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ポール・ラングランが生涯教育を「教育改革

の理念」として提唱したのは1965年のことで

ある。成人を対象として行われていた「社会

教育」を、人生のあらゆる局面で必要とされ

る学習の「一部分」と捉え直す視点で提起さ

れたと理解される。この考え方は多くの人に

受け入れられ、人の一生は置かれた環境に

対応して、順応したり反発したりしながら形

成されるという認識が定着する。家庭におけ

る接触から、社会的環境もさることながら、

身体面でも精神面でも「学習」という側面が

重視されることとなる。大学における教育に

も「その一部分」であることが、強調される。

環境の変化という外的要件と併せて、内的要

素においては、段階を追いながらも「連続性」

が強調されていると考えてよいだろう。生涯

学習は、自らの置かれている位置を認識した

ところから始まるとされる。

わが国には「生涯学習の振興のための施

策の推進体制等の整備に関する法律」という

長い名前の法律がある。いわゆる「生涯学習

振興法」である。そこでは、生涯学習に係わ

る機会の総合的な提供の方針、生涯学習に

係わる機会の種類及び内容等に関する「基

本構想」を都道府県が作成し、文部科学大

臣や経済産業大臣等の承認を得たうえで、

都道府県が実施するという体制を整備するこ

とが規定されている。生涯学習社会の根幹

を都道府県単位で形成することが定められて

いる。中等教育までの体制と同じワクで進め

るのが生涯学習ということになる。

2001年度には全国の市町村で「ＩＴ講習会」

が開かれた。コンピュータ操作リテラシーに

関わる学習機会が広く提供されたと見ること

ができる。全国津々浦々で開くためには大量

の「講師」が必要となった。それぞれの市町

村では、講師経験のある人を募り、講師にな

りたいと申し出た人に即席の「指導者」講習

会を設定した。けれども教える側の理念・倫

理は一つにまとまったとは思えない。こうした

ことが相俟って、ＩＴ講習会を「受けること」の

みが一種の流行となり、ＩＴを使いこなす人々

の底辺を広げる実態を創り得ないままで推移

している。さらに、ここで獲得された能力を

展開する場所が準備されていないため、コン

ピュータ操作リテラシーが情報リテラシーに

発展しないままで終わっている多くの受講生

が生み出された。相次ぐＯＳの変化や、つぎ

つぎと開発されるアプリケーションソフトは、

受講生たちの能力と知識を日々陳腐化させ

つつある。生涯学習振興法で整備すること

が目標とされておりながら、実現できていない

ままに進められた結果である。段階を追いな

がらの連続性は、社会的な整備のないところ

には期待することができないことを如実に示

したのが今回の実験であったろう。と同時に、

機会を提供すれば着実に受け入れる素地が

存在することも実証された。

生涯学習時代を確実なものにするために

は、地域の要求を予測し、それに応えるため

の仕掛けを計画的に形成することが肝要だ

と考える。 （しばたまさみ）

人文学部文化学科長　　柴田　正美
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渡
邊

今
回
、こ
の
二
社
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
三
重
県

で
一
番
力
強
い
会
社
と
し
て
、
頭
に
浮
か
ん
だ
か
ら
で
す
。
永
井

さ
ん
の
と
こ
ろ
の
製
品
は
機
械
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
も
の
で
、
山

中
さ
ん
の
も
機
械
に
塗
っ
て
カ
バ
ー
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
両
方
と

も
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
共
通
点
を
見
い
だ
し
た
わ
け
で
す
。さ
ら
に
、

両
社
と
も
海
外
展
開
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
ず
永
井
さ
ん
の
方

か
ら
、
会
社
設
立
の
契
機
を
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

永
井（
諒
）

や
は
り
物
を
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
が
出
発
点
で

す
ね
。
自
分
の
家
で
、
写
真
の
引
き
伸
ば
し
を
や
る
よ
う
に
な
り

ま
し
て
、
そ
れ
に
は
蛇
腹
が
絶
対
に
要
る
ん
で
す
よ
。
焦
点
を
合

わ
す
た
め
に
伸
ば
す
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

永
井（
規
）

も
と
も
と
カ
メ
ラ
の
蛇
腹
は
、
皮
で
作
っ
て
い
た
の
で

す
。
そ
れ
を
塩
ビ
加
工
に
し
て
大
量
生
産
を
可
能
に
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。

永
井（
諒
）

当
時
、
蛇
腹
を
作
る
の
は
、
一
日
に
一
、二
個
し
か

で
き
な
い
現
状
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
一
遍
に
五
百
個
、千
個
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
う
ち
で
は
、
そ
れ
ま
で
歯
ブ
ラ
シ

の
ケ
ー
ス
と
か
、い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
を
こ
し
ら
え
て
い
た
の
で
、
蛇

腹
を
作
る
方
法
は
な
い
の
か
と
い
う
相
談
を
受
け
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
で
作
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
と
固

く
な
る
の
で
、
酢
酸
系
の
樹
脂
で
で
き
な
い
か
と
試
し
た
の
で
す
。

そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
の
で
、メ
ー
カ
ー
さ
ん
も
欲
が
出
て
ま
い
り

ま
し
て
、
ポ
ラ
ロ
イ
ド
社
の
要
求
に
応
じ
る
も
の
は
で
き
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
試
し
に
送
っ
た
ら
オ
ー
ケ
ー
が

出
た
。
作
り
始
め
た
と
き
は
、二
百
ワ
ッ
ト
の
電
球
対
応
だ
っ
た
の

で
す
が
、出
荷
す
る
頃
に
は
三
百
ワ
ッ
ト
の
電
球
に
替
わ
っ
て
い
た
。

試
し
た
と
こ
ろ
、
熱
が
強
す
ぎ
て
伸
び
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
。

そ
こ
で
本
来
の
蛇
腹
、
要
す
る
に
ヤ
ン
ピ
ー
で
す
ね
、ヒ
ツ
ジ
の
皮

で
表
打
ち
し
た
蛇
腹
を
作
っ
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
話
に
な
り
ま

し
て
、三
月
ほ
ど
の
間
に
一
六
五
〇
台
の
オ
ー
ダ
ー
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
れ
を
私
と
家
内
と
が
昼
夜
兼
行
で
、二
カ
月
で
納
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
後
ポ
ラ
ロ
イ
ド
の
方
が
来
日

な
さ
っ
て
、一
カ
月
に
蛇
腹
を
一
万
個
で
き
な
い
か
と
い
う
お
話
を

い
た
だ
い
た
の
で
す
。
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
で
き

る
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ね
。
で
も
、
結
局
、三
カ
月
の
注
文
を
二
カ

月
で
納
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
従
来
の
方
法
よ

り
十
倍
以
上
の
速
さ
で
で
き
る
こ
と
を
考
え
つ
い
た
か
ら
な
の
で

す
。
そ
う
し
た
ら
、
今
度
は
大
き
な
印
刷
機
械
に
使
う
蛇
腹
を
作

っ
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
話
に
広
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

事
業
が
拡
大
し
て
く
る
と
、
蛇
腹
こ
そ
天
命
で
は
な
い
か
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
、
光
学
関
係
の
蛇
腹
だ
け
で

も
世
に
出
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
き
た
の
が
実
情
で
す
。

渡
邊

前
に
お
邪
魔
し
た
と
き
に
、
企
業
哲
学
と
い
う
の
で
す
か

ね
、「
温
故
知
新
」な
の
で
す
よ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。
今
の
お

話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
と
、
分
か
る
気
が
し
ま
す
ね
。

山
中

蛇
腹
屋
さ
ん
と
い
う
の
は
、
同
業
者
さ
ん
は
た
く
さ
ん
お

ら
れ
る
わ
け
で
す
か
。

永
井（
規
）
も
と
も
と
蛇
腹
屋
と
い
う
の
は
、機
械
関
係
の
カ
バ
ー
、

ゴ
ム
を
素
材
に
し
た
工
業
用
蛇
腹
を
ず
っ
と
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

永
井（
諒
）

光
学
関
係
は
家
内
制
手
工
業
と
い
う
か
、
そ
う
い
う

在
り
方
で
ず
っ
と
来
て
い
ま
し
た
。

山
中

と
す
る
と
、家
内
工
業
み
た
い
な
の
を
技
術
革
新
さ
れ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

永
井（
諒
）

そ
う
で
す
ね
。
時
代
が
平
和
に
な
り
、
使
う
人
が

多
く
な
り
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
そ
れ
が
量
産
に
結
び
付
い

た
。
ま
あ
ラ
ッ
キ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
中

う
ち
も
一
緒
で
す
。
塗
料
は
液
状
で
す
か
ら
大
量
に
で
き

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
お
客
さ
ん
が
満
足
し
な
い
。
そ
れ
で
こ
ん

な
の
で
き
な
い
か
と
い
う
要
望
が
く
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
っ
て

い
く
。
そ
う
い
う
や
り
方
で
す
。
ロ
ス
は
な
い
で
す
け
ど
、
悩
み
は

あ
ま
り
伸
び
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

永
井（
諒
）

う
ち
の
事
業
が
拡
大
し
た
の
は
、
息
子
と
の
協
力
関

係
も
大
き
い
の
で
す
。
息
子
が
宣
伝
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
ま
い
て
み

た
ら
ど
う
だ
と
提
案
し
ま
し
て
、五
百
枚
作
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

世
間
知
ら
ず
の
怖
い
も
の
知
ら
ず
で
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
の
メ
ー
カ
ー

さ
ん
へ
ば
ら
ま
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、い
く
つ
か
の
大
手
か
ら

蛇
腹
こ
そ
天
命

1930年4月22日生。
（株）ナベル代表取締役
1973年　ジャバラ製造開始
1988年 （有）永井蛇腹設立
1992年 （株）ナベル社名変更

ながい あきら

TRIO3/00-15  02.3.30 4:59 PM  ページ 02



◎
鼎
談
◎
　

＊ 03 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

TRIO
SPECIAL 鼎×談

連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
要
望
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
息

子
が
、
お
父
さ
ん
こ
れ
は
企
業
に
な
る
ぞ
、や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
話
が
出
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
彼
は
若
手
ば
か
り

集
ま
る
勉
強
会
に
行
っ
て
ま
し
て
、
晴
海
の
展
示
場
へ
行
っ
て
ご
ら

ん
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま
し
た
。

永
井（
規
）

晴
海
の
展
示
会
で
、
工
作
機
械
メ
ー
カ
ー
の
係
長
さ

ん
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
長
い
蛇
腹
で
、レ
ー
ザ
ー

ビ
ー
ム
が
当
た
っ
て
も
燃
え
な
い
も
の
が
欲
し
い
、
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
ね
。
う
ち
は
カ
メ
ラ
の
蛇
腹
の
特
許
が
取
れ
、
医
療
機
器

が
立
ち
上
が
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。
自
社
の
柱
と
し
て
、
よ
う
や
く

カ
メ
ラ
の
蛇
腹
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る

も
の
に
し
よ
う
と
思
い
始
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
人
と
話
を
し
て
、

課
題
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
て
い
く
顧
客
主

義
で
す
ね
。
こ
れ
が
事
業
の
拡
大
を
導
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
中

そ
れ
と
、
た
っ
た
五
百
枚
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
東
京
か
ら
注

文
が
来
た
と
い
う
の
は
、こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
ね
。
要
す

る
に
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
な
。

永
井（
規
）

そ
の
頃
僕
は
受
験
生
で
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で

す
よ
。
分
か
ら
な
い
か
ら
、
父
に
聞
い
た
ら
、
蛇
腹
製
造
法
の
特

許
が
取
れ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
素
材
も
開
発
で
き
た
か
ら
、
そ
れ
を

世
に
問
う
こ
と
が
お
ま
え
の
仕
事
や
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で

自
分
で
文
章
を
考
え
、
写
真
を
撮
っ
て
ま
い
た
の
で
す
。
ま
く
と
き

の
方
法
は
何
も
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
工
業
会
か
ら
名
簿
を
取

り
寄
せ
て
、
蛇
腹
を
使
っ
て
く
れ
そ
う
な
会
社
を
探
し
ま
し
た
。

キ
ャ
ノ
ン
の
社
長
に
送
っ
た
り
と
馬
鹿
な
こ
と
も
し
ま
し
た
。
そ

う
い
う
失
敗
も
し
な
が
ら
、五
百
枚
の
中
か
ら
少
し
ず
つ
当
っ
て

き
ま
し
た
。

山
中

社
長
に
送
っ
た
の
が
良
か
っ
た
の
と
違
い
ま
せ
ん
か
。
そ
う

い
う
発
想
が
い
い
で
す
ね
。
係
長
と
か
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

山
中

だ
け
ど
、
親
子
で
い
い
コ
ン
ビ
で
、
そ
の
辺
が
え
ら
い
と
思
い

ま
す
。
私
も
二
代
目
で
す
が
、
お
や
じ
と
は
仕
事
し
て
い
ま
せ
ん
。

一
九
六
四
年
に
お
や
じ
が
死
に
ま
し
た
時
は
大
学
生
で
し
た
。
そ

れ
で
卒
業
せ
ず
に
帰
っ
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
何
も
修
業
を
し

な
い
で
会
社
を
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
前
に
は
、
大
阪
の
布
施
で
ラ
ッ

カ
ー
の
製
造
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
。
戦
争
の
時
に
疎
開
し
て
、
名

張
に
工
場
を
造
り
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
全
く
市
場
か
ら
離

れ
た
場
所
で
製
造
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
塗
料
と
い

う
の
は
、
も
と
も
と
神
戸
の
造
船
所
向
け
で
、
大
阪
の
地
場
産
業

で
す
よ
。
大
体
淀
川
沿
い
に
工
場
は
あ
り
、
布
施
に
も
あ
り
ま

す
。

永
井（
諒
）

あ
の
辺
は
加
工
屋
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
石
屋
さ
ん

と
か
。

山
中

ま
あ
、
そ
の
場
所
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
主
に
木
工
用
の
ラ

ッ
カ
ー
で
、
お
も
ち
ゃ
と
か
柳
こ
う
り
に
ク
リ
ア
ラ
ッ
カ
ー
を
塗
る

の
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
名
張
に
い
る
と
情
報
も

入
っ
て
こ
な
い
し
、
時
代
の
動
き
と
は
違
う
道
を
歩
み
始
め
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
。
た
ま
た
ま
三
重
県
に
は
桑
名
に
鋳
物
屋
さ
ん
が

あ
り
ま
し
て
、
石
炭
ス
ト
ー
ブ
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ

れ
を
き
れ
い
な
色
に
し
た
ら
ど
う
や
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え

