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す
ぎ
な
い
。
霞
要
な
も
の
で
い
ま
だ
に
選
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
末
定
の

も
の
応
あ
り
先
行
き
は
楽
四
を
許
さ
な
い
。
町
並
み
保
存
行
政
が
将
来

と
も
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
を
期
す
る
た
め
に
は

r

こ
こ
で
原
点
に
立
ち

町
並
み
の
現
状
か
ら
み
て
選
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
ま
だ
ご
く
わ
ず
か
に

乗
り
遅
れ
る
な
“
と
ば
か
り
に
工
場
を
誘
致
す
る
た
め
、
自
然
環
境
や

全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が
開
発
ブ
ー
ム
に
動
か
さ
れ
、

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
七
年
が
た
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て

r

で
に
全
国
で
一
八
ヵ
所
の
町
並
み
が
、
国
の
文
化
財
に
選
定
さ
れ
た
。

今
後
も
侮
年
選
定
は
続
く
怠
の
と
み
ら
れ

r

町
並
み
保
存
行
政
も
、
よ

う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し

r

全
国
の
応
史
的

ス
に

か
ら
長
野
県
の
妻
籠
宿
や
京
都
市
、
高
山
市
、
萩
市
な
ど
各
地
で
住
民

昭
和
四

0
年
代
の
後
期
に
な
っ
て
町
並
み
保
存
の
檬
運
が
全
国
的
に

J
れ
ま
と
の
意
義
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

文
化
財
保
殷
法
が
改
正
さ
れ
、
犀
史
的
町
並
み
を
「
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
」
と
し
て
保
存
す
る
行
政
が
発
足
し
た
の
は
昭
和
一
立

0
年

先
駆
的
な
自
治
体
の
役
割

返
り
、

町
並
み
保
存
行
政
を
実
現
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
住
民
運
動

と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
自
治
体
の
動
き
を
吟
味
し
、
あ
わ
せ
て
町
並
み

保
存
の
事
業
が
わ
が
国
の
文
化
財
保
護
行
政
に
変
革
を
迫
っ
て
い
る
こ

盛
り
上
が
っ
て
き
た
背
景
に
は
、

な
に
よ
り
も
昭
和
三

0
年
代
の
後
期

と
自
治
体
が
営
々
と
続
け
て
き
た
保
存
運
動
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
見

逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
高
度
経
済
成
長
政
策
が
始
ま
っ
て
、

歴
史
的
町
並
み
は
文
化
財
行

木

原

啓

吉

に
飛
閾
を
追
る
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並
み
保
存
や
景
観
保
存
の
条
例
を
つ
く
ら
せ
、
そ
れ
が
全
国
に
ひ
ろ
ま

革
を
と
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
文
化
財
が
個
々
の
歴
史
的

文
化
財
概
念
は
た
ん
に
面
的
に
拡
大
し
た
だ
け
で
な
く
、
質
的
に
応
変

っ
て
い
る
生
活
空
間
を
文
化
財
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

歴
史
的
町
並
み
保
存
の
運
動
は

つ
な
ぐ
縦
軸
の
視
点
の
双
方
か
ら
総
合
的
に
褒
境
と
取
り
組
も
う
と
す

る
考
え
方
が

r

住
民
の
閏
に
根
づ
き
は
じ
め
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
住
民
の
環
境
観
の
拡

大
、
立
体
化
と
い
う
事
実
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
新
し
い
環
境

観
を
身
に
つ
け
た
住
民
た
ち
の
運
動
は
自
治
体
を
動
か
し
、
各
地
で
町

同
時
に
、
歴
史
的
町
並
み
と
い
う
、
現
に
多
数
の
住
民
が
生
活
を
行

た
の
で
あ
る
。

境
」
へ
の
保
存
対
象
の
拡
大
が
法
律
の
上
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
文
化
財
」
か
ら

