て
、
松
山
市
の
市
民
は
も
と
よ
り
多
く
の
観
光
客
に

親
し
ま
れ
、
そ
の
名
は
全
回
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
道
後
温
泉
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
道
後
温
泉
本
館
は
、

松
山
市
経
営
の
浴
場
施
設
で
、
明
治
中
期
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
木
造
三
階
建
の
建
物
で
、

意
匠
的
に
優
れ
、
歴
史
的
価
値
も
高
い
近
代
和
風
建

築
物
と
し
て
平
成
六
年
―
二
月
二
七
日
重
要
文
化
財

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
施
設
は
人
々
の
生
活
に
非

常
に
身
近
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
武

士
か
ら
庶
民
、
旅
人
や
牛
馬
ま
で
利
用
で
き
る
よ
う

浴
場
が
整
備
さ
れ
た
。

明
治
時
代
に
は
い
っ
て
も
地
域
の
人
々
か
ら
旅
行

者
、
皇
族
ま
で
そ
の
入
浴
目
的
に
応
じ
社
交
、
休
養
、

日
常
生
活
の
場
と
し
て
幅
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
、

グ
レ
ー
ド
の
異
な
る
施
設
や
利
用
区
分
を
設
け
多
く

の
人
々
に
親
し
ま
れ
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

そ
の
結
果
、
施
設
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
価 松山市道後温泉事務局 岡本 努

に
指
定
さ
れ
た
。

道
後
逓
泉
の
歴
史

道
後
温
泉
の
歴
史
は
、
傷
つ
い
た
白
鷺
の
足
が
温

泉
で
な
お
っ
た
と
い
う
白
鷺
伝
説
に
始
ま
る
。
日
本

書
紀
や
釈
日
本
紀
、
伊
予
国
風
土
記
逸
文
な
ど
の
古

文
書
に
は
、
病
に
か
か
っ
た
少
彦
名
命
を
大
国
主
命

が
温
泉
に
入
浴
さ
せ
回
復
さ
せ
た
と
い
う
伝
承
、
ま

た
、
五
九
六
年
聖
徳
太
子
、
六
三
九
年
舒
明
天
皇
、

六
六
一
年
斉
明
天
皇
な
ど
大
和
朝
廷
の
皇
族
来
浴
の

記
述
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
万
葉
集
に
は
こ
れ
ら
の
皇

族
の
来
浴
に
関
係
し
た
歌
が
万
葉
の
歌
人
額
田
王
や

山
部
赤
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
に

は
伊
予
の
湯
桁
が
描
か
れ
た
。
中
世
に
は
時
宗
の
開

祖
一
遍
上
人
が
道
後
で
生
ま
れ
、
温
泉
の
湯
釜
に
名

号
を
刻
し
、
近
世
に
お
い
て
は
近
松
門
左
衛
門
、
松

尾
芭
蔦
小
林
一
茶
、
十
返
舎
一
九
な
ど
多
数
の
文

人
や
、
四
囲
八
八
寺
巡
り
の
遍
路
等
全
国
か
ら
の
人

の
流
れ
が
あ
っ
た
。
明
治
に
は
い
る
と
正
岡
子
規

r

夏
目
漱
石
、
伊
藤
簿
文
な
ど
各
界
の
著
名
人
や
皇
太

子
時
代
の
大
正
天
皇
な
ど
の
皇
族
の
来
裕
も
あ
り
、

全
国
に
根
ざ
し
た
施
設
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
一

万
、
道
後
地
区
は
江
戸
時
代
初
め
に
松
山
城
が
築
か

れ
る
ま
で
松
山
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
道

後
温
泉
本
誼
の
他
に
石
手
寺
や
伊
佐
爾
波
神
社
等
の

国
宝
。
重
要
文
化
財
建
造
物
が
あ
り
、
歴
史
文
化
の

ま
ち
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

値
あ
る
歴
史
的
建
造
物
が
で
き
、
松
山
城
と
と
も
に

松
山
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め

利
用
者
に
は
今
も
昔
と
変
わ
ら
ぬ
機
能
を
維
持
し
、

建
物
に
つ
い
て
は
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
の
価
値
を

保
つ
よ
う
方
針
を
立
て
こ
れ
ま
で
管
理
し
て
き
た
。

昨
年
、
現
在
の
建
物
で
最
も
古
い
神
の
湯
本
館
が
明

治
二
七
年
の
建
築
か
ら
一

0
0年
と
な
る
の
を
機
会

に
、
今
後
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
学
識
者
を
ま
じ

え
検
討
し
た
結
果
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
利
用

さ
れ
て
い
る
現
状
こ
そ
文
化
財
と
し
て
評
価
す
べ
き

で
あ
る
と
の
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
た
（
『
道
後
温
泉
本

館
の
歴
史
』
松
山
市
発
行
）
。
そ
の
報
告
が
評
価
さ

れ
、
こ
の
た
び
の
重
要
文
化
財
の
指
定
と
な
っ
た
。

施
設
の
老
朽
化
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
等
の

理
由
に
よ
り
人
々
が
あ
ま
り
利
用
し
な
く
な
っ
た
施

設
を
保
存
す
る
に
は
、
転
用
し
て
展
示
施
設
と
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
道
後
温
泉
本
館
の
場

合
に
は
、
温
泉
浴
場
施
設
と
し
て
市
民
は
も
と
よ
り

全
国
の
人
々
に
利
用
さ
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
の
機
能
を
維
持
す
る
必
要

が
あ
る
。
浴
場
施
設
は
、
衛
生
上
の
理
由
や
利
用
者

の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
て
、
常
に
修
理
。
改
修
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
貴
重
な
文
化
財