つ
き
ま
し
た
。
黒
い
ま
ま
で
は
な
く
、ベ
ー
ジ
ュ
色
と
か
ア
ズ
キ
色

と
か
お
化
粧
し
て
、
も
っ
と
売
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
シ
リ
コ
ン
樹
脂
の
塗
料
を
手
掛
け
だ
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
う
ち
の
先

代
も
、
永
井
さ
ん
の
よ
う
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
、
よ
く
家
へ
持

っ
て
帰
っ
て
き
て
、
封
筒
に
入
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

永
井（
規
）

今
日
お
邪
魔
す
る
の
に
、
私
ど
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
塗
料
に
は
二
つ
の
役
割
が
あ
る
と
知
り
ま
し

た
。
一
つ
は
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
、
も
う
一
つ
は
保
護
す
る
、
カ
バ
ー
だ
と

書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
役
割
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
機
能
、

特
に
福
祉
と
か
環
境
保
全
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
持
た
せ
て
体

系
付
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
体
系
化
で
す

が
、
実
際
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
お
そ
ら
く
お
客
さ
ま
の
一
本
の
電
話

か
ら
開
発
し
、
ど
れ
だ
け
市
場
の
展
開
が
あ
る
か
を
探
っ
て
こ
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
し
た
。オ
キ
ツ
モ
さ
ん
の
展
開
は
、

僕
ら
が
目
指
し
て
い
る
方
向
と
重
な
り
合
う
部
分
が
、
非
常
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
の
で
す
が
。

山
中

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
非
常
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
私
は
技
術
屋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
お
や
じ

と
仕
事
を
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
決
定
を
行
う
場
合
、
私
が
す
べ
て

す
る
の
で
は
な
く
、
皆
さ
ん
で
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
一

番
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
か
ね
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
あ
ま
り
細
か
い
技
術
の
こ
と
も
分
か
り
ま
せ

ん
か
ら
、
若
干
引
い
て
物
事
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
き
ま

し
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
良
か
っ
た
。
人
が
育
っ
て
い
く
こ
と
に
寄

与
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

永
井（
諒
）

よ
く
分
か
り
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
。

山
中

さ
き
ほ
ど
の
ス
ト
ー
ブ
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
こ
れ
が
結

構
も
う
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
契
機
に
し
て
、
弱
電
さ
ん
に
入
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
自
動
車
の
マ
フ
ラ
ー
と
か
、
単
車
の
マ

フ
ラ
ー
を
や
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
、
色
付
け
と
保
護
を
主
軸
に
、

第
三
の
機
能
を
加
え
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
マ
フ
ラ
ー
で
す
と
、

熱
源
が
横
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
利
用
し
た
も
の
が
何
か
で

き
へ
ん
か
と
、
お
客
さ
ん
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
の
で
考
え
て
み
た
の

1957年2月17日　大阪府生
1980年　関西大学法学部卒業
1988年 （有）永井蛇腹　

専務取締役就任
1998年　NABELLUSA社長就任

ながい　のりお

田
舎
に
い
て
も
光
り
輝
く
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で
す
。熱
が
上
が
る
も
の
と
い
え
ば
、電
子
レ
ン
ジ
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
の
壁
面
に
塗
る
塗
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
触
媒
を
入
れ
ま
し

た
。
肉
と
か
油
が
は
じ
け
る
も
の
を
焼
い
て
、
そ
れ
が
壁
に
付
い
て

汚
れ
る
。
で
も
油
が
触
媒
に
当
た
る
と
、
炭
酸
ガ
ス
と
水
に
変
化

す
る
の
で
す
。

永
井（
規
）

通
常
の
化
学
変
化
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
熱
が
あ
る

と
変
化
が
起
こ
る
の
で
す
ね
。

山
中

は
い
。
だ
か
ら
、
そ
ば
の
も
の
を
利
用
す
る
と
い
う
工
夫

を
加
え
な
が
ら
、
だ
ん
だ
ん
特
殊
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で

す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
お
客
さ
ん
と
一
緒
に
話
を
し
て
、こ
う
い

う
素
材
で
こ
う
い
う
性
能
が
欲
し
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
こ

そ
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
商
品
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が

信
頼
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
。

永
井（
規
）

何
か
工
夫
し
て
作
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
頼
ん
で
み
よ

う
と
思
い
ま
す
も
の
ね
。

山
中
　
頼
ん
だ
ら
何
と
か
し
て
く
れ
る
と
い
う
信
頼
感
で
す
ね
。

そ
う
い
う
仕
事
を
続
け
て
い
く
と
、
名
張
に
い
て
も
、
情
報
が
集
ま

っ
て
く
る
の
で
す
。
田
舎
に
お
り
な
が
ら
、
光
り
輝
い
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
こ
へ
情
報
が
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
経
験
を
積

み
重
ね
て
み
る
と
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
中
に
い
け
る
の
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
始
め
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
へ
持
っ
て
い
っ
た
ら
ど
う

や
と
い
う
話
も
展
開
し
ま
し
た
。

渡
邊
　
両
社
と
も
ア
メ
リ
カ
に
進
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、

そ
の
理
由
は
何
で
す
か
。

山
中
　
私
は
、
単
に
ア
メ
リ
カ
で
試
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

も
と
も
と
塗
料
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
も
の
だ
し
、
シ
リ
コ
ー
ン
も

向
こ
う
か
ら
来
た
ノ
ウ
ハ
ウ
で
す
し
ね
。
で
も
、
日
本
人
の
わ
れ
わ

れ
も
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、ア
メ
リ
カ
へ
持
っ
て
い
っ
て
試

し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、フ
ォ
ー
ド
に
も
行
き
ま
し
た

し
、Ｇ
Ｍ
に
も
行
き
ま
し
た
。
日
本
企
業
の
現
地
の
会
社
に
も
行

き
ま
し
た
。
今
の
と
こ
ろ
悲
し
い
か
な
お
客
様
は
日
本
企
業
ば
か

り
で
す
。
た
だ
、
日
本
企
業
で
売
っ
て
い
る
我
々
の
塗
料
を
塗
っ
て
い

る
車
が
、ア
メ
リ
カ
を
走
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

永
井（
規
）

そ
れ
は
そ
う
で
す
。
一
般
消
費
者
は
受
け
入
れ
て
く

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
中
　
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
下
請
け
さ
ん
と
い
う
か
、

マ
フ
ラ
ー
を
作
っ
て
い
る
部
品
メ
ー
カ
ー
は
、
日
本
と
の
合
弁
企
業

だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
合
弁
企
業
の
製
品
は
、フ
ォ
ー

ド
へ
行
き
、Ｇ
Ｍ
へ
行
っ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
結
局
わ
が
社
の
塗
料

も
そ
こ
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
商
売
と
し
て
は
成
功
し

て
い
な
い
。
ち
ょっ
と
下
手
く
そ
な
ん
で
し
ょ
う
な
。

渡
邊
　
永
井
さ
ん
の
海
外
展
開
の
き
っ
か
け
っ
て
い
う
の
は
、
何
だ

っ
た
の
で
す
か
。

永
井（
規
）
や
っ
ぱ
り
試
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
ド
イ
ツ
が
統
合
さ
れ
た
時
、ケ
ル
ン
で
の
大
見
本
市
に
カ

メ
ラ
の
蛇
腹
関
係
で
行
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
十
年
ぐ
ら

い
前
か
ら
海
外
に
製
品
を
出
し
て
い
た
の
で
す
が
、
売
り
上
げ
が

伸
び
て
い
な
か
っ
た
。
商
社
任
せ
で
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
行
っ
た
の
で
す
。
行
っ
て
み
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
皆
さ
ん
知
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
、
ナ
ベ
ル
を
。
と
こ
ろ
が
全
然
売
れ
な
い
。
い
い
品

物
だ
、で
も
高
い
と
言
う
ん
で
す
。
何
と
な
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
会

社
が
、
一
品
一
様
に
対
応
し
て
、
為
替
の
差
を
埋
め
な
が
ら
や
っ

て
い
た
か
ら
で
す
。
十
三
時
間
飛
行
機
に
乗
っ
て
、
製
品
を
持
っ
て

い
っ
て
、い
い
品
物
だ
と
言
わ
れ
る
の
に
お
金
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
の
が
現
実
で
し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
の
に
利
益
が
取
れ
な
い
と

い
う
の
は
、
全
く
意
味
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
、い
つ
か
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ

ン
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
一
九
九
〇
年
ぐ
ら
い

で
し
た
。
山
中
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
海
外
に
出
る
場
合
、
ま

ず
日
本
企
業
に
進
出
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
り
ま
す
。
次
に
ア
メ

リ
カ
の
企
業
に
ど
れ
だ
け
入
れ
る
か
と
い
う
段
階
に
な
り
ま
す

が
、こ
れ
は
至
難
の
技
だ
と
思
い
ま
す
。
必
要
と
し
て
い
な
い
以
上
、

ア
メ
リ
カ
の
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
は
話
も
聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
近
く
ま

で
来
て
お
り
ま
す
の
で
お
伺
い
し
た
い
、
な
ん
て
い
う
日
本
的
な
営

業
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
代
わ
り
、
欲
し
か
っ

た
ら
、
今
情
報
が
欲
し
い
ん
だ
と
い
う
世
界
で
す
。
僕
自
身
と
し

て
は
、
ナ
ベ
ル
の
製
品
に
自
信
が
あ
る
。
自
信
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
、

主
観
的
な
自
信
だ
け
で
な
く
、
市
場
に
使
っ
て
い
た
だ
け
る
か
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
海
外
進
出
し
ま
し

た
。

山
中
　
今
は
そ
れ
で
、
現
地
の
企
業
に
か
な
り
売
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。

永
井（
規
）
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
に
Ｇ
Ｅ
メ
ディ
カ
ル
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
と
い
う
、

ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ
ティ
ー
に
あ
る
会
社
に
私
ど
も
の
商
品
の
価
値
を

認
め
て
い
た
だ
い
て
、
直
接
お
取
引
き
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
引
き
合
い
で
始
ま
り
ま
し
た
。

渡
邊
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
向
こ
う
が
見
つ
け
た
わ
け
で
す
か
。

永
井（
規
）

そ
う
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す

ね
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
ヒ
ッ
ト
し
て
き
ま
す
よ
ね
。
リ
ン
ク
し
て
引

き
合
い
が
来
る
。
こ
れ
は
結
構
多
い
で
す
。
だ
か
ら
、
田
舎
と
い
う

意
識
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。

世
界
で
試
し
て
み
る

1940年（昭和15）生
オキツモ株式会社　代表取締役会長
兼CEO
名張21世紀ケーブルテレビジョン（株）
代表取締役社長
2002年3月、同志社大学大学院商学研
究科博士前期課程修了予定

やまなかかつとし
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る
と
中
国
へ
出
張
し
た
社
員
が
、こ
う
い
う
引
き
合
い
が
あ
っ
た
と

い
う
。
東
京
で
も
そ
う
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
S
社
の
考

え
が
立
体
的
に
分
か
る
ん
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
バ
ラ
バ
ラ
で
見

て
い
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
今
は
そ
れ
を
、
営
業
は
営
業
情

報
、
技
術
屋
は
技
術
情
報
、
資
材
は
資
材
情
報
と
い
う
こ
と
で
共

有
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
さ
ら
に
、
顧
客
情
報
を
技
術
屋
に
伝
え

る
と
い
う
こ
と
も
試
み
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
問
題
も
あ
り
ま
す

け
れ
ど
、
今
は
営
業
と
技
術
を
合
せ
た
一
つ
の
部
に
し
て
営
業
開

発
部
と
し
て
い
ま
す
。

渡
邊
　
そ
れ
は
い
つ
ぐ
ら
い
か
ら
始
め
た
ん
で
す
か
。

山
中
　
去
年
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
一
年
た
ち
ま
し
た
。
な
か
な
か

効
果
が
上
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
な
。

永
井（
規
）

お
客
さ
ん
の
観
点
か
ら
す
る
と
、ス
ピ
ー
ド
が
早
く

な
っ
た
り
、
回
答
が
早
い
と
か
、メ
リ
ッ
ト
が
出
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。

山
中
　
現
に
、
私
が
会
長
に
な
っ
て
か
ら
の
ほ
う
が
利
益
は
上
が

っ
て
い
ま
す
ね
。（
笑
）

渡
邊

こ
こ
の
と
こ
ろ
い
ろ
い
ろ
な
企
業
を
回
っ
て
い
る
の
で
す
け

ど
も
、
ど
こ
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、
営
業
と
技
術
の
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
す
ね
。
営
業
は
、こ
ん
な
も
の
を
作
れ

と
ア
バ
ウ
ト
な
こ
と
を
聞
い
て
く
る
。
技
術
屋
さ
ん
と
し
て
は
そ
れ

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く

で
き
な
い
わ
け
で
す
。
で
、ア
バ
ウ
ト
な
こ
と
を
聞
い
て
く
る
か
ら
、

も
っ
と
ア
バ
ウ
ト
な
こ
と
を
こ
っ
ち
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

永
井（
諒
）

伝
聞
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

渡
邊
　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
何
と
か
な
ら
な
い
か
と
言
う
の
で
、

営
業
部
門
と
技
術
部
門
を
く
っ
つ
け
て
み
た
ら
と
答
え
る
の
で
す

が
、
く
っつ
か
な
い
と
言
う
ん
で
す
よ
。

山
中
　
や
っ
て
し
ま
え
ば
、い
け
る
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。

永
井（
規
）

こ
れ
は
全
体
最
適
っ
て
い
う
発
想
に
切
り
換
え
る
た

め
に
作
ら
れ
た
の
で
す
か
。

山
中
　
全
体
最
適
は
、『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』のT.O

.C
.（Theory

of

◎
鼎
談
◎
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constraints

）記
事
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
、
う

ち
の
や
り
方
と
一
緒
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
説
明
会
か
何

か
聞
き
に
行
き
ま
し
た
が
、
も
う
や
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
な
か

な
か
効
果
を
上
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。

渡
邊
　
ナ
ベ
ル
さ
ん
は
、
や
は
り
営
業
と
技
術
開
発
は
一
体
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
か
。

永
井（
規
）

一
応
営
業
技
術
部
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
営
業
部

と
か
技
術
部
と
か
っ
て
い
え
る
ほ
ど
、
整
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
。

永
井（
諒
）

ま
だ
、み
ん
な
若
く
経
験
が
浅
い
も
の
で
す
か
ら
。

永
井（
規
）

私
た
ち
の
よ
う
に
人
材
が
い
な
い
と
、
自
分
で
も
提

案
で
き
る
と
い
う
、
営
業
マ
ン
か
つ
ク
リ
エ
イ
ティ
ヴ
な
者
が
行
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
実
績
を
残
し
て
い
き
ま
す
と
、
ナ
ベ
ル
さ