「
歴
史
的
環

っ
た
現
状
を
横
に
切
る
横
軸
の
祝
点
と
、
尼
史
的
環
撹
と
い
う
時
代
を

一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
「
面
」
の
保
存
へ
と
拡

痰
境
を
有
横
的
な
統
一
体
と
し
て
と
ら
え
、

公
害
や
自
然
環
境
と
い

の
文
化
的
側
面
の
重
要
さ
に
気
づ
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

題
の
重
要
な
側
面
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
域
に
伝
わ
る

歴
史
的
環
境
を
、

そ
こ
に
住
む
人
々
の
精
神
的
述
帯
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

ち
公
害
が
直
接
に
住
民
の
生
命
・
健
康
に
対
す
る
侵
害
行
為
で
あ
る
と

は
、
こ
と
に
そ
の
人
が
地
域
に
誇
り
を
抱
い
て
お
れ
ば
お
る
ほ
ど
、
耐

え
が
た
い
也
の
が
あ
る
。
人
々
は
環
境
の
物
的
側
面
に
加
え
て
、
環
撹

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
個
々
の
建
造
物
な
ど

「
点
」
と
し
て
の
文
化
財
の
保
存
に
集
中
し
て
い
た
文
化
財
保
護
行
政

は
、
そ
の
対
象
を
、

形
成
し
て
い
る
環
境
を
保
存
す
る
た
め
」
に
保
存
地
区
を
定
め
る
こ
と
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こ
の
「
伝
統
的
建
造
物
群
お
よ
び
こ
れ
と
一
体
を
な
し
て
そ
の
価
値
を

み
る
。

ひ
と
た
び
歴
史
的
環
境
が
失
わ
れ
た
あ
と
の
人
々
の
欠
落
感

的
建
造
物
群
で
価
値
の
高
い
怠
の
」
と
い
う
一
項
目
か
加
え
ら
れ
た
。

す
る
と

r

歴
史
的
躁
撹
の
破
壊
こ
そ
は
住
民
の
精
神
生
活
へ
の
挑
戦
と

「
周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的
風
土
を
形
成
し
て
い
る
伝
統

に
拡
大
さ
れ
た
。
法
律
に
述
べ
ら
れ
た
文
化
財
の
定
裟
に
あ
ら
た
に

影
響
を
も
た
ら
す
か

と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ

こ
の
文
化
財
保
詞
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
文
化
財
の
概
念
は
飛
霞
的

て
と
ら
え
、

そ
の
破
製
、
消
減
が
住
民
生
活
の
上
に

い
か
に
深
刻
な

点
か
ら
面
へ
の
拡
大

い
っ
た
の
で
あ
る
。

っ
た
と
こ
ろ
で
昭
和
五

0
年
の
文
化
財
保
證
法
の
改
正
へ
と
す
す
ん
で

く
変
革
し
た
事
実
が
あ
る
こ
と
を
強
詞
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

直

0
年
代
に
な
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
環
境
の
破
壊
を
現
代
の
環
境
問

こ
う
し
た
自
治
体
や
住
民
の
動
き
の
根
既
に
、

五
0
年
代
に
か
け
て
、

そ
し
て
第
三
の
段
階
と
し
て
人
、
々
は
、
昭
和
四

0
年
代
の
後
半
か
ら

四
〇
年
代
後
半
か
ら

地
域
の
環
境
を
見
つ
め
る
住
民
の
目
が

r

大
き

の
で
あ
る
。

族
底
に
あ
る
住
民
の
環
境
観
の
変
革

が
自
慇
保
護
条
例
を
制
定
し
は
じ
め
た
背
景
に
は

先
駆
的
自
治
体
の
活
動
が
、
そ
の
後
の
町
並
み
保
存
運
動
の

の
監

や
長
野
県
美
ケ
原
の
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン
の
計
画
変
更
な
ど
を
要
求
す
る