が
修
理
・
改
修
に
伴
い
失
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

近
代
以
降
の
す
ぐ
れ
た
文
化
財
に
つ
い
て
は
利
用

し
つ
づ
け
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
価

値
を
評
価
し
活
用
し
な
が
ら
保
存
し
て
い
く
適
切
な

事
例
報
告
①

浴
場
施
殷
の
整
備

浴
場
と
し
て
の
施
設
整
備
は
中
世
は
河
野
氏
、
近

世
は
松
山
藩
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
明
治
に
は
い
る
と
、

い
っ
た
ん
国
有
と
な
る
が
、
明
治
二
二
年
の
市
町
村

制
実
施
に
伴
い
道
後
湯
之
町
（
現
松
山
市
）
の
経
営
と

な
っ
た
。
道
後
湯
之
町
の
初
代
町
長
伊
佐
庭
如
矢
は

棟
梁
坂
本
又
八
郎
と
共
に
明
治
二
五
年
か
ら
七
年
を

か
け
て
老
朽
化
し
た
全
施
設
の
改
築
を
行
い
歴
史
に

残
る
建
造
物
を
建
設
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
、
入
浴
客
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め

浴
室
な
ど
の
再
改
築
等
を
行
い
今
日
の
姿
と
な
っ
た
。

現
在
の
道
後
温
泉
本
舘

ゅ

う

し

ん

で

ん

こ

ま

北
に
神
の
湯
本
館
、
東
に
又
新
殿
。
霊
の
湯
棟
、

南
に
南
棟
、
西
に
玄
関
棟
が
互
い
に
接
続
し
て
建
つ

複
雑
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
神
の
湯
本
館
が
明
治

二
七
年
、
又
新
殿
。
霊
の
湯
棟
が
明
治
三
二
年
、
南

棟
及
び
玄
関
棟
が
大
正
一
三
年
の
建
築
で
、
現
在
の

姿
は
明
治
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
整
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
神
の
湯
本
館
は
木
造
、
三
階
建
で

入
母
屋
造
の
大
屋
根
に
宝
形
造
の
塔
屋
を
設
け
て
い

る
。
又
新
殿
は
皇
族
の
入
浴
に
備
え
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
、
御
湯
殿
な
ど
内
外
部
と
も
に
当
初
の
姿
を

よ
く
保
持
し
て
い
る
。
現
在
の
姿
は
固
有
の
伝
統
を

継
承
し
つ
つ
、
明
治
以
降
の
社
会
の
近
代
化
に
対
応

す
る
た
め
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

生
力
し
て
活
用
す
る
文
化
財

入
浴
は
日
常
生
活
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も

手
法
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

合
後
の
管
理

道
後
温
泉
本
館
は
年
間
九

0
万
人
を
超
え
る
多
数

の
人
々
か
朝
六
時
三

0
分
か
ら
夜
―
一
時
ま
で
毎
日

利
用
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
従
来
の
文
化
財
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
「
貴
重
品
を
守
っ
て
保
護
す
る
」
方
法

は
適
さ
な
い
。
防
火
関
係
を
と
っ
て
み
て
も
こ
こ
で

は
広
間
で
炭
火
を
た
き
大
量
の
お
茶
を
た
て
て
い
る

し
、
く
つ
ろ
ぎ
の
施
設
で
あ
る
た
め
禁
煙
と
す
る
こ

と
も
な
く
火
気
の
使
用
が
晋
通
の
状
態
で
あ
る
。
ま

た
、
浴
室
の
水
分
が
施
設
に
相
当
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
修
繕
等
に
つ
い
て
現
状
変

更
の
許
可
や
届
出
な
ど
の
手
続
き
を
と
っ
て
か
ら
行

う
こ
と
は
営
業
上
大
き
な
問
題
が
あ
る
な
ど
従
来
の

文
化
財
管
理
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
る
。
当
施
設
で
は
国
の
理
解
を
得
て
営
業
に
支
障

を
き
た
さ
な
い
た
め
の
管
理
計
画
を
作
成
し
て
い
る
。

管
理
計
画
は
、
高
い
評
価
を
受
け
た
外
観
や
又
新
殿

な
ど
の
意
匠
は
国
と
協
議
し
な
が
ら
管
理
す
る
こ
と

と
し
、
内
部
の
日
常
的
な
修
繕
等
に
つ
い
て
は
管
理

者
の
判
断
で
行
う
と
い
う
も
の
で
「
生
か
し
て
活
用

す
る
文
化
財
．
」
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

生
き
た
文
化
財
の
管
理
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
利
用
目

的
や
状
況
等
に
応
じ
て
管
理
計
画
を
た
て
適
切
な
保

存
と
活
用
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
道
後
湿
泉
本
館
が

全
国
の
先
進
的
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
よ
う
今
後
の

管
理
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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は
じ
め
に

文
化
遺
産
の
保
存
活
用
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で

お
こ
な
っ
て
い
る
事
例
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
一

三
年
前
に
英
国
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
マ
、
卜
の
保
有
資
産

を
訪
ね
た
時
だ
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
言
え

ば
、
わ
が
図
で
は
社
会
福
祉
的
な
分
野
で
の
も
の
と

相
場
が
決
ま
っ
て
い
た
頃
だ
け
に
、
ま
さ
に
目
か
ら

ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
ほ
ど
驚
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い

る
。
今
日
、
わ
が
国
で
は
自
然
や
文
化
遺
産
の
保
全

に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
お

り
、
参
加
す
る
人
々
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
タ
と
し
て
も
定