ん
の
良
さ
は
速
さ
な
ん
や
、
そ
れ
を
大
事
に
せ
な
あ
か
ん
ぜ
、
大

き
く
な
っ
て
対
応
が
悪
く
な
っ
た
ら
嫌
だ
な
、
み
た
い
な
こ
と
を
話

し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
か
な
か
皆
が
オ
ー
ル
ラ
ウ

ン
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
は
な
ら
な
い
。
チ
ー
ム
で
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
プ
レ

ー
ヤ
ー
に
な
っ
て
、
お
客
さ
ん
本
位
に
情
報
を
お
返
し
で
き
る
よ

う
に
し
よ
う
と
思
う
と
、
本
当
に
難
し
い
問
題
で
す
ね
。

山
中
　
そ
れ
は
な
か
な
か
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
初
心

を
忘
れ
ま
す
し
、
社
長
の
気
持
ち
は
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
か
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
化
し
ま
す
し
。

永
井（
規
）

い
つ
も
言
う
ん
で
す
。
蛇
腹
は
顧
客
情
報
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
情
報
と
の
関
係
が
重
要
な
ん
だ
。
何

渡
邊
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ど
れ
ぐ
ら
い
引
き
合
い
が
あ
り
ま
す
か
。

永
井（
規
）

最
近
は
不
況
で
少
な
い
で
す
ね
。
で
も
、
月
当
た
り

六
千
件
ヒ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
一
週
間
に

数
件
か
ら
十
件
ぐ
ら
い
の
引
き
合
い
は
あ
る
の
で
、
毎
日
必
ず
入
っ

て
く
る
状
況
で
す
ね
。
た
だ
し
、
量
産
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な

い
で
す
け
ど
ね
。

渡
邊
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
そ
れ
だ
け
ヒ
ッ
ト
率
が
高
い
と
い
う
の

は
す
ご
い
で
す
ね
。

渡
邊
　
と
こ
ろ
で
ロ
ー
タ
ス
・
ノ
ー
ツ
で
す
が
。

永
井（
規
）

ノ
ー
ツ
と
は
業
務
日
報
、
営
業
日
報
を
管
理
す
る
グ

ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
で
す
ね
。

山
中
　
営
業
マ
ン
が
、
前
日
に
行
っ
た
業
務
を
明
朝
の
十
時
ま
で
に

ま
と
め
る
も
の
で
す
。
現
在
で
は
、
み
ん
な
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
載
せ
て
い
る
の
で
す
。
社
員
全
部
が
見
ら
れ
ま
す
。

渡
邊
　
情
報
共
有
化
と
い
う
意
味
で
は
、
オ
キ
ツ
モ
さ
ん
は
も
の

す
ご
く
早
か
っ
た
で
す
ね
。

山
中
　
営
業
情
報
は
非
常
に
関
連
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
大
阪
の

Ｓ
社
が
ど
こ
か
注
文
を
出
す
と
い
う
情
報
が
あ
っ
た
と
す
る
。
す

1946年生
三重大学人文学部教授　経営学
札幌学院大学、四日市大学、埼玉
大学をへて、1998年三重大学人
文学部教授。
2001年より社会科学科長

わたなべ　あきら

情
報
に
対
す
る
目
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か
違
う
情
報
に
携
わ
っ
た
時
こ
そ
、
一
生
懸
命
や
ら
な
く
て
は
い

け
な
い
の
だ
と
。
と
こ
ろ
が
僕
な
ん
か
以
上
に
、
蛇
腹
を
作
る
メ
ー

カ
ー
の
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
蛇
腹
以
外
の

情
報
に
対
す
る
目
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
違
う
だ
ろ
う
、
一
本
の

電
話
を
大
事
に
し
て
い
た
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
言
う
の
で
す
け
れ
ど
、

い
や
、こ
ん
な
の
僕
の
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い
る
こ
と
と
違
い
ま
す
か
ら
、

と
言
い
ま
す
ね
。「
お
ま
え
何
や
生
き
て
い
る
の
か
」み
た
い
な
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

山
中
　
な
っ
て
し
ま
う
。
う
ち
は
、
ま
さ
に
今
そ
う
な
の
で
す
。
そ

の
病
い
に
か
か
っ
て
い
ま
す
よ
。（
笑
）

永
井（
規
）

そ
れ
を
ど
う
す
る
か
が
課
題
で
、
逆
に
そ
こ
に
や
り

が
い
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

渡
邊
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
経
営
者
の
生
き
が
い
と
い
う
の
は
、
そ

の
辺
に
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

山
中
　
経
営
者
の
思
い
は
な
か
な
か
社
員
に
伝
わ
ら
な
い
部
分
が

あ
る
。
そ
れ
は
悲
し
い
で
す
わ
な
。

渡
邊
　
オ
キ
ツ
モ
さ
ん
の
、
今
の
戦
略
商
品
と
い
う
の
は
何
に
な

り
ま
す
か
。

山
中
　
今
、
海
外
は
タ
イ
、
韓
国
と
ア
メ
リ
カ
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

海
外
展
開
を
契
機
に
仕
事
も
増
え
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
よ
う

な
中
小
企
業
で
も
大
企
業
に
勝
つ
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
す
よ
。
新

商
品
で
は
光
触
媒
塗
料
が
あ
り
ま
す
。
二
酸
化
チ
タ
ン
で
す
ね
。

そ
れ
を
塗
っ
て
お
く
と
、
排
ガ
ス
の
Ｎ
Ｏ
x

が
Ｎ
Ｏ
3

に
変
化
し
て

雨
に
流
れ
る
。
大
気
浄
化
で
す
ね
。

永
井（
規
）

あ
れ
は
、
社
会
的
に
ス
カ
ッ
と
し
た
、
気
持
ち
の
い
い

も
の
で
す
ね
。

山
中
　
た
ば
こ
の
煙
も
消
え
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
医

療
現
場
の
蛇
腹
に
も
使
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
殺
菌
作

用
、
酸
化
作
用
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
売
り
商
品
で
す
ね
。
尼
崎
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の
公
害
訴
訟
の
判
決
文
に
、
光
触
媒
な
ど
を
使
っ
た
も
の
に
し
ろ

と
い
う
判
決
が
出
た
ん
で
す
よ
。

渡
邊
　
そ
れ
は
、
オ
キ
ツ
モ
さ
ん
が
作
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

山
中

こ
れ
は
わ
が
社
と
、
あ
と
二
、
三
社
や
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
技
術
は
、
東
京
大
学
の
藤
原
先
生
が
開
発
・
研
究
し
た
の
で
す
。

わ
が
社
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
ぐ
た
め
大
気
浄
化
に
つ
い
て
や
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
、
工
業
技
術
院
と
協
力
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
も

う
一
つ
、
本
屋
を
や
っ
て
い
ま
す
。

永
井（
規
）

行
き
ま
し
た
。

山
中
　
そ
う
で
す
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

渡
邊
　
ど
こ
で
や
っ
て
お
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

山
中
　
前
の
工
場
の
跡
地
で
。
こ
れ
は
本
業
と
は
離
れ
て
ま
す
。

渡
邊

二
十
万
冊
も
在
庫
が
あ
る
と
か
。
も
の
す
ご
い
数
で
す
ね
。

永
井（
諒
）

す
ご
い
ね
。

渡
邊
　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
は
。

山
中

こ
れ
も
も
う
十
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
か
ね
、
開
業
し
て

か
ら
。

渡
邊

こ
の
工
場
団
地
に
ケ
ー
ブ
ル
が
入
っ
て
い
た
ら
、
三
重
大
工

学
部
の
企
業
内
教
育
用
の
授
業
を
流
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り

が
た
い
な
。

山
中
　
線
は
行
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、引
く
か
引
か
な
い
か
は
、

そ
の
企
業
に
よ
り
ま
す
。

渡
邊
　
や
は
り
日
本
が
駄
目
に
な
っ
た
の
は
、
も
の
づ
く
り
を
ば

か
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
も
の
づ
く

り
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
地
域
の
産
業
政
策
の
一
つ
と
し
て
大

学
の
授
業
、
特
に
工
学
部
の
を
流
し
て
み
た
い
。

山
中
　
そ
う
で
す
ね
。
多
分
で
き
ま
す
よ
。

渡
邊
　
最
後
に
、
両
社
の
経
営
哲
学
を
簡
単
に
お
話
し
い
た
だ
け

ま
せ
ん
か
。

永
井（
規
）

そ
の
前
に
、
先
程
の
戦
略
的
な
商
品
と
お
っ
し
ゃ
ら

れ
た
時
に
申
し
上
げ
な
か
っ
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
今
ま
で
ス

ポ
ッ
ト
で
や
っ
て
き
た
、
例
え
ば
医
療
機
器
の
一
部
、
あ
る
い
は
レ

ー
ザ
ー
の
一
部
を
、
全
産
業

に
行
き
渡
っ
て
い
る
部
品
メ

ー
カ
ー
さ
ん
の
要
素
部
品
と

し
て
、
海
外
と
の
技
術
協
力

を
加
え
な
が
ら
や
っ
て
い
こ

う
と
い
う
展
開
が
一
つ
。
そ

れ
か
ら
中
国
で
蛇
腹
を
作

っ
て
い
た
だ
け
そ
う
な
工
場

を
探
し
、そ
こ
と
の
契
約
で
、

ナ
ベ
ル
の
品
質
を
維
持
し
な

が
ら
市
場
展
開
し
て
い
く
、

あ
る
い
は
逆
輸
入
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
ま
す
。
経
営
哲
学
で
は
、や
は
り
お
客
さ
ま
、
最
終
的

な
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
さ
ん
、
つ
ま
り
社
会
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
さ
ん
に
向
け
て
い
ろ
い
ろ
提
供
し
て
い
く
。
自

分
た
ち
が
や
れ
る
範
囲
内
で
は
一
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
人
が
や
れ

な
い
以
上
の
こ
と
を
す
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
謙
虚
に
エ
ン
ド

ユ
ー
ザ
ー
さ
ん
の
立
場
に
立
っ
て
い
く
。
そ
れ
が「
故ふ

る

き
を
温た

ず

ね
て
新

し
き
を
知
る
」と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

山
中
　
経
営
哲
学
は
、こ
れ
は
も
う
顧
客
中
心
に
尽
き
る
と
思
う

の
で
す
。
さ
ら
に
私
の
役
割
は
、い
か
に
世
代
交
代
を
円
滑
に
行

う
か
で
す
ね
。
中
小
企
業
は
人
手
不
足
で
、
人
は
い
る
の
だ
け
れ

ど
も
適
当
な
人
が
い
な
い
。
そ
れ
は
世
代
交
代
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
常
に
新
し
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
て
い
く
。
そ
こ
に
役

割
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
わ
が
社
の
進

む
べ
き
道
と
し
て
い
る
の
は
、「
魅
力
あ
る
人
、
魅
力
あ
る
会
社
」と

い
う
こ
と
で
す
。
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
魅
力
あ
る
会
社
に
磨
き
上

げ
て
い
く
。
社
是
も
固
定
せ
ず
、い
い
の
が
あ
っ
た
ら
取
っ
換
え
た

ら
い
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

渡
邊

い
い
の
が
あ
っ
た
ら
換
え
よ
う
と
い
う
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
っ
て
重

要
で
す
よ
ね
。
ど
う
も
、
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
〇
一
年
九
月
二
九
日
　
名
張
市
　
オ
キ
ツ
モ
株
式
会
社
本
社
に
て
）
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谷
川

た
に
が
わ

士
清

こ
と
す
が（

一
七
〇
九
ー
一
七
七
六
）は
、

現
在
の
津
市
八
町
に
生
ま
れ
、
そ
の
生
家
は

今
日
も
国
の
指
定
史
跡
「
谷
川
士
清
旧
宅
」

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
業
績
は
国
学
、

神
道
な
ど
多
岐
に
亙
る
が
、
と
り
わ
け
語
学

上
の
学
説
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
業
績
は
、「
倭
語
通
音
」（『
日
本
書
紀
通

證
』（
宝
暦
一
二
〈
一
七
六
二
〉
年
、
巻
第
一

付
録
）を
世
に
示
し
最
古
の
活
用
表
を
創
成

し
た
点
、
ま
た
『
和
訓
栞

わ
く
ん
の
し
お
り
』
と
い
う
我
が
国

最
初
の
本
格
的
五
十
音
引
き
国
語
辞
書
の
完

成
を
遂
げ
た
と
い
う
点
の
二
つ
に
顕
著
で
あ

る
こ
と
は
、
現
在
も『
国
語
学
史
』の
諸
書
に

基
本
的
に
は
継
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

竹
田
鐵
仙
は
、
昭
和
七
年
に「
悉
曇

し
つ
た
ん

相
通
説

と
活
用
研
究
に
及
ぼ
せ
る
其
の
影
響
」と
い

う
論
文
で
、
士
清
の
活
用
図
に
先
立
つ
こ
と

お
よ
そ
百
年
前
の
正
保
三
〈
一
六
四
四
〉
年

刊『
韻
鏡
図
』の
中
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な

図
の
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
説
は
学
界
に
十
分
に
周
知
さ

れ
ず
、
昭
和
五
九
年
に
尾
崎
知
光

お
ざ
き
さ
と
あ
き
ら

に
よ
り
再

度
こ
の
説
が
宣
伝
さ
れ（
勉
誠
社
文
庫
一
二

一
『
和
訓
栞
大
綱
』）、
さ
ら
に
、
私
ど
も
が

京
都
・
山
科
の
古
刹
随
心
院

ず
い
し
ん
い
ん

の
経
蔵
か
ら
発

見
し
た『
伊
呂
波
集
韻
』（
明
暦
二
（
一
六
五

六
）年
刊
）に
も
こ
れ
と
近
似
し
た
活
用
図
の

載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、『
随
心
院

聖
教
類
の
研
究
』（
汲
古
書
院
・
平
成
七
年
）

の
中
で
紹
介
し
た（
近
藤
泰
弘
氏
執
筆
）。

こ
の
よ
う
に
、
士
清
が
活
用
表
を
創
成
し

た
と
い
う
説
は
、
再
三
否
定
さ
れ
て
き
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
士
清
の
業
績
の

一
に「
活
用
表
の
創
成
」を
挙
げ
て
い
る
専
門

書
は
少
な
く
な
い
。
士
清
の
こ
の
方
面
で
の

業
績
の
真
価
は
、
活
用
表
の
創
成
と
い
う
点

で
は
な
く
、
こ
れ
が
本
居
宣
長
の
目
に
止
ま

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
宣
長
学
派（
宣
長『
御
国

み
く
に

詞
活
用
抄

こ
と
ば
か
つ
よ
う
し
よ
う

』・
春
庭『
詞

こ
と
ば

の
八
衢

や
ち
ま
た

』）の
活
用
研

究
を
促
し
た
と
い
う
点
に
認
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

『
和
訓
栞
』
の
評
価
は
、
こ
こ
数
年
に
な
っ

て
格
段
に
高
ま
っ
て
い
る
。
近
代
辞
書
の
先

駆
を
果
た
し
た
と
説
か
れ
る
大
槻
文
彦『
言

海
』の
成
立
に
し
て
も
、『
和
訓
栞
』
の
影
響

が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、『
和
訓
栞
』
の
近
代
辞
書
へ
の
連
続
性