目
を
向
げ
る
余
裕
は
、
住
民
に
忠
自
治
体
に
も
な
か
っ

し
か
し

篇
宿
で
は
、
四

0
年
代
の
初
め
ま
で
は
人
影
も
ま
ば
ら
な
過
疎
の
村
だ

並
行
の
形
で
達
行
し
て
い
た
自
然
環
境
や
麿
史
的
環
境
の

に
ま
で

と
再
生
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
治
体
と
住
民
の
先
見
性

と
決
断
力
に
は
今
さ
ら
な
が
ら
紋
服
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
の
結
是
多
く
の
自
治
体
が
、
閲
発
の
た
め
に
生
活
環
境
の
荒
廃

を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
な
か
で

r

た
と
え
ば
長
野
県
の
妻

っ
た
と
こ
ろ
が
、
今
や
年
閏
七

0
万
人
応
の
観
光
客
が
訪
れ
る
文
化
観

光
の
拠
点
と
し
て
よ
み
が
え
っ
た
の
で
あ
る
。

五

0
年
代
に
な
っ
て
全

国
的
に
地
域
の
文
化
環
境
の
価
値
が
見
肛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
f

こ
れ
ら
の
自
治
体
は
そ
れ
に
先
立
つ
数
年
前
か
ら
、
文
化
環
境
の
価
値

に
気
づ
き
、
そ
れ
を
地
域
づ
く
り
の
土
台
に
す
え
て
い
た
。
そ
う
し
た

り
上
が
り
の
基
盤
に
な
っ
た
こ
と
を
兄
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

だ
。
当
時
は

眼
前
の
公
害
を
解
決
す
る
の
に
懸
命
で
、
す
で
に
同
時

人
々
は
こ
の
公
害
と
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
環
箋
を
み
つ
め
ろ

目
を
と
ぎ
す
ま
す
こ
と
に
な
り
、

七
〇
年
代
に
な
っ
て
あ
ら
た
め
て
自

然
破
壊
の
ひ
ど
さ
に
気
が
つ
い
た
。
尾
瀬
の
自
動
車
道
路
工
事
の
中
止

自
然
保
護
運
動
が
、

四
五
年
ご
ろ
か
ら
全
国
各
地
で
起
こ
り
f
自
治
体

こ
う
し
た
住
民
の

環
境
観
が
公
害
か
ら
自
然
破
壊
へ
と
拡
大
し
た
事
実
が
存
在
し
て
い
た

の
公
害
は

世
界
に
類
の
な
い
激
烈

r

異
常
な
応
の
で
あ
っ
た
か
ら

こ
れ
ら
の
地
域

て
は
住
民
と
自
治
体
が
一
体
と
な
っ
て
「
保
存
を
通
じ
て
真
の
開
発

を
」
と
、
あ
え
て
天
下
の
大
勢
に
さ
か
ら
っ
て
、
地
域
の
環
境
の
保
存

歴
史
的
環
境
を
改
変
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
と
き
に

い
。
地
域
の
辰
史
的
環
境
の
重
要
性
に
気
づ
き
、
そ
の
破
壊
こ
そ
は
現

代
の
環
覧
閲
題
の
主
要
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。

か
つ
て
わ
が
国
で
は
四
五
年
ご
ろ
ま
で
は
環
境
問
題
と
い
え
ば
即
公

害
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当
峙
、
大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
な
ど
わ
が
国
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の
所
有
者
も
一
般
の
国
民
も
、
そ
れ
ら
の
建
物
の
価
値
を
あ
ら
か
じ
め