着
し
つ
つ
あ
る
。

特集／歴史的建造物を現代に活かす

数をでボもと T て掃先つ的 活会み トラストトレイン
回そ‘ラのしが実‘のて車わ実動費サ (JNT所有）
にの英ンだて所施修鉄い両が践資と l
わ原国テ゜大有し理道るを国的金は ク
た点でイこ井すて‘サJ取でなと別 ル
りにみアれ川るい沿 l N 得初ボなに‘
N 据らでら鉄歴る線ク T しめラっ‘自
H えれおの道史゜案ル所‘てンてサ 然
k てるこ車盆的卜内を有修市テい 1 サ
テ い保な両野なラを中の復民イるク l
レる存つの岡 S スボ心卜後参ア゜ル ク
ビ ゜鉄て保県 L トラ に ラ ‘ 加 活 会）レ
ゴユ道い存ーと ト ン ］ ス 動 に 動 費が
週ニクる。で客レテ N 卜 態 よ へ があ
刊 1 !レ珍運走車 イ ，1＇ T 卜保り発 各 り
ボク l し 行 らをンアのレ存募展 々‘
ラなプい・せ営 は 活 会 イ を 金 定J
ン活のケ管て業‘動員ンおで め N
テ 動活 l理い列Jとがはこ歴 ら T
ィほ動スをる 車 N し清‘な史 れの

1曰粉井家CJNT所有）の屋根の蜜き替え
（財）日本ナショナルトラスト事業課長 米山淳一

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
が
ま
っ
た
く
無
報
酬
で
は

な
い
。
交
通
費
、
昼
食
代
は
も
ら
っ
て
い
ま
す
」
と

英
国
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
所
有
の
カ
ン
ト
リ
ー
ハ

ウ
ス
の
庭
園
を
手
入
れ
し
て
い
た
青
年
が
説
明
し
て

く
れ
た
。
運
河
の
再
生
を
お
こ
な
っ
て
い
る
環
境
保

全
グ
ル
ー
プ
や
、
い
く
つ
か
の
町
づ
く
り
団
体
を
訪

ね
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら

う
と
、
実
費
は
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

お
金
の
問
題
で
は
な
く
、
自
ら
が
進
ん
で
活
動
に
参

加
す
る
姿
勢
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
そ
の
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
楽
し
く
、
有
意
義
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
か
か
わ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
誇
り
で
あ
る
と
言

う
の
だ
。
わ
が
国
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、

高
潔
な
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
が
、

豊
か
な
市
民
生
活
の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

手
さ
く
り
で
ボ
―
フ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
尊
入

全
同
的
に
美
し
い
自
然
や
優
れ
た
文
化
選
産
を
観

光
資
源
と
し
て
保
存
・
活
用
。
管
理
す
る
こ
と
を
目

的
に
財
団
法
人
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
肛
ト
ラ
ス
ト
（
以
下

J
N
T
)
は
、
昭
和
四
三
年
―
二
月
に
英
国
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
を
模
範
に
設
立
さ
れ
て
い
る

C

事

業
は
、
鯛
査
、
保
護
、
普
及
（
広
報
・
会
員
）
の
三

本
柱
か
ら
な
り

r

こ
れ
ら
の
事
業
は
、
会
員
を
中
心

と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
導
入
し
、
活
性
化
を

図
っ
て
い
る
。

毎
月
会
報
を
も
ら
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
会
員
と

し
て
面
白
味
に
欠
け
る
と
い
う
、
た
の
も
し
い
声
を

ァ
L

で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
e

J
N
T
で
は
、
歴
史
的
民
家
や
町
並
み
の
調
査
や

保
存
事
業
も
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
調
査
事
業

は
す
で
に
約
二

0
0件
を
数
え
る
が
、
民
家
、
町
並

み
サ
ー
ク
ル
の
会
員
も
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
数
多

く
の
鯛
査
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
い
る
。
地

域
の
人
々
と
の
膝
を
混
え
た
交
流
の
中
か
ら
有
意
義

な
保
存
対
策
を
提
案
し
た
事
例
も
あ
る
。

ま
た
、
J
N
T
が
企
画
し
た
、
古
い
民
家
で
の
ピ

ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト
や
、
四
季
を
通
じ
て
の
イ
ベ
ン
ト

に
も
事
業
の
推
進
役
と
し
て
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

地
域
の
生
活
文
化
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

各
事
業
を
通
じ
て
の
会
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

は
大
き
な
力
で
あ
る
が
、
代
表
的
な
事
例
は
、
白
川

村
の
合
掌
造
り
民
家
の
屋
根
葺
き
で
あ
る
。
白
川
村

で
は
毎
年
、
四
月
に
荻
町
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
内
で
一
ー
ニ
棟
の
屋
根
の
茅
を
葺
き
替
え

る
。
「
結
」
と
い
う
し
き
た
り
で
村
人
総
出
で
作
業
は

お
こ
な
わ
れ
る
。
J
N
T―
で
は
、
先
の
歴
史
的
車
両

と
同
じ
く
、
昭
和
五
九
年
に
国
か
ら
免
税
団
体
に
認

可
さ
れ
て
以
来
、
募
金
に
よ
り
合
掌
造
り
民
家
を
二

棟
、
保
存
の
た
め
に
取
得
し
た
。
古
く
は
、
昭
和
四

六
年
頃
か
ら
合
掌
造
り
民
家
の
保
存
を
勇
気
づ
け
て

き
た
延
長
線
上
に
成
り
立
っ
た
文
化
財
の
取
得
保
存

事
業
で
あ
る
が
、
「
所
有
し
た
以
上
村
人
と
し
て
つ
き

合
う
べ
し
」
と
の
長
老
の
助
言
も
あ
り
、
今
日
、
毎

年
春
の
屋
根
葺
き
と
秋
の
ど
ぶ
ろ
く
祭
に
は
、
各
サ

ー
ク
ル
を
は
じ
め
J
N
T
の
会
員
が
全
国
か
ら
ボ
ラ

多
く
耳
に
し
て
以
来
、
会
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
受
け
皿
を
設
け
る
と
と
も
に
積
極
的
に
参
加
を
呼