が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

五
十
嵐

い

が

ら

し

亜
由
美

あ

ゆ

み

氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
（
二

〇
〇
一
年
度
本
学
卒
業
論
文
）、
こ
と
ば
の

意
味
を
解
説
す
る
に
際
し
て
引
用
す
る
例
文

は
、
自
身
の
語
源
説
に
沿
う
も
の
を
厳
密
に

選
択
し
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、「
う
ち

は
し
」と
い
う
語
は
、『
和
訓
栞
』で
は「
仮
に

打（
ち
）渡
し
た
る
橋
也
」と
解
説
さ
れ
、『
万

葉
集
』
の「
は
た
も
の
の
ふ
み
木
も
て
来
て

天
の
河
打
橋
わ
た
す
君
が
来
む
た
め
」（
巻

一
〇
・
二
〇
六
二
）を
引
く
。『
万
葉
集
』に
は

他
に
「
う
ち
は
し
」
を
含
む
歌
は
五
首
あ
る

が
、
そ
の
中
で
、こ
の「
は
た
も
の
の
ふ
み
木
」

を「
仮
に
」橋
と
し
て
用
い
る
と
い
う
歌
は
、

彼
の
解
説
に
即
し
て
い
て
最
も
適
切
で
あ

る
。『

和
訓
栞
』
の
成
立
は
実
に
複
雑
で
あ
り
、

未
だ
に
解
き
明
か
さ
れ
な
い
問
題
が
山
積
し

て
い
る
。
三
重
大
学
附
属
図
書
館
に
も
、
幾

種
類
か
の
良
質
の
版
本
を
蔵
し
て
お
り
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
国
語
辞
書
史
上
の
彼
の
業
績

の
真
価
に
迫
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

や
ま
も
と
し
ん
ご

人
文
学
部
助
教
授
・
日
本
語
学
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和
訓
栞
の
達
成

山
本
真
吾

動
詞
活
用
図
の
創
成
は

士
清
の
業
績
に
非
ず

国
語
学
史
上
の

谷
川
士
清
の
業
績

三重大学附属図書館蔵『和訓栞』

（
大
網
・
巻
首
部
）

（
前
編
・
一
三
・
刊
記
）
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質
的
改
革
と
し
て
の
先
駆
け
　
―
三
重
県
の
行
政
改
革
―

政
治
不
信
か
ら
政
治
改
革
が
叫
ば
れ
、

行
政
不
信
か
ら
行
政
改
革
が
叫
ば
れ
る
。

政
治
と
行
政
は
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る

か
ら
、
ど
ち
ら
か
片
方
だ
け
が
不
信
と
い

う
状
況
は
少
な
い
。
政
治
に
は
選
挙
と
い

う
武
器
が
あ
り
、
選
挙
に
よ
る
勝
敗
の
結

果
に
は
誰
し
も
一
応
納
得
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、
行
政
の
場
合
は
こ
の
よ
う

な
区
切
り
が
な
い
。
行
政
改
革
の
必
要
性

が
絶
え
ず
叫
ば
れ
る
所
以
で
も
あ
り
、
ま

た
行
政
改
革
を
行
っ
て
も
し
ば
ら
く
す
る

と
元
に
戻
る
所
以
で
も
あ
る
。

平
成
七
年
の
北
川
知
事
誕
生
以
来
、
三

重
県
が
取
り
組
ん
で
き
た
行
政
改
革
が
全

国
的
な
注
目
を
集
め
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
行
政
の
世
界
で
長
く

守
ら
れ
て
き
た
価
値
観
の
崩
壊
を
先
取
り

し
、
そ
の
転
換
に
い
ち
早
く
挑
戦
し
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
改
革
の
原

点
に
官
僚
組
織
の
病
理
現
象
問
題
を
捉

え
、
こ
れ
に
根
源
的
に
対
処
し
よ
う
と
す

る
手
法
を
開
発
し
、
実
践
し
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
価
値
観
の
転
換
と
組

織
の
病
理
現
象
の
克
服
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た
い
。

い
ま
地
方
行
政
で
ど
の
よ
う
な
価
値
観

の
転
換
が
起
き
て
い
る
か

川
の
流
れ
に
例
え
て
み
よ
う
。
表
流
水

と
し
て
は
、
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定
や

介
護
保
険
制
度
の
ス
タ
ー
ト
な
ど
大
き
な

変
革
の
流
れ
が
目
に
見
え
る
形
で
進
展
し

て
い
る
。こ
れ
と
同
時
に
、伏
流
水
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
行
政
組
織
体
の
中
で
守
ら
れ
て

き
た
価
値
観
が
崩
壊
し
始
め
て
い
る
。

北
川
知
事
が
誕
生
し
た
平
成
七
年
ご
ろ

か
ら
、
全
国
の
自
治
体
で
、
ま
た
国
の
各

省
庁
で
も
同
じ
よ
う
な
価
値
観
の
転
換
を

促
す
事
件
や
現
象
が
連
続
し
て
起
き
て
い

る
。
地
方
行
政
に
限
ら
れ
な
い
価
値
観
の

転
換
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

行
政
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
促
す
価
値

観
の
大
転
換

（1）

建
前
か
ら
本
音
へ

（2）

非
公
開
か
ら
公
開
へ

（3）

曖
昧
（
裁
量
）
か
ら
明
確
化
（
基
準

化
・
数
値
化
）
へ

（4）

完
全
無
欠
（
官
の
無
謬
性
神
話
）

か
ら
事
中
・
事
後
評
価
に
よ
る
修
正

へ
（5）

自
己
弁
護
（
自
己
の
正
当
化
）
か
ら

自
己
否
定
（
官
の
論
理
の
み
に
よ
る

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
否
定
）
へ

（6）

組
織
（
大
部
屋
）
起
点
か
ら
個

（
人
）
起
点
へ

質
的
改
革
と
し
て
の
先
駆
け

｜
三
重
県
の
行
政
改
革

｜

梅

田

次

郎

第
１
に「
建
前
か
ら
本
音
へ
」。

三
重
県
は
平
成
八
年
、
カ
ラ
出
張
の
問

題
で
十
一
億
円
余
を
返
還
し
、
建
前
と
本

音
の
使
い
分
け
を
止
め
る
こ
と
を
表
明
し

た
。
カ
ラ
出
張
問
題
の
是
正
は
、「
建
前
か

ら
本
音
へ
戻
ろ
う
」と
い
う
こ
と
を
、
痛
み

を
伴
い
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
知
ら
し
め

た
事
件
と
な
っ
た
。
こ
の
対
処
如
何
で
は
、

そ
の
後
の
行
政
改
革
運
動
が
ス
ト
ッ
プ
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
た

が
、
実
は
こ
の
事
件
の
解
決
を
契
機
に
改

革
に
加
速
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ラ
出
張

を
な
く
し
た
か
ら
こ
そ
、
政
策
評
価
に
真

面
目
に
取
り
組
め
る
。
一
千
万
円
の
予
算

の
中
に
五
十
万
円
の
カ
ラ
出
張
分
が
あ
っ

た
の
で
は
政
策
評
価
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

第
２
に「
非
公
開
か
ら
公
開
へ
」。

三
重
県
情
報
公
開
条
例
は
昭
和
六
十
三

年
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
黒
塗
り
の
非

公
開
部
分
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
も
、

カ
ラ
出
張
問
題
を
契
機
に
食
糧
費
・
交
際

費
の
公
開
が
全
国
的
に
進
み
、「
非
公
開
か

ら
公
開
へ
」の
価
値
観
の
転
換
を
促
し
た
。

そ
の
後
も
公
開
の
範
囲
は
拡
充
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。
や
は
り
公
開
さ
れ
る
と
な

る
と
ま
ず
役
人
の
行
動
が
変
わ
る
。
公
開

は
、
実
は
こ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
国

に
お
い
て
も
、
や
っ
と
平
成
十
三
年
か
ら
情

報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
た
。

特
集

三
重
に
お
け
る
進
取
の
精
神
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か
ら
自
己
否
定（
官
の
論
理
の
み
に
よ
る

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
否
定
）へ
」。

住
民
訴
訟
は
職
員
に
と
っ
て
愕
然
と
す

る
事
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、マ
ニュ
ア
ル
に

従
っ
て
仕
事
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
職
員
が
個
人
的
に
訴
え
ら
れ
る
。
も
は

や「
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
」で
正
当
化
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
負
け
れ
ば
、

個
人
と
し
て
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
役
人
の
価
値
観
を
、

自
己
弁
護
一
辺
倒
か
ら
、
今
ま
で
の
自

分
・
役
所
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
あ
え
て

切
り
込
む
方
向
へ
転
換
さ
せ
た
。

第
６
に「
組
織（
大
部
屋
）起
点
か
ら
個

（
人
）起
点
へ
」。

外
部
監
査
人
制
度
の
採
用
は
、
そ
れ
ま

で
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
指
摘
を
促
進

し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
外
部
監
査
人

が
公
認
会
計
士
や
弁
護
士
で
あ
っ
た
場
合
、

そ
の
人
は
自
分
の
資
格
に
お
い
て
指
摘
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
指
摘
し
な
い
と
自
分
が

否
定
さ
れ
る
。
今
ま
で
は「
ま
あ
ま
あ
、
役

所
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」と
処
理
し
て
き
た

こ
と
に
対
し
て
、「
こ
れ
は
お
か
し
い
」と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
役

所
は
従
来
大
部
屋
主
義
と
い
わ
れ
、
常
識

的
な
生
活
者
の
感
覚
と
か
け
離
れ
た
前
例

踏
襲
・
横
並
び
主
義
に
陥
り
が
ち
な
組
織

を
守
る
論
理
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
組
織
に
縛
ら
れ
な
い
個
人
の
感
性

を
重
視
す
る
方
向
へ
と
価
値
観
が
振
れ
る

こ
と
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

（1）

行
革
に
二
つ
の
方
式

こ
れ
ほ
ど
の
価
値
観
の
転
換
が
行
わ
れ

て
く
る
と
、
今
一
度
行
政
サ
ー
ビ
ス
そ
の

も
の
の
あ
り
方
を
整
理
し
直
し
、
行
政
シ

ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て

く
る
。
そ
こ
で
、
行
政
改
革
の
方
式
も
転

換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。

従
来
の
行
革
手
法
は
、
組
織
や
事
業
量

を
変
え
る
と
い
う
量
的
改
革
。
つ
ま
り
人

事
や
予
算
を
担
当
す
る
総
務
部
の
権
限
に

基
づ
く
改
革
で
あ
る
。
財
政
赤
字
対
策
の

発
想
が
強
く
、
短
期
達
成
型
で
、
物
事
を

根
本
か
ら
変
え
る
の
で
は
な
く
、
と
に
か

く
量
的
に
削
減
す
る
こ
と
が
至
上
命
令
で

あ
っ
た
。

新
し
い
行
革
は
、
組
織
の
中
で
働
き
、
制

度
を
運
用
し
て
い
る
職
員
の
意
識
・
価
値
基

準
を
変
え
る
方
式
で
、
質
的
改
革
を
目
指

す
。
こ
う
い
う
改
革
は
職
員
総
参
加
で
な

け
れ
ば
で
き
な
い
。
さ
ら
に
職
員
参
加
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
住
民
参
加
に
ま
で
広
が
る

べ
き
で
、
情
報
公
開
は
必
然
的
な
流
れ
と

な
る
。
こ
れ
は
短
期
的
な
達
成
と
言
う
よ

り
、
長
期
的
・
段
階
的
な
達
成
を
目
指
す
。

こ
の
場
合
、
職
員
の
自
発
的
な
変
革
力
を

確
認
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る

方
向
か
ら
取
り
組
む
こ
と
、
終
始
一
貫
し

た
体
系
・
手
法
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
三
重
県
は
こ
の
意
識
・
価
値
基
準
を

変
え
る
方
法
を
選
ん
だ
。

（2）

官
僚
組
織
の
病
理
現
象
の
克
服

三
重
県
の
行
政
改
革
で
は
、
官
僚
組
織
の

病
理
現
象
を
根
源
的
に
問
題
視
し
、こ
れ

を
克
服
す
る
方
法
を
開
発
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
官
僚
組
織
は
、
二
十
世
紀
の

経
済
至
上
主
義
の
中
央
集
権
型
社
会
経
済

シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
き
た
が
、
経
済
の
右
肩

上
が
り
の
終
焉
に
伴
う
制
度
疲
労
の
な
か

で
、
そ
の
病
理
現
象
が
顕
在
化
し
た
。
地

方
官
僚
組
織
の
病
理
現
象
に
は
、
例
え
ば

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

地
方
官
僚
組
織
の
病
理
現
象

①
　
大
き
な
制
度
設
計
は
国
の
仕
事
。

地
方
は
国
の
出
先
機
関
と
し
て
仕
事

を
こ
な
す
こ
と
に
終
始
。
そ
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
の
み
が
発
達
。