地
区
同
平
安
古
地
区
、
愛
媛
県
内
子
町
八
日
町
護
国
、
日
南
市
嵌
肥
、

境
省
に
届
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
物

録
、
公
示
さ
共
解
体
、
改
造
な
ど
現
状
変
更
を
す
る
と
き
は
必
ず
環

的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
歴
史
的
建
造
物
な
ど
の
記
念

象
を
厳
選
し
、
保
襲
の
対
象
を
狭
め
る
と
い
う
事
態
も
ひ
き
お
こ
し

こ
こ
で
も
、
そ
の
対
象
地
域
は
、
従
来
の
個
々
の
歴
史
的
建
造
物

こ
の
こ
と
は
保
存
対
策
が
き
び
し
い
か
わ
り
に
、
対

て
い
る
た
め
に
、
保
存
行
政
の
対
象
に
な
る
建
造
物
は
極
め
て
限
ら
れ

よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
わ
炉
国
の
国
立
公
国
行
政
は

建
造
物
や
美
術
品
な
ど
、
伯
体
を
静
態
的
に
と
ら
え
て
そ
の
保
存
に
終

態
的
に
と
ら
え
て
ゆ
か
な
砂
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
町
並
入
は
人
々

が
現
代
生
活
を
営
む
場
で
あ
る
以
上
、
凍
結
的
、
熔
物
館
的
保
存
は
許

さ
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
文
化
財
と
し
て
選
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
住
民
は
生
活
環
境
の
質
の
高
ま
り
を
閲
待
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
文
化
財
保
護
行
政
は
、
そ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
生
活
環
撹

の
整
備
と
い
う
祝
点
か
ら
の
取
り
岨
み
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
保
存
対
象
の
拡
大
に
よ
る
保
存
対
策
の
規
模
の
増
大
に

加
え
て
、
従
来
の
保
存
策
に
み
ら
れ
た
規
制
面
の
重
視
か
ら
活
用
面
へ

の
重
視
へ
の
移
行
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
く
い

る
と
い
う
麿
史
的
な
意
穀
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
文
化

財
保
誼
行
政
は
明
治
以
来
今
日
ま
で

r

保
襲

r

保
存
の
た
め
に
現
状
の

変
更
を
規
制
す
る
面
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
明
治
維
新
直

後
の
旧
物
破
壊
、
廃
仏
毀
釈
の
社
会
的
混
乱
に
よ
る
文
化
財
の
破
壊
が

が
よ
く
わ
か
る
。
自
然
保
護
行
政
は
現
状
変
更
の
規
制
も
さ
る
こ
と
な

か
ら
、
人
々
の
自
然
環
境
へ
の
接
近
の
チ
ャ
ン
ス
を
積
極
的
に
認
め
る

公
園
地
域
の
大
半
が
国
有
地
で
な
く
私
有
地
で
あ
る
と
い
う
事
情
応
手

伝
っ
て
伝
統
的
に
活
朋
面
に
傾
斜
し
f
規
制
面
が
綬
い
こ
と
が
批
判
の

対
象
に
す
ら
な
っ
て
き
た
。
そ
の
点
で
、

が
活
用
面
に
も
配
慮
し
な
が
ら
規
制
面
で
き
ぴ
し
い
対
策
を
と
っ
て
い

る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
登
録
制
度

わ
が
国
の
文
化
財
保
護
行
政
は

r

か
れ
て
い
た
が

r

ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
行
政

明
治
以
来
、
規
制
面
に
重
点
が
お

た
。
こ
れ
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
文
化
財
保
護
行
政
の
姿
勢
と
は
対
照

物
に
対
し
て
は
第
二
次
大
戦
の
最
中
か
ら
、
登
録
制
度
を
採
用
し
、

現
在
は
、
国
内
に
あ
る
一
六
万
六
千
も
の
肥
史
的
建
造
物
が
法
的
に
登

,
_
-
―
 

っ
て
、
明
治
以
来
の
わ
が
国
の
文
化
財
保
護
行
政
の
姿
勢
の
転
換
を
追

規
制
面
の
重
視

進
行
す
る
な
か
で
、

が
出
さ
れ
て
以
来
、

明
治
四
年
、
太
政
官
布
告
「
古
器
奮
物
保
存
方
」

文
化
財
の
破
壊
の
波
が
高
ま
る
ご
と
に
、

そ
れ
に

対
応
す
る
形
で
保
存
策
が
と
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
と
思
わ