び

か

け

て

き

た

。

一

手
始
め
は
、
会
員
活
動
の
拠
点
と
な
る

B
o
xの

設
置
で
あ
っ
た
。
一

0
年
前
の
こ
と
だ
。
関
西
地
区

に
調
査
、
保
護
事
業
が
多
く
、
し
か
も
会
員
も
東
京

地
区
に
次
い
で
増
加
傾
向
に
あ
り
、
な
ん
と
か
拠
点

を
確
保
し
た
い
願
い
か
ら
始
ま
っ
た
。
都
市
計
画
の
一

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
撃
事
務
局
を
か
っ
て
出
て
く

れ
た
の
だ
。
こ
れ
に
よ
り
関
西
地
区
で
の
見
学
会
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
ま
と
ま
り
を
み
せ
、
現
在
に
．

至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
後
年
合
掌
造
り
民
家
の
あ
る

白
川
村
に

B
o
xが
誕
生
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
会
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
「
鉄
道
文
化
財
を
考
え
る
会
」
を
発
足
さ
せ
、

文
化
財
の
視
点
か
ら
鉄
道
を
見
直
し
、
全
国
各
地
に

残
る
歴
史
的
車
両
や
施
設
こ
構
造
物
の
調
査
を
実
施

し
た
。
そ
れ
こ
そ
手
弁
当
で
ア
ン
ケ
ー
ト
や
現
地
調

査
に
臨
み
、
そ
の
成
果
を
調
査
報
告
書
に
ま
と
め
上

げ
、
鉄
道
文
化
財
な
る
言
葉
を
生
み
出
し
、
保
存
の

機
運
を
盛
り
上
げ
た
。
同
会
は
、
そ
の
後
鉄
道
サ
ー

ク
ル
と
名
称
を
変
え
r
T
N
N
T
の
サ
ー
ク
ル
活
動
の

さ

き

が

け

と

な

っ

た

。

一

J
N
T
で
は
、

B
o
xを
地
域
の
拠
点
づ
く
り
的
一

活
動
、
サ
ー
タ
ル
は
同
好
の
志
の
集
い
と
し
て
の
ボ
一

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
、
そ
の
活

動

を

J
N
T
の
事
業
と
タ
イ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
。

サ
ー
ク
ル
は

S

鉄
道
サ
ー
ク
ル
の
他
に
、
民
家
町
並

ン
テ
ィ
ア
で
駆
け
つ
け
て
い
る
。
手
伝
い
始
め
て
約

八
年
、
最
初
は
、
世
話
役
の
「
荻
町
の
自
然
環
境
を

守
る
会
」
や
地
区
の
幹
部
の
方
々
も
、
「
よ
そ
者
」
と

い
う
こ
と
で
住
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
得
る
た
め
に

随
分
と
骨
を
折
ら
れ
た
と
思
う
。
今
で
は
、
J
N
T

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
す
っ
か
り
住
民
の
皆
さ
ん
と

親
し
く
な
り
、
毎
年
会
う
の
が
楽
し
み
と
い
っ
た
具

合
に
、
そ
の
関
係
は
発
展
し
て
い
る
。

J
N
T
の
所
有
し
て
い
る
合
掌
造
り
民
家
旧
松
井

家
の
屋
根
葺
き
の
際
に
も
、
一
八

0
人
と
い
う
村
の

方
々
が
そ
れ
こ
そ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
お
手
伝
い
し
て

く
れ
た
。
お
互
い
の
信
頼
関
係
の
上
に
立
っ
た
出
来

事
と
し
て
深
く
感
銘
を
受
け
る
と
と
も
に
感
謝
し
て

い
る
。
屋
根
が
葺
き
上
が
っ
た
時
、
文
化
財
の
保
存

は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
健
全
に
息
づ
い
て
い

れ
ば
こ
そ
う
ま
く
行
く
と
実
感
し
た
。

こ
の
他
、
巻
機
山
（
新
潟
県
）
の
自
然
景
観
保
全

の
た
め
の
土
木
修
景
作
業
や
J
N
T
所
有
の
ヘ
リ
テ

イ
ジ
セ
ン
タ
ー
「
葛
城
の
道
歴
史
文
化
館
」
や
コ
日

川
合
掌
文
化
館
」
の
管
理
運
営
、
事
務
局
等
で
の
作

業
な
ど
会
員
を
中
心
に
多
く
の
皆
さ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
で
J
N
T
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
J
N
T
で
は

r

ま
だ
ま
だ
微
力
で
あ

り
、
し
か
も
手
さ
ぐ
り
の
状
態
で
文
化
遺
産
や
自
然

の
保
存
、
活
用
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
続

け
て
い
る
。

し
か
し
、
会
員
の
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
事
業

を
展
開
で
き
る
こ
と
が
何
よ
り
の
宝
だ
と
思
う
。
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

ボランティアの協力による
床上公開ではイロリガ大人気

（
年
一
回
）
を
開
催
し
た
り
、
一
件
の
民
家
を
蕎
店
お

よ
び
学
習
室
と
し
て
利
用
し
て
き
た
。

し
か
し
全
体
と
し
て
は
静
的
な
要
素
が
強
く
、
園

内
を
散
策
し
な
が
ら
建
物
や
民
具
を
鑑
賞
す
る
と
い

う
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
も
建
物
の
良
さ
を
損
な

わ
な
い
よ
う
解
説
も
最
小
限
に
し
て
き
た
た
め
、
建

物
に
興
味
の
な
い
人
は
、
半
分
く
ら
い
み
た
時
点
で

「
ど
れ
も
一
緒
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
も
う
帰
ろ
う
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
主
屋
だ
け
を
移
築
し