②
　
国
庫
補
助
事
業
は
す
べ
て
無
条
件

に
善
。
ど
れ
だ
け
多
く
こ
な
す
か
が

価
値
基
準
。
補
助
金
を
獲
得
す
る
こ

と
が
目
的
化
。
結
果
を
問
う
こ
と
な

く
予
算
獲
得
に
没
頭
。
予
算
は
一
円

も
残
さ
ず
使
い
切
り
。

③
　
年
功
序
列
人
事
の
中
で
「
大
過
」の

な
い
こ
と
が
価
値
基
準
。
思
考
停
止

の
前
例
踏
襲
ス
タ
イ
ル
が
蔓
延
。

質
的
改
革
と
し
て
の
先
駆
け
　
―
三
重
県
の
行
政
改
革
―

第
３
に
「
曖
昧
（
裁
量
）
か
ら
明
確
化

（
基
準
化
・
数
値
化
）へ
」。

三
重
県
は
平
成
八
年
度
、
全
国
に
先
駆

け
て「
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
」を
開
発

し
、
全
庁
的
に
実
施
し
た
。
各
事
業
に
つ
い

て
、
目
的
を
明
確
に
し
て
妥
当
性
を
見
つ

め
直
し
な
が
ら
、
成
果
目
標
を
数
値
化
す

る
と
と
も
に
、
達
成
度
を
毎
年
測
定
、
公

表
し
て
い
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
挑
戦
し
た
。

前
例
踏
襲
や
補
助
金
行
政
に
流
さ
れ
が
ち

な
官
僚
組
織
の
病
理
現
象
を
絶
え
ず
こ
の

シ
ス
テ
ム
で
チ
ェッ
ク
し
、
成
果
志
向
・
結
果

重
視
の
生
活
者
起
点
の
行
政
運
営
を
目
指

し
た
の
で
あ
る
。
当
初
は
、「
数
値
化
」や

「
評
価
」に
対
す
る
抵
抗
感
が
強
か
っ
た
が
、

い
ま
や
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
が
全
国

の
地
方
自
治
体
に
波
及
し
て
い
る
。
国
の

各
省
庁
に
お
い
て
も
、
平
成
十
三
年
に
制

定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
政
策
評
価
法
に
基
づ

き
実
施
し
始
め
て
い
る
。

第
４
に「
完
全
無
欠（
官
の
無
謬
性
神
話
）

か
ら
事
中
・
事
後
評
価
に
よ
る
修
正
へ
」。

全
国
各
地
で
の
ダ
ム
工
事
等
の
中
止
発

表
。
こ
れ
は
、
役
所
の
従
来
の
方
針
を
否

定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
は
想
定
さ
れ

な
い
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
完
全
無
欠
と
い
う

官
の
無
謬
性
神
話
の
中
で
続
け
ら
れ
て
き

た
公
共
事
業
が
、
途
中
の
評
価
、
事
後
の

評
価
に
よ
り
修
正
さ
れ
、
あ
る
い
は
中
止

さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

第
５
に「
自
己
弁
護（
自
己
の
正
当
化
）
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予
算
編
成
執
行
管
理
シ
ス
テ
ム
、
広
聴
広

報
シ
ス
テ
ム
、
組
織
管
理
・
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
と
連
動
し
な
が
ら
運
用
す
る
こ
と
を

構
想
し
て
い
た
。
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ

ム
の
大
前
提
と
し
て「
生
活
者
起
点
へ
の
政

策
転
換
」を
明
示
し
、
職
員
が
評
価
の
作

業
を
通
じ
て「
生
活
者
起
点
の
政
策
を
形

成
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
」こ
と
に
重
点

を
置
い
た
。
そ
し
て
、
二
年
後
に
策
定
し

た
総
合
計
画「
三
重
の
く
に
づ
く
り
宣
言
」

の
中
で
は
、
生
活
者
起
点
の
県
政
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

生
活
者
起
点
の
県
政
と
は

（1）

県
の
行
政
は
、
や
や
も
す
る
と
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
行
政
側
の

都
合
で
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
け

手
の
立
場
に
立
っ
て
行
政
を
進
め
る
。

（2）

そ
し
て
、
精
神
的
な
充
実
も
含
め

た
、
真
に
豊
か
な
生
活
を
求
め
て
努

力
す
る
一
人
ひ
と
り
の
住
民
を
「
生

活
者
」
と
し
て
捉
え
、
支
援
し
て
い

く
こ
と
を
行
政
の
主
た
る
目
的
と
す

る
「
生
活
者
起
点
の
県
政
」
を
展
開

し
て
い
く
。

（3）

そ
れ
は
、
①
住
民
の
自
主
性
を
尊

重
す
る
行
政
、
②
地
域
の
主
体
性
を

重
視
す
る
行
政
、
③
よ
り
良
い
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
行
政
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
活
者
起
点
の
県
政
を
進

め
る
た
め
に
は
、
官
僚
組
織
の
病
理
現
象

と
し
て
指
摘
さ
れ
る
法
規
万
能
主
義
、
縄

張
り
主
義
、
権
威
主
義
な
ど
を
絶
え
ず
治

癒
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
事
務

事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ

の
道
具
と
し
て
開
発
さ
れ
た
。
総
合
計
画

に
定
め
た
政
策
・
施
策
・
事
務
事
業
の
政

策
体
系
に
基
づ
く
目
的
・
手
段
の
連
鎖
の

中
で
、
生
活
者
起
点
か
ら「
事
業
の
目
的

は
適
切
か
、
目
的
は
ど
れ
だ
け
達
成
さ
れ

た
か
」
を
問
い
続
け
る
作
業
を
通
じ
て
、

職
員
の
意
識
が
生
活
者
起
点
に
変
革
さ
れ

て
い
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

（4）

行
政
改
革
の
世
界
的
潮
流
に
も
つ
な

が
る

官
僚
は
決
し
て
個
人
的
な
資
質
に
よ
っ

て
病
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
官
僚
は
、

二
十
世
紀
の
産
業
国
家
・
福
祉
国
家
の
建

設
の
た
め
に
、
非
常
に
真
面
目
に
専
門
家

と
し
て
働
い
た
。
二
十
世
紀
の
時
の
流
れ

に
従
い
行
政
機
能
が
膨
張
し
て
い
く
中
で
、

い
わ
ば
権
力
者
の
よ
う
に
資
源
の
再
配
分

の
役
割
を
担
い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
に
よ

る
財
政
状
況
の
悪
化
な
ど
そ
の
福
祉
国
家

に
赤
信
号
が
つ
い
て
、い
ま
や
行
政
改
革
の

世
界
的
潮
流
は
、
①
成
果
志
向
、
②
権
限

移
譲
・
分
権
化
、
③
顧
客
志
向
、
④
市
場

原
理
の
活
用
の
四
つ
の
基
本
原
理
に
基
づ

く
取
り
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ニ
ュ

ー
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（N

ew
Public

M
anagem

ent

・N
PM

）と
呼
ば

れ
て
い
る
。
三
重
県
の
行
政
改
革
は
、
こ
の

大
き
な
流
れ
の
中
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
先
駆
け

と
し
て
も
今
後
の
展
開
に
注
目
が
集
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

行
政
改
革
の
世
界
的
潮
流

19
世
紀
　
夜
警
国
家
と
自
由
な
市
民

20
世
紀
　
都
市
化
・
工
業
化
の
世
紀

産
業
国
家
・
福
祉
国
家
と
資
源
の
再

配
分
を
受
け
る
市
民

官
僚
制
が
専
門
家
と
し
て
公
的
関
与

を
拡
大
（
行
政
機
能
の
膨
張
）

強
い
行
政
と
民
主
主
義
の
ジ
レ
ン
マ

一
九
八
〇
年
代
福
祉
国
家
に
赤
信
号

Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
行
革
潮
流

21
世
紀
　
政
治
―
行
政
―
市
場
の
再
構
成

質
的
改
革
と
し
て
の
先
駆
け
　
―
三
重
県
の
行
政
改
革
―

こ
の
よ
う
な
官
僚
組
織
の
病
理
現
象

は
、
官
僚
組
織
の
原
理
原
則
に
忠
実
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
病
理
を
絶
え
ず
治
癒
す
る
シ
ス
テ
ム

を
持
た
な
け
れ
ば
、
制
度
や
組
織
な
ど
の

改
革
を
行
っ
て
も
実
効
は
期
待
で
き
な
い
。

官
僚
組
織
の
病
理
現
象
を
正
確
に
と
ら
え

ず
に
改
革
を
叫
ん
で
も
、
ほ
と
ん
ど
二
〜

三
年
で
元
通
り
に
戻
り
、
そ
の
場
限
り
の

改
革
に
終
わ
る
。
改
革
の
出
発
点
は
、
官

僚
組
織
の
病
理
現
象
を
ど
の
よ
う
に
克
服

す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（3）

さ
わ
や
か
運
動
と
事
務
事
業
評
価
シ

ス
テ
ム

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
に「
さ
わ
や

か
運
動
」が
生
ま
れ
た
。
さ
わ
や
か
運
動

は
、
サ
ー
ビ
ス
・
分
か
り
や
す
さ
・
や
る

気
・
改
革
の
頭
文
字
を
と
っ
た
行
政
改
革

運
動
で
、
生
活
者
を
起
点
に
行
政
を
見
つ

め
直
し
て
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
の

価
値
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
一

人
ひ
と
り
が
目
標
を
立
て
て
挑
戦
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
型
の
行
革
手
法
で
あ
る
組
織
改

編
・
事
業
量
削
減
・
定
数
削
減
等
は
と
り

あ
え
ず
横
に
置
い
て
、
成
果
志
向
・
結
果

重
視
の
行
政
運
営
を
真
に
追
い
求
め
る
道

具
と
し
て
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
を
位

置
付
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
事
務
事
業
評
価

シ
ス
テ
ム
だ
け
で
自
己
完
結
す
る
の
で
は

な
く
、
総
合
計
画
進
行
管
理
シ
ス
テ
ム
や

TRIO3/00-15  02.3.30 4:59 PM  ページ 12



＊ 11 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

織
文
化
の
改
革
、
生
活
者
起
点
の
政
策
形

成
に
そ
の
効
果
が
出
て
き
て
い
る
が
、
今

後
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
課
題
と

し
て
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（1）

住
民
と
の
協
働
を
目
指
し
て
い
る
が
、

住
民
か
ら
の
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
が
少

な
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
は
、
行
政
改

革
と
し
て
、
ま
ず
内
部
の
改
革
か
ら
取
り

組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
か
ら
の
限

界
と
も
言
え
る
が
、
住
民
と
の
協
働
と
い

う
課
題
は
、
県
庁
だ
け
で
は
な
く
、
市
町

村
・
市
民
・
民
間
企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
あ
ら

ゆ
る
取
り
組
み
が
有
効
に
機
能
し
た
暁
に

こ
そ
、
明
る
い
展
望
が
開
け
る
大
目
標
で

あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
合
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

（2）

行
政
改
革
と
い
う
と
、
と
も
す
る
と

シ
ス
テ
ム
を
精
緻
化
さ
せ
る
な
ど
の
弊
害

が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
が
、
関
連
シ
ス

テ
ム
相
互
の
連
動
を
強
め
、
そ
れ
ら
の
シ

ス
テ
ム
の
統
合
に
よ
り
、
戦
略
的
に
効
果

を
発
揮
す
る
こ
と
を
追
い
求
め
る
べ
き
で

あ
る
。「
立
派
な
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
、
立
派

な
行
政
を
」と
い
う
方
向
性
が
大
事
で
あ

る
。

う
め
だ
じ
ろ
う

三
重
県
総
合
企
画
局
理
事

兼
政
策
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
所
長

質
的
改
革
と
し
て
の
先
駆
け
　
―
三
重
県
の
行
政
改
革
―

三
重
県
は
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
質

的
な
改
革
で
先
駆
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
次
元
で
は
、
す
ぐ
に
二

番
手
、
三
番
手
が
後
発
の
有
利
さ
を
生
か

し
な
が
ら
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
、
追
い
越
し

て
行
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
競
争
に
汲
々

と
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
で，

段
階
的
で

あ
る
が
、
職
員
の
意
識
改
革
、
県
庁
の
組

平成７年（１９９５年）
４月 北川知事就任

７月 さわやか運動
（さ＝サービス、わ＝わかりやすさ、や＝やる気、か＝改革）
○基本目標として、生活者起点の行政運営
○職員の意識改革

・さわやかセミナー ・カジュアルウェアデー ・さわやか提案
・名刺　　　　　　・行政を成果で評価

幹部職員から研修スタート

平成８年（１９９６年）
４月 事務事業評価システムの導入

○Ｐｌａｎ、Ｄｏ、ＳｅｅのＳｅｅの充実

９月 予算の不適正執行（カラ出張）問題
○情報公開の徹底

平成９年（１９９７年）
９月 「公的関与の考え方」に基づく事務事業の見直しの県議会審議

11月 「新しい総合計画・三重のくにづくり宣言」
○880の数値目標
○総合行政　　　　　　　　　
○コラボレーション（協働）

平成10年（１９９８年）
４月 行政システム改革の実施

「生活者起点」に立って「住民満足度の向上」を目指す
○「分権・自立」、「公開・参画」、「簡素・効率」

公的関与の考え方、組織のフラット化、県民局重視、人材育成、「県民
の皆さんへ」、マトリックス予算、発生主義会計、ハコ物抑制

８月 道路整備10箇年戦略

10月 三重県型予算要求基準（財政難のピンチを県政の体質改善のチャンスに）
○「一律カットのシーリング方式」を廃止し、「あれかこれか」方式へ

平成11年（１９９９年）
２月 「あれかこれか」の予算編成

○財政会議、各部局長の責任で優先順位付け
５月 予算スプリングレビュー

９月 行政システム改革バージョンアップ
「率先実行」（みんなで、みずから、みなおす、三重づくり）

11月 各部局「率先実行」取組の作成・公表

12月 予算編成過程の情報公開

平成12年（２０００年）
１月～３月 生活創造圏ビジョン策定・公表

２月 「率先実行」予算・定数
ＩＳＯ１４００１認証取得

３月 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得
行政経営品質診断結果の公表（県庁全体評価：480～490点）

４月 新・情報公開条例施行（開示から提供へ）
平成12年度各部局「率先実行」取組の作成（ＰＤＳマネジメント推進）
管理職勤務評価システムスタート
新政策推進システム検討本格開始

５月 労使協働委員会正式スタート

６月 一人一台パソコン体制確立

７月 職員満足度アンケート実施

９月 公共事業評価システム素案の公表

平成13年（２００１年）
４月 政策推進システム（仮称）の推進

行政経営品質向上活動

（三重県総務局提供）
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産
業
革
命
の
担
い
手

産
業
革
命
の
担
い
手

櫻
谷
勝
美

特
集

三
重
に
お
け
る
進
取
の
精
神

九
年
）、
伊
藤
伝
七（
九
代
）の
従
兄
弟

が
い
た
。
い
ず
れ
も
豪
農
で
、
小
左
衛

門
は
味
噌
醤
油
醸
造
、
伝
七
は
酒
造
業

を
営
ん
で
い
た
。

伊
藤
小
左
衛
門
は
、
新
し
い
有
望
な

事
業
を
探
し
、
そ
れ
に
挑
戦
す
る
気
概

と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
富
ん
で
い
た
。
彼

が
営
ん
で
い
た
味
噌
醸
造
業
の
規
模
は

一
八
三
七（
天
保
八
）年
大
豆
二
五
〇

石
を
使
用
す
る
程
度
だ
っ
た
が
、
一
八

四
九（
嘉
永
二
）年
に
一
〇
倍
の
二
五

〇
〇
石
に
ま
で
家
業
を
拡
大
し
た
。
し

か
し
一
八
五
四（
安
政
元
）年
に
起
こ
っ

日
本
の
産
業
革
命
は
、
西
欧
と
同
様

に
綿
紡
績
業
の
近
代
工
業
化
が
端
緒
で

あ
る
。
四
日
市
の
伊
藤
小
左
衛
門
と
伊

藤
伝
七
の
例
は
、
江
戸
時
代
の
豪
農
が

明
治
維
新
後
、
企
業
家
に
上
昇
し
て
い

く
と
き
に
何
が
必
要
だ
っ
た
か
を
示
す

好
例
で
あ
る
。

幕
末
期
、
四
日
市
富
田
の
西
方
に
武

州
忍
藩
松
平
下
総
守
の
飛
地
と
し
て
四

万
三
千
石
の
領
地
が
あ
っ
た
。
当
時
代

官
所
の
財
政
事
務
を
と
っ
て
い
た
郷
士

七
人
衆
中
に
三
重
郡
室
山
村
の
伊
藤
小

左
衛
門（
五
代
）（
一
八
一
九
〜
一
八
七
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産
業
革
命
の
担
い
手