法
」
（
明
治
―
―
1
0
年
）
、
「
国
宝
保
存
決
」
（
昭
和
四
年
）
、
「
重
要
美
術
品
等

／
保
存
二
開
ス
・
ル
法
律
」
（
昭
和
八
年
）
、
「
史
踵
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存

法
」
（
大
正
八
年
）
が
時
代
の
経
過
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ

ら
を
統
合
す
る
形
で
、

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
の
文
化
防
保
護
行
政
は
伝
統
的
に
外
部
か
ら
の

破
製
に
抵
抗
す
る
形
で
行
政
が
整
備
さ
れ
て
き
た
結
果
f
規
制
面
に
重

点
が
お
か
れ
p
そ
れ
を
公
衆
の
前
に
公
開
す
る
と
か
、
大
衆
が
自
由
に

と
い
え
ば
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
現
行
の
文
化
財

わ
ず
か
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
応
明
ら
か
で
あ
る
。

を
、
そ
こ
に
現
に
住
む
人
々
の
生
活
環
境
と
と
も
に
、
総
体
的
か
つ
動

始
し
て
い
た
の
に
対
し

こ
れ
か
ら
は
群
と
し
て
の
隈
史
的
町
並
み

保
護
法
を
み
て
も
、
保
存
対
策
に
く
ら
べ
た
易
合
、
活
用
、
公
開
の
規
定

そ
の
点
で
わ
が
国
の
文
化
財
保
襲
行
政
は
自
然
保
護
行
政
と
は
対
照

的
で
あ
る
。
自
然
保
護
行
政
の
基
本
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
自
然
公
園
法

を
み
る
と
保
存
面
と
な
ら
ん
で
活
用
面
に
も
力
克
を
お
い
て
い
る
こ
と

知
る
こ
と
が
で
き

r

解
体
に
さ
き
立
っ
て
環
境
省
へ
の
通
報
も
可
能
に

な
り
、
そ
の
価
値
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
解
体
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
思

わ
ぬ
破
壊
か
ら
免
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
の
歴

史
的
建
造
物
は
歴
史
的
、

学
術
的
f
美
術
的
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
基

準
に
照
ら
し
て
価
値
の
高
い
も
の
だ
け
を
鼓
選
し
て
文
化
財
に
指
定
し

た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
都
市
化
の
波
に
も
っ
と
も
さ
ら
さ
れ
や
す

い
都
心
部
の
明
治
建
築
に
対
し
て
隻
近
年
に
な
っ
て
初
め
て
本
格
的

な
文
化
財
の
指
定
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
。

わ
が
国
制
度
の
厳
選
主
義

文
化
財
保
叢
法
の
改
正
で
町
並
み
保
存
行
政
が
動
き
出
し
た
も
の

の、と
同
様
に
限
定
的
で
あ
る
。

五
一
年
以
降
昭
和
五
七
年
現
在
ま
で
に
選

定
さ
れ
た
地
城
は
次
の
一
八
地
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

弘
前
市
仲
町
、
秋
田
県
角
館
町
、
福
島
県
下
郷
町
大
内
宿
、
長
野
県

楢
川
村
奈
良
井
f

同
南
木
曽
町
妻
籠
、
高
山
市
三
町
、
岐
阜
県
白
川
村

荻
町
、
京
都
市
南
寧
坂
、
同
祇
園
新
橋
、

野
町
山
本
通
、

同
嵯
峨
鳥
居
本
、
神
戸
市
北

岡
山
県
成
羽
町
吹
屋
、
倉
敷
市
倉
敷
川
畔
、
萩
市
堀
内

は
j
れ
に
接
近
で
き
菱
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
活
用
面
は
、
ど
ち
ら
か