て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
屋
敷
全
体
の
再
現
は
模

型
等
で
補
う
必
要
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

新
だ
な
試
み

こ
う
し
た
点
へ
の
反
省
か
ら
、
日
本
民
家
園
で
は

こ
こ
数
年
来
公
開
姿
勢
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
ま
ず

平
成
四
年
に
待
望
久
し
い
博
物
館
本
誼
が
完
成
し
、

民
家
や
く
ら
し
に
関
す
る
基
本
的
な
解
説
が
可
能
と

な
っ
た
。
導
入
部
で
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
、
そ
れ

か
ら
本
物
の
民
家
に
触
れ
て
も
ら
う
趣
向
で
あ
る
。

そ
し
て
実
物
の
「
民
家
の
旅
L

に
は
、
平
成
六
年

か
ら
強
力
な
仲

問
が
加
わ
っ
た
。

日
本
民
家
園
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
「
炉

端
の
会
」
の
方

々
で
あ
る
。
民

家
の
床
上
公
関

を
目
指
し
て
結

成
さ
れ
、
約
七
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は
じ
め
に

一
口
に
野
外
博
物
館
と
い
っ
て
も
f
そ
の
概
念
は

鑑
賞
の
対
象
が
野
外
に
あ
る
施
設
全
般
を
含
ん
で
い

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
雁
史
的
建
造
物
、
特
に
民

家
を
複
数
棟
移
築
し
公
開
し
て
い
る
施
設
を
指
す
も

の
と
捉
え
て
お
く
。
そ
し
て
川
崎
市
立
日
本
民
家
園

を
例
に
と
っ
て
、
野
外
博
物
館
に
お
け
る
犀
史
的
建

造
物
の
保
存
活
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

民
家
研
究
と
保
存
問
題

日
本
の
民
家
は
、
気
候
。
風
土
・
階
層
な
ど
と
結

び
つ
き
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
色
を
生
み
出
し
た
。

そ
し
て
世
代
交
代
や
生
活
様
式
の
変
化
に
応
じ
て
改

造
さ
れ
、
そ
の
家
の
歴
史
を
刻
み
込
ん
で
現
在
に
伝

え
て
い
る
。
民
家
の
研
究
は
、
す
で
に
大
正
時
代
か

川崎庸立H本民家園
川崎市立日本民家園 大野 敏

ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
改
造
の
経
緯
を
解
き
ほ
ぐ
し

建
築
当
初
の
姿
を
追
求
す
る
復
原
的
研
究
方
法
は
昭

和
三

0
年
代
に
な
っ
て
確
立
し
た
。
こ
の
成
果
を
受

け
て
昭
和
四
一
年
か
ら
全
固
的
な
調
査
が
始
ま
り
、

民
家
の
建
築
史
上
の
展
望
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
急
激
な
社

会
環
境
の
変
化
は
、
民
家
の
存
続
を
脅
か
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

民
家
は
本
来
の
土
地
に
存
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
現
地
で
存
続
不
可

能
な
場
合
は
移
築
保
存
に
よ
り
存
続
を
図
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。
移
築
保
存
の
初
期
の
も
の
は
、
公
共

団
体
が
建
物
の
頸
渡
を
受
け
、
緊
急
避
難
的
に
公
有

地
に
移
築
し
、
資
料
館
と
し
て
利
用
し
た
り
、
個
人

が
趣
味
的
に
移
築
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た

め
敷
地
の
選
定
・
移
築
工
事
の
内
容
・
管
理
状
況
等

に
課
題
を
残
し
て
い
た
。

本
格
的
な
桓
築
保
存

こ
う
し
た
な
か
で
昭
和
三
五
年
に
開
館
し
た
日
本

民
家
集
落
博
物
館
（
大
阪
）
は
、
移
築
保
存
に
新
た

な
方
向
性
を
示
し
た
野
外
博
物
館
と
し
て
特
筆
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
全
国
を
対
象
と
し
て
各
地
の
典
型

的
な
民
家
を
移
築
し
て
お
り
、
実
物
に
よ
る
比
較
゜

検
討
が
で
き
る
。
し
か
も
移
築
を
復
原
の
好
機
と
捉

え
、
厳
密
な
調
査
・
研
究
に
基
づ
く
復
原
を
行
っ
て

い
る
た
め
、
民
家
個
々
の
学
術
的
価
値
が
高
い
e

昭
和
三
八
年
、
川
崎
市
内
の
民
家
保
存
問
題
に
端

を
発
し
た
日
本
民
家
園
の
設
立
構
想
は
、
民
家
集
落

0
名
の
会
員
が
曜
日
ご
と
に
六
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
、

月
二
回
以
上
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在

一
週
間
単
位
で
一
件
ず
つ
床
上
を
公
開
し
て
お
り
、

毎
日
五
、
六
名
の
会
員
が
イ
ロ
リ
に
火
を
焚
き
、
炉

端
で
来
園
者
を
迎
え
て
く
れ
る
c

そ
し
て
解
説
や
民

具
資
料
の
点
検
、
清
掃
な
ど
を
担
当
す
る
。
会
員
は

ま
っ
た
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
が
、
園
内
の
雰

囲
気
や
来
薗
者
と
の
ふ
れ
あ
い
、
そ
し
て
一
か
月
に

一
度
の
勉
強
会
を
楽
し
み
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
有
人
に
よ
る
床
上
公
開
を
み
る
と
、
「
人
」
が
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
展
示
民
家
が
「
家
」
と
し
て
蘇
る

こ
と
を
実
感
す
る
。
「
お
客
さ
ん
」
と
し
て
迎
え
入
れ

ら
れ
た
来
園
者
も
、
イ
ロ
リ
を
囲
ん
で
生
き
生
き
と

し
た
表
情
を
見
せ
る
。

床
上
公
開
と
な
ら
ぶ
新
た
な
試
み
と
し
て
、
民
家

を
積
極
的
に
「
使
う
」
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
一

件
の
家
全
体
を
会
場
に
し
た
講
座
、
座
敷
部
分
を
利

用
し
た
茶
会
や
演
奏
会
、
縁
側
部
分
を
利
用
し
た
彫

金
。
紙
漉
き
等
の
伝
統
技
術
実
演
会
の
開
催
な
ど
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
の
民
家
の
使
い
方
と
は
無
縁