た
安
政
地
震
に
よ
り
、
建
物
倉
庫
が
破

壊
さ
れ
、
家
業
は
存
亡
の
危
機
に
陥
っ

た
。
し
か
し
小
左
衛
門
は
三
人
の
弟
た

ち
と
と
も
に
三
年
以
内
に
復
旧
す
る
こ

と
を
誓
い
あ
い
、
二
年
あ
ま
り
で
震
災

前
の
規
模
を
上
回
る
ま
で
に
回
復
さ
せ

た
。当

時
東
海
道
交
通
の
要
所
だ
っ
た
四

日
市
に
は
荷
物
の
運
搬
用
に
駅
馬
、
助

郷
馬
二
〇
〇
頭
が
農
家
か
ら
徴
用
さ

れ
、
そ
の
代
償
に
米
が
農
家
に
支
払
わ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
米
価
の
高
騰
に

よ
り
米
が
規
定
通
り
支
払
わ
れ
な
く
な

り
、
駅
馬
が
集
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

そ
の
結
果
物
資
の
運
搬
が
支
障
を
き
た

し
た
の
で
、
小
左
衛
門
は
駅
を
管
理
す

る
役
人
に
、
馬
の
代
用
に
荷
車
を
使
う

よ
う
に
提
案
し
た
が
、
役
人
は
こ
れ
ま

で
の
慣
習
を
固
執
し
て
要
請
を
き
き
い

れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
小
左
衛
門
は
、

役
所
の
幹
部
に
粘
り
強
く
要
請
し
て
提

案
を
遂
に
実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
逸

話
か
ら
小
左
衛
門
の
合
理
主
義
、
権
威

を
恐
れ
な
い
剛
毅
さ
、
目
的
を
実
現
す

る
上
で
の
ね
ば
り
強
さ
、
さ
ら
に
地
域

で
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
資
質
を
兼
ね
備

え
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

一
八
五
九（
安
政
六
）年
横
浜
港
か

ら
輸
出
が
開
始
さ
れ
た
。
小
左
衛
門
は

そ
の
数
年
前
か
ら
生
糸
と
茶
が
海
外
で

旺
盛
な
需
要
が
あ
る
と
予
測
し
、
山
地

を
二
反
試
験
的
に
開
墾
し
、
五
年
費
や

し
て
茶
の
収
穫
に
成
功
し
た
。
横
浜
開

港
後
本
格
的
に
製
茶
業
に
取
り
組
み
、

一
八
六
一（
文
久
一
）年
、
九
二
ト
ン
の

茶
を
横
浜
に
輸
送
し
、
二
六
〇
〇
両
余

の
利
益
を
得
た
。
小
左
衛
門
は
さ
ら
に

地
域
の
人
々
に
製
茶
を
勧
め
、
や
が
て

三
重
郡
一
帯
は
茶
ど
こ
ろ
と
な
る
に
い

た
っ
た
。

小
左
衛
門
は
製
茶
の
成
功
に
安
住
せ

ず
、
一
八
六
二
年
桑
苗
二
〇
〇
株
を
移

植
し
桑
の
栽
培
法
を
経
験
者
と
書
物
か

ら
学
び
、
一
〇
年
以
上
も
費
や
し
て
巨

葉
を
つ
け
る
桑
の
開
発
に
成
功
し
た
。

明
治
期
に
は
い
っ
た
一
八
七
四
年
、
工

女
二
名
を
雇
い
製
糸
業
を
始
め
、
翌
年

一
〇
名
、
三
年
目
二
〇
名
、
四
年
目
三

〇
名
と
い
う
調
子
で
事
業
を
拡
大
し

た
。
同
時
に
富
岡
製
糸
場
で
使
用
し
て

い
た
の
と
同
種
の
器
械
を
作
り
、
ま
た

信
州
諏
訪
か
ら
工
員
を
招
い
て
器
械
製

糸
に
乗
り
だ
し
た
。
し
か
し
品
質
が
悪

く
富
岡
製
糸
場
の
四
割
の
価
格
で
し
か

横
浜
の
輸
出
商
に
売
れ
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
小
左
衛
門
は
自
ら
富
岡
製
糸
場
に

製
法
を
習
い
に
行
っ
た
が
、
し
か
し
な

お
品
質
は
悪
く
、
翌
年
事
業
を
拡
大
し

た
も
の
の
千
円
以
上
の
損
失
を
出
し

た
。
小
左
衛
門
は
逆
境
に
ひ
る
ま
ず
、

彼
の
縁
者
の
女
性
二
名
を
富
岡
製
糸
場

に
派
遣
し
、
ま
た
武
州
の
山
本
長
平
に

旧伊藤製糸場の現景（『三重県史』による）
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産
業
革
命
の
担
い
手

門
の
辞
退
の
意
思
は
固
く
、
そ
の
た
め

伝
七
家
は
親
戚
二
名
と
近
隣
の
有
志
一

名
か
ら
出
資
を
仰
い
で
当
面
を
乗
り
切

る
こ
と
と
し
た
。
紡
績
は
動
力
に
水
力

を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
水
量

が
豊
か
で
落
差
が
あ
り
、
し
か
も
農
業

用
水
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
河
川
を
選

ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
紡
績
機
械
の
据
え

付
け
は
、
三
重
郡
高
角
村
の
矢
合
川
が

本
流
の
三
滝
川
に
合
流
す
る
付
近（
現

在
の
近
鉄
湯
ノ
山
線
高
角
駅
近
く
）を

選
び
、
工
場
は
八
二
年
九
月
に
落
成
し

た
。
し
か
し
、
水
路
工
事
に
困
難
を
き

た
し
て
予
算
を
大
幅
に
超
過
し
、
し
か

も
大
雨
に
よ
る
堤
防
決
壊
、
夏
の
水
不

足
、
不
景
気
に
よ
る
糸
価
下
落
な
ど
で

利
益
が
あ
が
ら
ず
、
機
械
代
金
が
支
払

え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
何

度
も
政
府
に
機
械
代
金
の
延
納
を
願
い

出
て
、
地
元
の
村
役
人
の
督
促
要
求
圧

力
に
も
屈
し
な
か
っ
た
。
八
三
年
九
月

九
代
伝
七
が
過
労
の
た
め
逝
去
し
、
伝

一
郎
が
一
〇
代
伝
七
と
な
っ
た
。
一
〇

代
伝
七
は
、
水
力
を
見
限
り
、
八
四
年

九
月
に
蒸
気
機
械
を
印
刷
局
に
発
注

し
、
政
府
に
は
機
械
代
金
の
延
納
願
い

を
再
度
出
し
た
。
こ
の
頃
伊
藤
伝
七
は

紡
績
業
者
が
急
速
に
増
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
状
の
規
模
で
は
事
業
は
到
底

成
り
立
た
な
い
と
考
え
、
石
井
三
重
県

令
に
窮
状
を
訴
え
た
。
伝
七
に
同
情
し

蒸
気
機
関
の
製
造
を
委
託
し
た
。
一
八

七
七
年
富
岡
製
糸
場
に
派
遣
し
た
二
名

が
帰
り
、
職
工
六
二
名
が
生
糸
七
八
七

キ
ロ
を
生
産
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ

の
年
オ
ラ
ン
ダ
輸
出
商
か
ら
品
質
は
富

岡
と
遜
色
な
い
、
製
糸
を
横
浜
に
輸
送

し
た
民
間
二
〇
業
者
の
う
ち
屈
指
の
品

質
で
あ
る
と
の
評
価
を
得
た
。
翌
七
八

年
一
二
六
七
キ
ロ
に
生
産
を
拡
大
し
、

は
じ
め
て
利
益
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
七
七
年
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会

に
出
品
し
、
品
位
優
等
と
表
彰
さ
れ
、

七
九
年
フ
ラ
ン
ス
の
博
覧
会
で
銅
牌
を

獲
得
し
た
。
一
八
六
二
年
に
製
糸
業
を

手
掛
け
て
か
ら
品
質
向
上
の
努
力
を
続

け
一
七
年
を
費
や
し
て
、
よ
う
や
く
軌

道
に
乗
せ
た
。
伊
藤
小
左
衛
門
の
製
糸

場
は
三
重
県
屈
指
の
規
模
と
品
質
を
誇

っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
、
明
治
初
年
に
小
左
衛

門
は
従
兄
弟
の
伊
藤
伝
七（
九
代
）と
も

に
紡
績
業
に
関
心
を
も
ち
、
一
八
七
五

（
明
治
八
）年
に
ア
メ
リ
カ
製
の
手
回
し

紡
績
機
を
購
入
し
て
い
た
。
た
だ
彼
は

製
糸
業
に
傾
注
し
た
た
め
に
、
従
兄
弟

の
伝
七
に
紡
績
事
業
を
勧
め
た
。
伝
七

は
息
子
の
伝
一
郎（
一
〇
代
伝
七
、
一

八
五
二
〜
一
九
二
四
年
）を
近
代
的
工

場
と
し
て
は
日
本
最
初
の
三
紡
績
所
の

一
つ
で
あ
る
堺
紡
績
所
へ
見
習
い
に
派

遣
し
た
。

一
八
七
八
年
政
府
は
、
紡
績
業
育
成

策
の
一
環
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
二

〇
〇
〇
錘
紡
績
機
械
を
一
〇
基
輸
入

し
、
こ
れ
を
民
間
に
払
い
下
げ
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
払
い
下
げ
希
望
者
を
募

っ
た
と
こ
ろ
、
三
重
県
で
は
伊
藤
伝

七
・
小
左
衛
門
の
グ
ル
ー
プ
と
津
藩
の

士
族
た
ち
が
出
願
し
た
。
当
時
の
岩
村

定
高
県
令
が
伝
七
親
子
の
そ
れ
ま
で
の

紡
績
に
対
す
る
熱
意
を
認
め
推
薦
し
た

の
で
、
内
務
省
は
伊
藤
伝
七
・
小
左
衛

門
の
グ
ル
ー
プ
に
払
い
下
げ
る
こ
と
に

決
定
し
た
。
し
か
し
七
九
年
五
月
、
製

糸
業
を
軌
道
に
乗
せ
た
ば
か
り
の
五
代

小
左
衛
門
は
享
年
六
〇
歳
で
逝
去
し
、

そ
の
子
の
六
代
目
小
左
衛
門
が
紡
績
事

業
の
共
同
名
義
人
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
。

伊
藤
伝
七
の
紡
績
所
は
当
初
四

万
円
の
費
用
が
必
要
で
、
両
伊
藤
家
だ

け
で
は
負
担
が
困
難
だ
っ
た
。
一
八
八

〇
年
一
一
月
政
府
か
ら
伝
七
に
機
械
が

到
着
し
た
の
で
上
京
す
る
よ
う
に
通
知

が
あ
っ
た
。
機
械
代
金
は
二
年
後
に
二

万
二
四
一
六
円
と
確
定
し
、
こ
れ
を
一

〇
年
賦
で
支
払
う
べ
き
こ
と
が
政
府
か

ら
通
達
さ
れ
た
。
翌
八
一
年
三
重
紡
績

所
が
正
式
に
発
足
す
る
段
階
に
な
っ
て

六
代
伊
藤
小
左
衛
門
が
家
業
の
繁
忙
を

理
由
に
共
同
発
起
人
の
辞
退
を
申
し
出

た
。
資
金
不
足
で
困
っ
て
い
た
伊
藤
伝

七
親
子
は
慰
留
し
た
が
、
六
代
小
左
衛

1 
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産
業
革
命
の
担
い
手

七
は
副
社
長
に
就
任
し
た
。
一
九
一
六

年
伊
藤
伝
七
は
社
長
に
就
任
し
、
東
洋

紡
績
は
、
第
一
次
大
戦
中
県
下
の
中
心

企
業
と
な
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
に
伊

藤
伝
七
は
本
社
を
大
阪
に
移
転
し
た

後
、
社
長
を
辞
任
し
た
。

一
〇
代
伊
藤
伝
七
は
一
九
二
四
年
七

三
歳
で
逝
去
し
た
。
彼
は
刻
苦
勉
励
の

努
力
の
人
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
時
代

を
見
通
す
力
と
、
幸
運
を
呼
び
込
む
力

を
兼
ね
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。

〈
参
考
文
献
〉

『
三
重
県
史
』（
資
料
編
近
代
三
）

『
四
日
市
市
史
』（
史
料
編
近
代
Ⅱ
）

絹
川
太
一『
伊
藤
伝
七
翁
』（
一
九
三
六

年
）

さ
く
ら
だ
に
か
つ
み

人
文
学
部
教
授
・
日
本
経
済
史

た
石
井
は
、
一
万
錘
規
模
の
大
阪
紡
績

を
数
年
前
に
設
立
し
た
渋
沢
栄
一
に
彼

を
紹
介
し
た
。
伝
七
は
東
京
に
渋
沢
を

た
ず
ね
、
首
尾
良
く
四
日
市
で
一
万
錘

規
模
の
紡
績
会
社
を
渋
沢
と
共
同
で
起

こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
万
錘
規
模
の

紡
績
会
社
は
当
時
の
世
界
最
高
水
準
の

イ
ギ
リ
ス
紡
績
業
に
お
い
て
も
中
位
の

上
の
規
模
だ
っ
た
。
新
会
社
の
三
重
紡

績
会
社
は
、資
本
金
を
二
二
万
円
と
し
、

一
二
万
円
を
三
重
県
在
住
の
発
起
人
が

引
き
受
け
、
そ
の
中
に
は
既
存
の
川
島

の
三
重
紡
績
所
を
三
万
五
千
円
と
評
価

し
て
含
め
、
残
り
の
一
〇
万
円
は
東
京

を
中
心
と
す
る
そ
の
他
の
地
域
か
ら
募

集
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
八
八
六
年
七
月
、
三
重
紡
績
会
社