制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
f

「
文
化
財
保
護
法
」
（
昭
和
二
五
年
）
が

れ
る
。
こ
う
し
て
度
霊
な
る
破
壊
の
波
に
対
応
し
て
「
古
社
寺
保
存
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と
も
考
え
ら
れ
る
。

妻
籠
で
は
、

は
じ
め
か
ら
そ
の
こ
と
を
予
見
し

化
観
光
の
拠
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
木
曽
路
の
妻
籠

宿
が
、
歴
史
的
環
境
を
璧
備
し
た
結
果
、
過
疎
地
か
ら
年
間
七

0
万
人

が
訪
れ
る
文
化
観
光
地
に
よ
み
が
え
り
、
地
域
づ
く
り
の
―
つ
の
典
裂

を
示
し
た
が
、
同
様
の
こ
と
が
京
都
、
神
戸
な
ど
の
大
都
市
で
ぶ
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
国
の
自
治
体
を
f
歴
史
的
環
境
の

復
元
・
再
生
事
業
へ
か
り
た
て
る
誘
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。

し

か
し
、
文
化
財
が
体
現
す
る
価
値
と
観
光
が
求
め
る
価
値
と
は
、
も
と

も
と
別
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
、
歪
み
が
出
て
く
る
こ

町
並
み
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
的
環
境
は
現
代
社
会
に
お
い
て
は
文

文
化
観
光
と
公
開
の
重
視
を

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、
国
土
庁
の
「
伝
統
的
文
化
都
市
環
境
保
存
地
区
整
備
事
業
」

や
、
建
殷
省
と
文
化
庁
の
共
同
で
中
世
末
の
寺
内
町
の
景
観
を
伝
え
る

奈
良
県
今
井
町
の
保
全
整
備
闘
査
を
め
さ
す
「
歴
史
的
市
街
地
保
全
整

備
計
画
調
査
」
な
ど
、
歴
史
的
環
境
の
保
存
。
再
生
に
つ
い
て
の
都
市

計
固
的
な
対
策
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
が
契
椒
に
な
っ
て
将
来
、
都
市
計
画
法
制
の
中
に
歴

史
的
環
境
の
保
存
事
業
が
明
記
さ
れ
、
都
市
計
画
事
業
の
一
環
と
し
て

（
千
葉
大
学
教
授
）

面
で
の
思
い
切
っ
た
飛
躍
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

的
町
並
み
は

い
ま
や
わ
が
国
の
文
化
財
保
證
行
政
に
対
し
て

r

活
用

歴
史
的
町
並
み
は
住
民
に
と
っ
て
は

か
け
が
え
の
な
い
生
活
空
間

ら
な
い
と
考
え
る
。

で
つ
く
ら
れ
た
「
陀
史
的
街
区
保
存
法
」

（
通
称
・
マ
J
V
ロ
ー
法
）
が
あ

イ
パ
ス
の
建
設
な
ど
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。

も
と
で
文
化
大
臣
を
つ
と
め
た
作
家
の
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
の
発
意

る゚
存
地
域
」
を
指
定
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
計
画
許
可
の
申
請
に
あ

払
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
全
国
で
二
千

i
 

フ
ラ
ン
ス
に
も

ヵ
所
の
「
保
存
地
区
」
が
指
定
さ
れ
f
復
元
工
事
が
す
ず
め
ら
れ
て
い

一
九
六
二
年
巳
当
時

r

ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
の

区
」
て
は
、
町
並
み
の
表
通
り
に
面
し
た
部
分
の
修
復
、
這
路
の
路
面

た
っ
て
、
そ
の
地
域
の
特
性
や
外
観
の
保
存
、
向
上
に
特
別
の
注
意
を

開
発
事
業
な
の
で
あ
る
。
「
文
化
財
の
保
存
」
と
「
都
市
の
再
開
発
」
と

う
の
が
ね
ら
い
で
f

政
府
は
地
方
計
画
庁
に
保
存
。
再
生
す
べ
き
「
保

並
み
を
保
存
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
環
境
の
質
を
高
め
よ
う
と
い