で
あ
る
が
、
少
し
で
も
民
家
に
触
れ
る
機
会
を
増
や

す
と
い
う
意
味
で
重
要
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
床

上
公
開
と
同
様
、
「
使
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
日
頃
の
管

理
に
も
目
が
行
き
届
き
、
建
物
の
保
存
上
も
有
効
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。

e

さ
て
、
話
題
が
保
存
問
題
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
、

民
家
を
維
持
し
保
存
し
て
い
く
た
め
の
建
築
技
術
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
茅
葺
、
荒
壁
塗
り
、
土

博
物
館
の
示
し
た
方
向
性
を
継
承
し
な
が
ら
、
同
一

地
域
や
同
一
用
途
で
の
比
較
も
可
能
に
す
る
べ
く
系

統
的
な
収
集
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
昭
和
四
二
年
に

開
園
し
て
以
来
、
現
在
ま
で
二
五
件
を
「
宿
場
L

「信

越
の
村
L

「
関
東
の
村
」
「
神
奈
川
の
村
」
「
東
北
の
村
」

の
五
群
お
よ
び
農
村
歌
舞
伎
舞
台
、
高
含
な
ど
の
特

別
コ
ー
ナ
ー
に
ま
と
め
て
い
る
。
移
築
・
復
原
に
は

修
復
の
専
門
家
を
充
て
る
と
と
も
に
、
建
築
史
研
究

者
や
文
化
庁
（
旧
文
化
財
保
護
委
員
会
）
の
指
導
を

得
ご
復
原
考
察
や
伝
統
工
法
の
踏
襲
に
厳
密
を
期

し
、
工
事
記
録
は
報
告
書
と
し
て
刊
行
し
て
き
た
。

公
開
と
汚
用

つ
ぎ
に
、
日
本
民
家
園
で
は
、
建
物
を
ど
の
よ
う

に
公
開
し
活
用
し
て
き
た
か
を
見
て
み
る
。

復
原
工
事
が
竣
工
し
た
建
物
は
す
べ
て
公
開
し
て

き
た
が
、
原
則
と
し
て
床
上
に
は
あ
が
れ
ず
、
来
園

者
は
土
間
か
ら
室
内
を
眺
め
解
説
を
読
社
。
調
査
。

研
究
の
用
途
に
対
し
て
は
、
申
請
に
よ
り
床
上
に
あ

が
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
貴
重
な
建
物
と
い
う
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
ー
や
＇
人
的
限
界
，
か
ら
不
特
定
多
数
の
床
上
公

開
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
ま
っ
た
く
動
き
の
な
い
公
開
状
況
だ
っ
た

わ
け
で
な
＞
＼
民
具
製
作
技
術
保
存
会
と
い
う
育
成

団
体
を
組
織
し
、
藁
細
工
。
機
織
り
・
竹
細
工
を
民

家
の
軒
下
や
屋
内
で
実
演
し
て
き
た
。
そ
し
て
民
異

製
作
を
体
験
学
習
に
取
り
入
れ
、
民
家
と
く
ら
し
に

つ
い
て
の
関
心
を
喚
起
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
水
車

を
稼
働
さ
せ
た
り
、
農
村
歌
舞
伎
舞
台
で
民
俗
芸
能

間
叩
き
な
ど
は
、
一
般
の
建
築
界
か
ら
み
て
本
当
に

珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

工
事
の
様
子
を
公
開
す
る
こ
と
も
、
民
家
を
知
り
、

興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の

た
め
平
成
五
年
度
か
ら
、
工
事
区
域
を
来
園
者
に
危

険
の
な
い
範
囲
で
簡
略
に
設
定
し
、
工
事
の
様
子
が

見
え
る
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
で
は
茅
葺
の
人
気
が
高

く
、
三
日
間
通
い
続
け
て
熱
心
に
見
入
っ
て
い
た
女

性
州
い
た
。
土
間
叩
き
は
不
思
議
そ
う
に
眺
め
て
い

く
人
が
多
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
伝
統
的
建
築
技
術

は
、
今
後
野
外
博
物
館
が
中
心
と
な
っ
て
保
存
。
継

承
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

あ
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
日
本
民
家
園
で
は
、
人
の
動
き
を
中

心
に
据
え
、
保
存
と
活
用
を
表
裏
一
体
の
活
動
と
捉

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
民

家
園
の
設
立
以
降
、
各
地
で
民
家
の
野
外
博
物
館
が

設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
地
域
色
を
前
面

に
押
し
出
し
な
が
ら
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い

る
も
の
が
多
い
。
現
在
、
日
本
民
家
園
他
―
二
の
野

外
博
物
館
は
「
全
国
文
化
財
集
落
施
設
協
議
会
」
を

組
織
し
て
お
り
、
前
述
の
考
え
方
も
こ
の
交
流
の
な

か
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
意
味
か

ら
も
、
今
後
は
よ
り
多
く
の
野
外
博
物
館
が
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
保
存
活
用
に
つ
い
て
の
細
か
な

情
報
交
換
が
で
き
る
体
制
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
各
施
設
が
地
域
の
文
化
財
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割

を
果
た
す
よ
う
に
な
る
と
理
想
的
で
あ
る
。
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特集／歴史的建造物を現代に活かす