が
設
立
さ
れ
た
。
会
社
は
機
械
の
据
付

け
に
先
立
ち
渋
沢
か
ら
紹
介
さ
れ
て
三

重
紡
績
会
社
の
技
師
長
と
な
っ
た
斉
藤

恒
三
を
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
し
、
彼
が
イ

ギ
リ
ス
人
技
術
者（
一
週
間
七
ポ
ン
ド

の
一
年
契
約
）を
同
伴
し
て
帰
国
し
た
。

こ
う
し
て
一
八
八
八
年
一
一
月
に
動
力

は
蒸
気
機
関
、
機
械
は
ミ
ュ
ー
ル
機
七

〇
〇
〇
垂
、
リ
ン
グ
機
三
四
四
〇
錘
の

最
新
式
機
械
の
据
付
け
が
完
了
し
、
同

時
に
昼
夜
二
交
代
の
操
業
が
始
ま
っ

た
。
三
重
紡
績
会
社
の
業
績
は
創
業
直

後
か
ら
好
調
で
二
年
後
に
は
一
万
四
四

〇
〇
錘
規
模
の
第
二
工
場
を
建
て
、
し

か
も
積
極
的
な
投
資
が
当
時
の
好
況
と

あ
い
ま
っ
て
、
事
業
は
極
め
て
好
調
に

推
移
し
た
。
一
八
八
七
年
に
は
津
工
場

新
設
、一
九
〇
一
年
伊
勢
紡
績
の
買
収
、

〇
五
年
尾
張
紡
績
、
名
古
屋
紡
績
、
〇

六
年
津
島
紡
績
、
西
成
紡
績
、
〇
七
年

桑
名
紡
績
、
知
多
紡
績
、
一
一
年
下
野

紡
績
な
ど
三
重
県
、
愛
知
県
、
大
阪
府

の
紡
績
会
社
を
吸
収
合
併
し
て
日
本
最

大
の
紡
績
企
業
に
急
成
長
し
た
。
四
日

市
に
お
い
て
も
明
治
末
期
の
一
九
一
一

年
当
時
三
重
紡
績
会
社
は
四
日
市
市
に

お
け
る
一
〇
人
以
上
の
工
場
で
働
く
労

働
者
の
六
五
％
を
雇
用
し
て
名
実
と
も

四
日
市
経
済
を
支
え
る
企
業
と
な
っ

た
。明

治
末
期
に
三
重
紡
績
会
社
が
軌
道

に
乗
る
と
と
も
に
、
伊
藤
伝
七
は
四
日

市
商
業
会
議
所
副
会
頭
、
四
日
市
倉
庫

取
締
、
三
重
県
農
工
銀
行
取
締
、
内
外

綿
監
査
役
、
四
日
市
製
紙
取
締
、
豊
田

式
織
機
監
査
役
、
大
日
本
ホ
テ
ル
取
締
、

四
日
市
製
紙
社
長
、
愛
知
電
気
鉄
道
取

締
、
三
重
軌
道
取
締
、
福
寿
火
災
保
険

取
締
、
中
央
鉄
工
所
取
締
な
ど
、
在
四

日
市
の
会
社
の
起
業
や
業
界
関
連
の
企

業
の
重
役
を
歴
任
し
た
。

一
四（
大
正
三
）年
三
重
紡
績
は
渋

沢
が
作
っ
た
大
阪
紡
績
と
合
併
し
て
東

洋
紡
績
株
式
会
社
と
な
り
、
本
社
を
四

日
市
の
三
重
紡
績
会
社
に
置
き
伊
藤
伝

工場図（『三重県史』による）
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三
重
県
で
進
取
の
精
神
に
あ
ふ
れ
た

政
治
家
と
言
え
ば
、
現
役
を
除
け
ば
、

尾
崎
行
雄（
咢
堂
）に
尽
き
る
。
し
か
し

私
た
ち
は
、
彼
の
足
跡
を
あ
ま
り
に
知

ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
基
本
的
な
知
識
と
し
て
は
、
第

一
回
衆
議
院
選
挙
よ
り
、
戦
争
を
越
え

て
連
続
二
五
回
当
選
の
記
録
を
持
つ
こ

と
、
国
会
議
員
と
兼
任
可
能
だ
っ
た
東

京
市
長
時
代
に
、
日
露
戦
争
の
講
和
の

労
を
取
っ
て
く
れ
た
米
国
は
ワ
シ
ン
ト
ン

の
ポ
ト
マッ
ク
河
畔
に
桜
の
木
を
贈
っ
た

こ
と
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
先
頭
に
立

ち
、
犬
養
毅
と
と
も
に「
憲
政
の
二
柱
」

と
呼
ば
れ
、
一
九
一
三
年
桂
太
郎
内

閣
を「
彼
等
は
玉
座
を
以
て
胸
壁
と
な

し
、
詔
勅
を
以
て
弾
丸
に
代
え
て
、
政

敵
を
倒
さ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」

と
の
名
演
説
で
弾
劾
し
て
辞
職
に
追
い

込
み
、
桂
を
憤
死
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ

る
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
、

一
貫
し
て
三
重
県
南
部
の
選
挙
区
よ
り

出
馬
を
続
け
て
い
た
。

尾
崎
は
、
神
奈
川
県
津
久
井
に
一
八

五
八
年
に
生
ま
れ
た
。
父
行
正
は
、
勤

王
の
志
士
と
交
わ
り
、
会
津
征
伐
の
土

佐
軍
に
加
わ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。

維
新
後
、
土
佐
の
縁
で
安
岡
良
亮
の
も

と
弾
正
台
の
役
人
と
な
っ
た
。
行
雄
は

安
岡
邸
で
六
歳
か
ら
漢
学
を
学
ん
だ
。

安
岡
は
一
八
七
二
年
高
崎
へ
大
参
事

（
知
事
兼
裁
判
長
）と
し
て
赴
任
し
、
行

正
も
同
道
す
る
が
、
一
年
足
ら
ず
で
と

も
ど
も
度
会

わ
た
ら
い

県（
伊
勢
）に
転
任
し
た
。

行
正
は
勧
業
課
長
と
し
て
養
蚕
の
普
及

に
務
め
た
り
し
た
。
一
八
七
四
年
、
九

州
が
不
穏
に
な
り
安
岡
は
白
川
県
令

（
熊
本
）に
転
任
、
行
正
は
同
行
し
た
が
、

行
雄
は
弟
行
隆
と
東
京
に
遊
学
し
た
。

安
岡
と
行
正
は「
神
風
連
の
乱
」に
襲
わ

れ
、
安
岡
は
数
日
後
死
亡
、
行
正
は
伊

勢
に
逃
げ
帰
っ
た
。

行
正
は
退
官
し
て
い
た
が
、
地
元
の

人
々
と
篤
く
交
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、

一
八
九
〇
年
の
第
一
回
衆
議
院
選
挙
で

は
行
雄
は
、
縁
が
薄
か
っ
た
生
地
神
奈
川

で
は
な
く
、
父
の
住
む
三
重
県
第
五
区

よ
り
立
候
補
し
て
当
選
す
る
の
で
あ
る
。

尾
崎
行
雄
は
、
父
と
東
京
に
い
た
時

代
に
は
、
安
岡
邸
を
辞
し
て
か
ら
平
田

国
学
を
学
ん
だ
。
し
か
し
高
崎
に
移
っ
て

か
ら
は
、
英
学
校
に
通
っ
た
。
尾
崎
の
度

会
移
転
時
に
、
同
校
の
英
語
教
師
が
伊

勢
山
田
に
新
設
の
英
学
校
に
赴
任
し
た

た
め
、
英
語
の
勉
強
を
続
け
る
こ
と
が
で

き
た
。

一
六
歳
で
東
京
に
出
て
か
ら
は
、
ま
ず

慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
。
当
初
十
歳
以
下

の
子
供
も
い
る
最
も
下
の
ク
ラ
ス
に
入
れ

ら
れ
た
が
、
何
級
も
飛
び
級
を
し
て
、
一

年
た
た
な
い
内
に
最
上
級
と
な
り
、
福
沢

諭
吉
に
も
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
一
年

半
で
退
学
し
た
。「
学
問
は
役
人
に
な
っ

た
り
人
の
事
務
を
す
る
た
め
に
す
る
も

の
で
は
な
い
」と
い
う
彼
の
論
文
に
、「
論

は
正
し
い
が
実
行
す
る
も
の
が
い
な
い
」

と
批
評
が
つ
い
た
の
が
不
満
だ
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
慶
応
で
の
人
脈
は
、の
ち
の

ち
彼
を
助
け
た
。

次
に
工
学
寮（
後
の
東
大
工
学
部
）に

入
っ
た
。
教
師
は
全
員
英
国
人
だ
っ
た
。

実
学
を
志
し
た
も
の
の
、
化
学
薬
品
の

臭
い
に
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
、
保
健
室

学
習
に
な
っ
た
り
、
日
本
語
が
読
め
な
い

教
師
の
目
を
盗
ん
で
新
聞
投
書
を
続
け

た
り
し
た
が
、
そ
こ
に
も
居
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
そ
の
後
は
、
読
書
・
新
聞
投
書
・

英
文
和
訳
の
日
々
を
送
っ
た
。
有
名
な

の
は
、
二
〇
歳
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の『
権
理
提

要
』を
訳
し
た
こ
と
だ
。
講
義
や
演
説
に

も
立
っ
た
が
、
後
の
彼
か
ら
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
に
、
消
え
入
り
そ
う
な
声
で
不

評
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、福
沢
の
紹
介
で『
新
潟
新
聞
』

の
主
筆
と
な
っ
た
。
新
婚
の
繁
子
を
同

伴
し
た
。
帰
京
後
大
隈
重
信
系
の
取
り

立
て
で
、
統
計
院
権
少
書
記
官
と
な
る

が
、
僅
か
二
カ
月
、「
明
治
一
四
年
の
政

変
」で
大
隈
と
と
も
に
下
野
し
た
。
改
進

進
取
の
政
治
家：

尾
崎
行
雄

岩
本
美
砂
子

特
集

三
重
に
お
け
る
進
取
の
精
神

進
取
の
政
治
家：

尾
崎
行
雄
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進
取
の
政
治
家：

尾
崎
行
雄

党
系
の
新
聞
で
論
説
を
書
い
た
が
、し
ば

し
ば
発
行
停
止
と
な
っ
た
。

つ
い
で
一
八
八
五
年
東
京
府
会
議
員

と
な
っ
た
。
翌
年
暮
れ
党
争
の
中
で
、

「
東
京
に
火
を
か
け
よ
」と
い
う
冗
句
を

捉
え
ら
れ「
保
安
条
例
」違
反
と
な
り
、

東
京
追
放
を
く
ら
っ
た
。
尾
崎
は
洋
行

を
決
意
し
た
。
上
海
か
ら
太
平
洋
・
米

西
海
岸
・
大
陸
横
断
・
東
海
岸
・
大
西

洋
・
英
国
・
仏
国
よ
り
帰
国
と
い
う
コ
ー

ス
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
二
月
ロ
ン
ド
ン

の
大
使
館
で
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

の
祝
い
に
出
た
。
英
国
の
憲
政
は
終
生

彼
の
理
想
で
あ
っ
た
。
大
赦
に
よ
り
東
京

追
放
を
解
除
さ
れ
た
。
同
年
十
月
大
隈

襲
撃
の
報
に
接
し
帰
国
し
た
。
翌
年
七

月
、
初
の
国
会
に
三
重
県
よ
り
立
候
補

し
て
三
二
歳
の
代
議
士
と
な
っ
た
。
父
の

地
元
の
縁
、
東
京
で
の
政
論
家
と
し
て
の

名
声
の
他
、
洋
行
帰
り
も
プ
ラ
ス
で
あ
っ

た
。尾

崎
は
一
八
九
二
年
の
第
二
回
選
挙

で
の
政
府
に
よ
る
大
干
渉
を
く
ぐ
り
抜

け
再
選
、計
六
三
年
間
議
員
を
続
け
る
。

同
年
七
月
大
隈
・
板
垣
に
よ
る
初
の
政

党
内
閣
に
、
四
一
歳
で
文
部
大
臣
と
し

て
入
閣
し
た
。
八
月
、
自
ら
の
知
見
を

も
っ
て「
日
本
で
は
共
和
政
治
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
が
、
万
一
あ
っ
た
と
し

た
ら
三
井
・
三
菱
が
大
統
領
候
補
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
の
よ
う