価
値
の
あ
る
地
域
」
の
「
西
的
保
存
」
を
実
施
し
て
い
る
。
伝
統
的
町
史
的
価
値
の
保
存
と
と
も
に
、
現
代
生
活
に
適
し
た
居
住
性
を
高
め
る

ズ
法
」
を
制
定
し
、
個
々
の
建
物
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
匠
史
的
建
築
的

て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
六
七
年
に
「
シ
ビ
ッ
ク
＇
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー

ツ

ノミ

と
く
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
積
極
的
に
す
ず
め
ら
れ

こ
う
し
た
歴
史
的
町
並
み
に
対
す
る
保
存
。
再
生
策
で
も

r

保
存
と
開
発
の
統
合

環
境
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
外
周
部
に
バ
イ
パ
ス
を
つ
く
っ
た
り

r

緑
地
の
地
下
に
駐
車
場
を

r

ど
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
下
水
道
や
教
育
旋
設
な
ど
も
整
備
し

r

こ
と
に
懸
命
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
保
存
。
修
復
を
と
お
し
て
、

環
境
を
祈
し
い
時
代
に
よ
み
か
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
画
期
的
な
都
市
再

い
う
二
つ
の
機
能
を
大
胆
に
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ

の
点
、

そ
し
て
中
心
部
は
歩
行
者
専
用
に
す
る
な

わ
が
国
の
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
「
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

の
整
備
な
ど
景
観
の
復
元
と
そ
の
管
理

r

ト
運
動
が
f

の
で
あ
る
。

歴

歴
史
的

な
ら
び
に
防
災
対
策
な
ど
に

限
定
さ
れ
、
背
後
に
ひ
ろ
が
る
住
民
の
生
活
環
境
の
整
備
、
向
上
や
バ

て
、
先
手
を
う
っ
て
矛
盾
の
解
消
に
あ
た
る
と
い
う
、
細
心
の
配
麿
が

住
民
の
手
で
な
さ
れ
て
き
た
。
観
光
化
は
避
け
ら
れ
ぬ
時
代
の
要
請
で

あ
る
と
す
れ
ば
．
文
化
観
光
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
住
民
と
自
治
体
が
話
し
合
い
賢
明
な
対
応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

イ
ギ
リ
ス
で
す
で
に
八
七
年
の
伝
統
を
も
つ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
：
ト
ラ
ス

国
民
の
自
発
的
な
寄
金
に
よ
っ
て
自
然
環
境
と
歴
史
的
環

境
を
買
い
取
り
保
存
対
策
を
す
す
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
資
産
に

対
し
て
多
く
の
人
々
の
「
ア
ク
セ
ス
」
（
接
近
）
の
方
策
を
重
祝
し
、
さ

ま
ざ
ま
の
対
策
を
と
っ
て
い
る
の
は
参
考
に
な
ろ
う
。
保
存
と
活
用
を

ナ
シ
ョ
ナ
ル
e

ト
ラ
ス
ト
は
連
動
の
二
つ
の
大
き
な
柱
に
す
え
て
い
る

で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
ば
国
内
、
国
外
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
に

と
っ
て
文
化
観
光
の
拠
点
と
し
て
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

保
存
と
活
用
と
い
う
二
つ
の
様
能
を
集
約
的
に
体
現
し
て
い
る
歴
史

ョ
ー
ロ

し
か
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
指
定
地
域
で
は
歴
史
的

選
定
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
る
。

一
八
カ
所
と
は
少
な
す
ぎ
る
。
全
国
的
に
有
名
な
町
並
み
で
も
、
ま
だ
事
を
始
め
て
い
る
。

所
も
あ
る
町
並
み
の
す
べ
て
が
選
定
の
対
象
に
は
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、

て
計
二
五

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
「
保
存
街
区
」
に
指
定
し
て
各
地
で
エ