絵画的雰囲気をもつ外観

吹抜が広々としだ空間をつくる営業室

ー画には「赤レンガギャラリー」の

ある0ビー

る
L

と
い
う
こ
と
を
経
営
理
念
の
一
っ
と
し
て
掲
げ
、

今
日
ま
で
実
践
し
て
き
て
い
る
が
、
菫
要
文
化
財
と

し
て
の
中
ノ
橋
支
店
の
保
存
。
活
用
に
取
り
組
む
こ

と
は
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と

と
な
り
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
地
域
文
化
の

向
上
に
つ
な
が
る
途
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
新

た
な
使
命
と
し
て
積
極
的
に
こ
の
役
割
を
担
っ
て
い

き
た
い
。

地
域
の
共
有
財
産
と
し
て

中
ノ
楯
支
店
は
、
本
店
時
代
の
昭
和
五
二
年
に
盛

岡
市
の
保
存
建
物
第
一
号
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
盛

岡
市
自
然
環
境
及
び
歴
史
的
環
境
保
全
条
例
）
が
、

当
行
と
し
て
も
従
来
よ
り
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
の

重
要
性
を
認
職
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昭
和
五

八
年
の
新
本
店
の
建
築
ょ
移
転
の
際
も
、
そ
の
姿
を

現
状
に
と
ど
め
、
引
き
続
き
営
業
店
と
し
て
使
用
す

る
な
か
で
保
存
を
図
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
後
中
ノ
橋
支
店
と
な
っ
て
か
ら
は
、
営
業
室
等
＇

に
余
剰
ス
ペ
ー
ス
が
生
じ
た
た
め
、
ロ
ビ
ー
の
一
画

を
「
赤
レ
ン
ガ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
L

と
し
て
、
絵
画
展
を

中
心
に
各
種
展
示
会
な
ど
を
数
多
く
開
催
し
て
い
る
。

ま
た
、
県
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
洟
奏
の
舞
台
と
し
て

開
放
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
全
国
各
地

か
ら
の
観
光
客
を
は
じ
め
、
小
。
中
学
校
の
修
学
旅

行
や
建
築
を
学
ん
で
い
る
大
学
生
へ
の
室
内
見
学
な

ど
、
業
務
に
支
障
の
で
な
い
範
囲
で
広
く
一
般
へ
の

公
開
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
夜
間
は
外
壁
を

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
て
ク
ラ
シ
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
強

調
し
、
古
い
街
並
が
広
が
る
中
ノ
橋
界
隈
の
都
市
景

観
に
―
つ
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
提
供
す
る
な
ど
、
多
面
一

的

な

活

用

も

固

っ

て

い

る

。

一

今
後
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
可
能
な
限
り
営
業
店

と
し
て
の
使
用
を
続
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
一

般
へ
の
公
開
等
に
つ
い
て
も
、
見
学
者
が
室
内
を
回

り
や
す
く
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
整
備
を
進
め
る

と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
意
見
等
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
有
意
義
な
活
用
方
法
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

神
社
。
仏
閣
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
静

寂
の
中
に
非
日
常
的
な
姿
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
に

存
在
価
値
が
あ
る
も
の
と
異
な
り
、
近
代
建
築
遺
産

は
、
街
の
な
か
で
活
用
し
て
は
じ
め
て
そ
の
価
値
が

出
る
と
言
わ
れ
る
。

当
行
中
ノ
橋
支
店
に
つ
い
て
も
、
地
域
共
有
の
文

化
財
と
し
て
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
当
局
の
旗
カ

を
得
て
適
正
な
維
持
・
管
理
に
努
め
、
永
く
保
存
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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1日本店本館平面図

一
階

二
階

盛
岡
の
シ
ン
ボ
ル
「
赤
レ
ン
カ
」

ァ
ー
ク
―
9
イ
ト

弧
光
燈
に
め
く
る
め
き
、

羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
、

川
と
銀
行
木
の
み
ど
り
、

ま
ち
は
し
づ
か
に
た
そ
が
る
A

o（
宮
沢
賢
治
）

こ
の
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
銀
行
翠
、
平
成
六
年
一

二
月
に
同
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
岩
手
銀

行
中
ノ
橋
支
店
（
旧
本
店
）
」
で
あ
る
。

明
治
時
代
の
息
吹
を
今
に
伝
え
る
こ
の
赤
煉
瓦
の

洋
館
は
、
旧
盛
岡
銀
行
の
本
店
と
し
て
明
治
四
四
年

四
月
に
竣
工
し
、
同
行
が
昭
和
初
期
の
金
融
恐
慌
の 岩手銀行企画部

あ
お
り
を
受
け
て
休
業
し
た
後
、
昭
和
―
一
年
に
当

行
（
当
時
は
岩
手
殖
産
銀
行
）
が
購
入
し
、
昭
和
五

八
年
ま
で
本
店
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。

同
年
の
新
本
店
の
新
築
・
移
転
に
伴
い
、
中
ノ
橋

支
店
と
名
を
変
え
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
明
治
、

大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
平
成
の
激
動
の
時
代
を
通
し

て
、
岩
手
県
の
金
融
界
の
変
遷
を
見
つ
め
続
け
、
八

0
年
以
上
の
歴
史
を
刻
ん
だ
現
在
も
な
お
、
銀
行
の

営
業
店
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

建
物
の
設
計
は
、
東
京
駅
な
ど
の
殷
計
者
と
し
て

知
ら
れ
る
明
治
洋
風
建
築
の
雄
、
辰
野
金
吾
博
士
と

岩
手
県
出
身
の
建
築
家
葛
西
萬
司
博
士
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
、
「
辰
野
式
ル
ネ
？
＇
サ
ン
ス

L

の
典
型
の
ひ
と

っ

と

さ

れ

て

い

る

。

‘

構
造
は
、
煉
瓦
造
、
銅
板
葺
で
二
階
建
、
一
部
三

階
建
と
な
っ
て
お
り
、
ド
ー
マ
ー
窓
と
ド
ー
ム
を
配

し
た
屋
根
、
そ
れ
に
赤
い
煉
瓦
と
白
い
花
閥
岩
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
が
対
原
的
で
絵
画
的
な
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
豪
華
な
造
り
で
あ
り
な
が
ら
、