近
＼
さ
ら
に
選
定
さ
れ
る
予
定
で
は
あ
る
が

全
国
に
四

0
0ヵ

ー
ア
叉
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
全
国
で
四
五
都
市
四
六
街
区
、
面
積
に
し

鹿
児
島
県
知
覧
町
知
覧
。

る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
パ
リ

シ
ャ
ル
ト
ル
．
リ
一
「
一
ン
：
フ
ル
ジ
H

／し
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-

'

次

幼
児
期
の
教
育

生
涯
敦
育
の
中
の
幼
児
期
の
教
育

解
説
。
資
料

事
例
紹
介

私
立
ひ
か
り
幼
稚
固
（
埼
天
県
）

青
森
県
教
育
委
員
会
社
会
敦
育
課

ヽ

座
談
会

特
集

詫
摩

巷
野

望
月

藤
野

武
俊

悟
郎嵩

敬
子

元
昭

波
多
野
完
治

幼
児
期
の
敦
育
の
課
題
と
今
後
の
在
り
方

（

出

席

者

）

塩

美

佐

枝

。

津

守

真

。

萩

原

深
谷
和
子
・
（
司
会
）
大
谷
利
治

八
現
代
の
幼
児
＞

幼
児
の
精
神
発
達
と
敦
育

幼
児
の
身
体
発
達
と
教
育

現
代
家
庭
の
特
性
と
幼
児
期
の
敦
育

現
代
の
幼
児
と
幼
誰
園
敦
育

家
庭
教
育
振
興
旋
策
に
つ
い
て
社
会
敦
育
局
婦
人
敦
育
課

幼
稚
園
教
育
の
現
訣
と
当
面
す
る
問
題
点

初
等
中
等
教
育
局
幼
稚
園
敦
育
課

号

目

欠

，

-

i

 

9
9
9
9
9
、
i

-
9
9
9
9
9
・
-

｀

｀

｀

一

記

一

.
'
9
9
9
9
『

・
・
9
9
9
9
,

▽
都
市
化
、
機
械
化
が
進
ん
で
、
私
た
ち
の

生
活
は
一
面
で
確
か
に
便
利
で
合
理
的
に
な

っ
た
が
p
反
而
、
「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
い

う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の

ゃ
・
・
・
・

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
次
々
と
古
き
よ
き
も

の
が
消
え
て
い
く
こ
と
に
、
一
抹
の
寂
し
さ

を
感
じ
る
。

▽
文
化
財
愛
護
と
い
う
こ
と
に
は
、
幸
い
多

く
の
人
々
の
関
心
が
向
け
ら
れ
浴
各
地
で
様

々
な
活
動
が
推
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
近

年
、
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館
な
ど
を
建

設
し
て
、
散
逸
、
消
減
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
文
化
財
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
の
盛

り
上
が
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
喜

ば
し
い
。
し
か
し
、
肝
心
な
の
は
、
文
化
財

を
一
堂
に
集
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を

い
か
に
活
用
し
て
、
地
域
住
民
の
敦
育
。
文

化
の
向
上
に
役
立
て
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
物
質
文
明
が
尚
い
直
さ
れ
て
い
る
今
、

o

.

 

先
人
の
築
い
た
文
化
に
触
れ
る
こ
と
は
、
新

し
い
文
化
を
創
造
し
て
い
く
上
で
も
非
常
に

意
義
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

▽
先
の
通
常
国
会
で
、
い
わ
ゆ
る
「
外
国
人

教
員
任
用
法
」
が
成
立
し
た
。
関
係
者
の
長

年
の
懸
案
で
あ
っ
た
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ

っ
て
、
教
育
上
学
術
面
で
の
国
際
交
流
の
一

層
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。
マ
ン
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
駐
日
米
国
大
使
を
は
じ
め
お
忙
し
い
中

を
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
、
心
か
ら

感

謝

い

た

し

ま

す

。

（

企

画

室

）
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