延
べ
床
面
積
が
一
、

0
二
0
平
方
メ
ー
ト
ル
と
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
建
物
で
な
い
た
め
街
並
と
程
よ
く
調
和

し
r

盛
岡
の
シ
ン
ボ
ル
「
中
ノ
橋
の
赤
レ
ン
ガ
」
と
し

て
市
民
を
は
じ
め
訪
れ
る
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

地
域
文
化
向
上
へ
の
貢
献

中
ノ
橋
支
店
の
重
要
文
化
財
と
し
て
の
指
定
は
、

建
築
様
式
や
意
匠
あ
る
い
は
地
域
的
希
少
性
に
歴
史

的
。
文
化
的
価
値
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
、
民
間
企
業
の
業
務
用
店
舗
に
あ
っ
て
、
創

建
当
初
の
目
的
で
今
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
建
物
と

し
て
、
国
内
で
は
最
初
の
指
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
特
徴
が
あ
る
。

し
た
が
っ
ご
歴
史
的
建
造
物
を
銀
行
の
営
業
店

業
務
に
使
用
し
な
が
ら
保
存
こ
活
用
し
て
い
く
と
い

う
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
文
化
財
保
護
の
あ
り
方
を
示

す
先
駆
的
な
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
は
、
日
頃
接
し
て
い

る
銀
行
の
営
業
店
が
重
要
文
化
財
と
な
っ
た
こ
と
で
、

と
か
く
重
厚
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
が
ち
な
文
化
財
を

身
近
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
｝
~
自
分

た
ち
の
生
活
圏
の
地
域
文
化
を
再
発
見
す
る
絶
好
の

機
会
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
，
／
橋
支
店
が
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
行
が
、
後
世
に
継

承
す
べ
き
歴
史
的
建
造
物
の
所
有
者
と
し
て
の
地
位

と
、
現
代
に
生
き
る
人
々
を
歴
史
。
文
化
の
世
界
へ

い
ざ
な誘

う
案
内
人
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
文
化
財
の
保
存
。
活
用
を
日
常

生
活
の
中
で
行
っ
て
い
く
と
い
う
文
化
財
保
護
の
一

つ
の
方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
既
定
の
文
化
財
の

概
念
を
変
え
、
文
化
財
と
地
域
と
の
新
た
な
関
係
を

創
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
意
義
深
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
~

当
行
は
創
業
以
来
、
「
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
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さのわのさく

表紙解説 史跡城輪柵跡と国府の火まつり

城輯疇I衣、山形隈酒田市の市街地北東約 8kmに位匿可る総面積52万柑の広大な遺

跡で密る。昭和6年、外部をめぐる国謬の一部が毘然に発見され、初めて発掘調査

されだ。その結果、一辺720m方形の適跡の概況ガ暁ら力となり、翌招和7年4月25日

史跡指定を受けた (0召和56年2月23日に追加指定）。 • 

遺跡の中央には、政庁跡が確舘され、正殿を中心に後殿，東西両脇殿。後殿付属束

西両建物等ガ整然と「口」字形に配證されている。まだこの恩囲を一辺115mの築地塀

等j箕恥であり各辺の中央には戸月が開き賠門前面には付属可る東西の建物や広場・

南大路•井戸等ガ確認されている。このような調査結果などから、妓藉柵跡を平安時
代の出羽国府跡とする考え方ガ有力となっている。

昭和59年力ら保存整備に着手し．、平成4年3用には文化庁の史跡等活用特別謳業に

より、政庁南門、東戸月、および簗地屏の一部が実物大に繰元された。一干年の時を経

て、出羽国政庁の姿ガ一部とはいえ現代によみがえつだのである。

現在、復元建物を含めた史跡の活用として、伝統文化の伝誤と発信を目指し、まだ

疇間交流の配し て r国府の火まつ図を実施している。酒田市のシンボル、獅子
9・ベじんそん

を統ーテーマ！こ、沖縄瞑令帰仁村の流球民俗要響や、インドネシアのガムランなどを

麟、民俗芸能の祭典を繰りひろげている。岳年8月．ヒ司、午後，から夜にかけて実施

し、郊外に位霞しながらも昨年は2万6干人を超える人びとか城輯柵政庁に集つだ。

美しく整備されだ城酷柵跡政庁は、普段でも学校教育や社会教育の学習の場として、

多くの方に利用されている。 （酒田市教育委員会文化課文化財係 潤罫 誠）

g= 
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編集後記

歴史のある建造物に灌遇したとき、；またと立ち止まりノスタルジ

ックな気分になってしまうのは私だけでしょうか、，古さがまた美し

くもあり、何とむ言えない安心した気持ちになってしまうのも私た

けてしょうか，1

今月は歴史的建造物の特集でした。「虚史Jある建造物は全国津々

浦々にあります。いつも何げなく見ていた建物が、案外、文化的に

も貴重な存在であったりする場合もあります。見梱れている身近な

建造物について、その歴史をたどり、意談をもって見直すとき新た

な発見に出合うかもしれません。

また、歴史的な建造物は、それたけで価値を形成するよりも、周

囲0)薬境と一体となって意毅を有している場合が多く、その地域が

持っている特性や固有の文化的価値を担っていますc その建造物を

，，，＇ンポ／レ的な存在として、潤いのある個性的なまちづべりが進めら

れている場合もあります。こうした靡史的な建造物の保護と活用、

地域の振興の適切な調和を図ることは、そこに住む人々がとれ程そ

の地域の文化と歴史を育み、愛しているかのバロ、凡ーターともなる

でしょう。 （も）

R本誌の掲載のうち、意見にわだる郎分については、

筆者昏人の見解であることをお断りいだします。
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