な
拝
金
主
義
は
な
い
」と
挨
拶
し
た
と
こ

ろ
、
天
皇
を
否
認
し
た
と「
共
和
演
説

事
件
」を
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
辞
任
に
追
い

込
ま
れ
た
。
そ
の
後
隈
板
内
閣
も
四
カ

月
で
崩
れ
た
。

一
九
〇
〇
年
、
従
来
は
藩
閥
側
に
い
て

政
敵
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
が
、
政
党
結
成

に
動
い
た
。
尾
崎
は
、
私
情
や
猟
官
を

め
ざ
す
の
で
な
い
政
党
政
治
を
志
し
て
、

大
隈
や
犬
養
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
こ

の
立
憲
政
友
会
に
参
加
し
、
政
党
人
を

含
む
伊
藤
内
閣
下
で
一
時
院
内
総
務

を
務
め
た
。
こ
の
内
閣
も
短
命
だ
っ
た
。

次
の
桂
藩
閥
内
閣
に
伊
藤
は
し
だ
い
に

妥
協
し
、こ
れ
に
不
満
な
尾
崎
は
脱
党

し
た
。
そ
の
後
一
九
〇
三
年
以
来
、
尾

崎
は
東
京
市
長
を
十
年
兼
務
す
る
こ
と

に
な
る
。
一
九
〇
五
年
の
日
露
講
和
条

約
を
不
満
と
し
た
民
衆
に
よ
る
日
比
谷

焼
き
打
ち
事
件
は
、
尾
崎
が
整
備
し
た

日
比
谷
公
園
で
起
こ
っ
た
。

東
京
市
長
時
代
は
、
私
生
活
に
も
波

乱
が
あ
っ
た
。
一
九
〇
四
年
開
戦
後
の

九
月
、
繁
子
夫
人
が
病
没
し
た
。
あ
る

日M
iss

E
iko

O
zaki

宛
て
の
封
書
が

誤
配
さ
れ
た
が
、
尾
崎
は
気
づ
か
ず
開

封
し
て
し
ま
っ
た
。
間
違
い
に
気
づ
き
人

を
遣
わ
せ
て
わ
び
を
入
れ
る
と
、
相
手

は
例
の
保
安
条
例
を
作
っ
た
尾
崎
三
良

が
在
英
中
に
英
国
女
性
に
産
ま
せ
た
娘

で
、
来
日
し
て
い
た
英
子
こ
と
テ
オ
ド
ラ

だ
っ
た
。
こ
の
縁
で
一
九
〇
六
年
十
月
彼

女
と
再
婚
し
た
。
英
子
は
作
家
で
、
結

婚
の
前
後
も
日
本
の
文
学
作
品
や
童
話

を
英
語
で
紹
介
し
た
。
再
婚
後
、
家
庭

内
の
会
話
は
英
語
と
な
り
、
生
活
も
洋

風
に
な
っ
た
。
尾
崎
が「
宴
会
政
治
」と

縁
が
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
資
質
に
も
よ

る
が
、
英
子
夫
人
と
の
家
庭
生
活
が
支

え
だ
っ
た
。
英
子
の
お
か
げ
で
、
彼
女
の

友
人
で
あ
る
日
本
の
才
女
た
ち
が
尾
崎

邸
に
集
っ
た
。
他
方
、
再
婚
後
は
尾
崎
へ

の
婦
人
団
体
か
ら
の
講
演
依
頼
が
減
っ

た
と
い
う
話
も
あ
る
。
一
九
一
〇
年
に

は
、ベ
ル
ギ
ー
の
万
国
議
員
博
覧
会
出
席

の
た
め
、
英
子
を
つ
れ
て
外
遊
し
た
。

一
九
一
二
年
六
月
、
尾
崎
は
東
京
市

長
を
辞
め
た
。
七
月
に
は
明
治
天
皇
が

没
し
た
。
内
大
臣
と
な
り
宮
中
に
入
っ

た
桂
が
、
長
州
閥
の
陸
軍
大
臣
の
辞
任

で
倒
れ
た
西
園
寺
内
閣
の
後
釜
に
座
っ

た
た
め
、「
宮
中
と
政
府
と
の
区
別
を
乱

す
」と
批
判
さ
れ
た
。
犬
養
の
国
民
党

と
、
政
友
会
に
復
帰
し
て
い
た
尾
崎
の
一

派
と
が
組
ん
で
、
桂
藩
閥
内
閣
打
倒
運

動
に
乗
り
出
し
た
。
国
民
の
支
持
も
強

く
、
第
一
次
護
憲
運
動
と
呼
ば
れ
る
各

地
で
の
動
き
と
な
っ
た
。
冒
頭
で
触
れ
た

桂
内
閣
弾
劾
演
説
は
、
一
九
一
三
年
二

月
に
国
会
で
行
わ
れ
た
。
犬
養
は
桂
の

後
を
受
け
た
山
本
権
兵
衛
内
閣
に
入

閣
し
た
た
め
、
護
憲
運
動
は
気
勢
を
そ

が
れ
た
が
尾
崎
は
批
判
運
動
を
続
け
、

山
本
内
閣
は
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
で
総
辞

職
と
な
っ
た
。

そ
の
後
大
隈
に
首
相
の
大
命
が
下
り
、

政
党
人
を
起
用
し
た
内
閣
と
な
っ
た
。

中
正
会
に
移
っ
て
い
た
尾
崎
は
、
法
務
大

臣
で
入
閣
し
た
。
欧
州
で
は
第
一
次
大

戦
が
起
こ
り
、
日
本
は
中
国
に
二
一
カ

条
の
要
求
を
つ
き
つ
け
た
。
一
九
一
六

年
八
月
に
は
、
尾
崎
の
父
行
正
が
亡
く

な
っ
て
い
る
。
十
月
に
は
藩
閥
の
圧
力
に

耐
え
か
ね
て
大
隈
が
辞
職
し
、
寺
内
正
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毅
内
閣
と
な
っ
た
が
、
一
九
一
七
年
に
米

騒
動
が
勃
発
し
、「
平
民
」原
敬
・
政
友
党

内
閣
が
成
立
し
た
。
欧
州
は
終
戦
し
た
。

野
党
憲
政
会
員
と
な
っ
て
い
た
尾
崎
は
、

一
九
一
九
年
三
月
に
出
国
、
米
国
・

英
・
仏
・
ベ
ル
ギ
ー
・
再
度
米
国
の
順
で
、

第
一
次
大
戦
後
の
世
界
と
、
ポ
ト
マッ
ク

河
畔
の
桜
と
を
見
て
同
年
末
日
帰
国
し

た
。
彼
は
欧
州
の
荒
廃
に
心
を
動
か
さ

れ
、
平
和
主
義
へ
と
転
換
し
、
対
華
二
一

カ
条
要
求
に
賛
成
し
た
こ
と
も
反
省
し

た
。
ま
た
、
男
子
普
通
選
挙
の
み
な
ら

ず
、
婦
人
参
政
権
支
持
に
も
な
っ
た
。
一

九
二
一
年
男
子
普
通
選
挙
の
審
議
を

め
ぐ
っ
て
、
妥
協
案
を
批
判
し
た
た
め
憲

政
会
を
除
名
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
は
無

所
属
議
員
と
な
る
。
尾
崎
は
軍
備
制
限

案
を
抱
え
て
全
国
を
遊
説
し
た
。
入
場

料
を
取
っ
て
演
説
会
を
し
た
の
は
、
当
時

全
く
ユ
ニ
ー
ク
な
や
り
方
で
あ
っ
た
。
妻

た
ち
が
夫
に
、
入
場
料
分
の
小
遣
い
を

渡
し
て
送
り
出
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

同
年
一
一
月
原
が
暗
殺
さ
れ
た
。
普

選
運
動
・
労
働
運
動
・「
青
鞜
」の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
な
ど
で
揺
れ
る
世
情
の
中
、
首
相

は
高
橋
是
清
・
加
藤
友
三
郎
・
山
本
と

コ
ロ
コ
ロ
代
わ
り
、
関
東
大
震
災
を
経
て

一
九
二
三
年
暮
れ
に
枢
密
院
議
長
の
清

浦
奎
吾
が
駆
り
出
さ
れ
た
た
め
、
閥
族

政
治
批
判
＝
第
二
次
護
憲
運
動
が
起

こ
っ
た
。
一
月
末
衆
議
院
解
散
・
五
月
総

選
挙
で
、
護
憲
三
政
党
が
勝
利
し
た
。

そ
の
後
組
閣
し
た
加
藤
高
明
内
閣
で
、

一
九
二
五
年
、
男
子
普
通
選
挙
法
が
治

安
維
持
法
と
と
も
に
制
定
さ
れ
た
。

尾
崎
は
、一
九
二
三
年
一
二
月
十
日
、

地
元
伊
勢
の
山
田
町
新
富
座
の
咢
堂
会

創
設
大
会
に
出
席
し
た
。
尾
崎
の
支
持

者
の
会
は
第
一
回
選
挙
よ
り
地
元
に
あ

っ
た
が
、
は
っ
き
り
し
た「
咢
堂
会
」は
名

古
屋
を
は
じ
め
全
国
各
地
が
先
に
な
り
、

志
摩
度
会
が
後
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
昭

和
恐
慌
が
近
づ
き
つ
つ
あ
り
、
政
党
の
腐

敗
へ
の
批
判
や
軍
部
の
台
頭
の
な
か
、
一

九
二
八
年
二
月
、
最
初
の
男
子
普
通
選

挙
が
実
施
さ
れ
た
。
尾
崎
は
定
数
三
の

三
重
二
区
で
、
一
万
九
千
七
〇
票
を
獲

得
し
て
当
選
し
た
。

一
九
三
一
年
八
月
、
尾
崎
は
カ
ー
ネ
ギ

ー
財
団
に
招
か
れ
て
訪
米
し
、
娘
二
人

を
連
れ
て
前
年
の
五
月
か
ら
同
地
で
病

い
を
養
っ
て
い
た
英
子
を
見
舞
っ
た
。
そ

の
間
に
満
州
事
変
が
お
こ
っ
た
。
年
末
に

は
ロ
ン
ド
ン
に
回
っ
た
。
一
九
三
二
年
初

め
に
は
、
仏
・
伊
・
独
・
オ
ラ
ン
ダ
・ベ
ル
ギ

ー
を
歴
訪
し
て
い
る
。
二
月
に
は
第
一

八
回
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
候
補
者
不

在
に
も
か
か
わ
ら
ず
尾
崎
は
当
選
し
、

彼
の
地
の
人
々
を
驚
か
せ
た
。
五
月
一

五
日
に
は
犬
養
首
相
が
テ
ロ
に
倒
れ
た
。

尾
崎
は
七
月
、バッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
園
遊

会
に
妻
と
娘
の
四
人
で
出
席
し
た
が
、

英
子
は
ロ
ン
ド
ン
で
死
亡
。
遺
骨
を
抱
え

て
翌
一
九
三
三
年
二
月
、
軍
国
主
義
の

吹
き
荒
れ
る
日
本
に
帰
国
し
た
。

天
皇
機
関
説
批
判
な
ど
が
お
こ
る
一

九
三
五
年
、
衆
議
院
は
皮
肉
な
こ
と
に

「
帝
国
憲
法
五
〇
周
年
記
念
」の
祝
賀
を

し
、
尾
崎
を
功
労
者
と
し
て
表
彰
し
た
。

一
九
三
六
年
に
は
二
・
二
六
事
件
が
お

き
た
が
、
同
年
一
一
月
、
現
在
の
白
亜
の

国
会
議
事
堂
が
完
成
し
た
。
翌
年
二
月

に
は
尾
崎
が
久
々
に
登
壇
し
て
、
林
銑

十
郎
内
閣
や
軍
部
の
横
暴
を
つ
い
た
が
、

も
は
や
そ
れ
を
倒
す
力
は
な
か
っ
た
。
七

月
に
廬
溝
橋
事
件
か
ら
対
中
国
戦
闘
が

本
格
化
し
た
。
一
九
三
九
年
に
は
、
欧

州
で
再
び
大
戦
の
火
蓋
が
落
と
さ
れ
た
。

一
九
四
〇
年
に
は
近
衛
内
閣
が
大
政
翼

賛
会
を
結
成
し
た
。
尾
崎
は
政
党
を
否

定
す
る
大
政
翼
賛
会
に
反
対
し
、
日
独

伊
三
国
同
盟
に
も
反
対
だ
っ
た
が
、
そ
の

主
張
を
掲
げ
て
登
壇
し
よ
う
に
も
必
要

な
賛
同
者
さ
え
得
ら
れ
な
い
事
態
と
な

っ
て
い
た
。

一
九
四
一
年
に
日
米
開
戦
、
翌
年
に

は
東
条
内
閣
が
、
国
家
が
推
薦
す
る
候

補
の
み
を
保
護
す
る「
翼
賛
選
挙
」を
行

っ
た
。
非
推
薦
の
尾
崎
は
、
東
京
の
同
志

の
応
援
演
説
で
、「
翼
賛
選
挙
は
明
治
以

来
の
立
憲
体
制
を
脅
か
す
」と
批
判
し

た
。
演
説
の
中
の
、「『
売
り
家
と
唐
様

か
ら
よ
う

で

書
く
三
代
目
』（
注
）と
い
う
が
、
日
本
は

憲
法
が
あ
る
の
で
三
代
目
に
な
っ
て
も
栄

え
て
い
る
」と
い
う
言
葉
の
前
半
を
、
当

時
の
天
皇
へ
の
批
判
だ
と
と
が
め
ら
れ
、

「
不
敬
罪
」で
起
訴
さ
れ
た
。
八
三
歳
の

尾
崎
は
、
選
挙
期
間
中
に
三
重
か
ら
東
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京
に
召
還
さ
れ
巣
鴨
拘
置
所
に
一
晩
留

め
置
か
れ
た
。
前
年
に
地
元
咢
堂
会
は

解
散
を
決
議
し
て
い
た
が
、こ
の
選
挙
で

も
尾
崎
は
当
選
し
た
。
そ
し
て
秘
密
裁

判
で
自
分
の
政
治
信
条
を
堂
々
と
披
瀝

し
、
一
審
で
は
有
罪
だ
っ
た
が
、
大
審
院

で
は
無
罪
を
勝
ち
取
っ
た
。

敗
戦
前
か
ら
そ
れ
を
予
測
し
て
い
た
尾

崎
は
、
休
戦
宣
言
や
新
世
界
建
設
に
関

す
る
論
文
を
用
意
し
て
い
た
。
敗
戦
後

は
、
に
わ
か
に
尾
崎
ブ
ー
ム
が
起
き
た
。

ま
た
彼
自
身
、
一
二
月
に
国
会
で
国
際

連
合
を
押
し
進
め
た「
世
界
連
邦
建
設

決
議
」を
通
し
た
。
戦
後
第
一
回
の
総

選
挙
で
、
自
身
は
戦

時
の
政
治
家
総
退
陣

論
を
張
っ
て
い
た
の

に
、
地
元
咢
堂
会
と

息
子
行
輝
の
手
で
立

候
補
手
続
き
が
な
さ

れ
、
三
重
県
全
県
一

区
で
最
高
得
票
で
当

選
し
た
。

そ
の
後
一
九
四

七
、
四
九
、
五
二
年

の
選
挙
に
も
当
選
し

た
。
彼
の
議
会
政
体

論
は
実
現
し
た
が
、

世
界
連
邦
論
は
米
ソ
東
西
冷
戦
の
進
展

の
中
、
現
実
味
を
失
っ
た
。
一
九
五
三

年
、
尾
崎
の
初
の
落
選
は
全
国
ニュ
ー
ス

と
な
っ
た
。
九
五
歳
だ
っ
た
。
亡
く
な
っ
た

の
は
、
翌
一
九
五
四
年
で
あ
る
。

何
し
ろ
長
命
の
人
だ
か
ら
、
足
跡
を
ざ

っ
と
追
う
だ
け
で
、
日
本
近
現
代
政
治

史
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
不
平
等
条
約
改

正
問
題
か
ら
、
二
つ
の
大
戦
を
経
て
、
吉

田
茂
内
閣
批
判
に
ま
で
彼
の
課
題
は
広

が
っ
て
い
る
。
な
か
っ
た
の
は
汚
職
と
地
元

利
権
の
追
求
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
残
念

な
が
ら
と
い
う
べ
き
か
、
今
日
の
多
く
の

政
治
家
の
先
を
行
っ
て
い
る
。

彼
の
選
挙
は
独
特
だ
っ
た
。
演
説
の
日

時
の
案
内
や
演
説
会
場
の
チ
ョ
ウ
チ
ン
に

は
、「
尾
崎
行
雄
先
生
推
薦
演
説
会
」と

書
い
て
あ
っ
た
。
つ
ま
り
尾
崎
の
不
在
が

前
提
だ
。
候
補
者
の
録
音
盤
と
蓄
音
機

と
い
う
当
時
の
ハ
イ
テ
ク
と
、
推
薦
者
の

演
説
が
中
心
だ
っ
た
。
ま
た
、
選
挙
民
が

候
補
者
に
ね
だ
る
の
で
な
く
、
身
銭
を

切
っ
た
り
ボ
ラ
ン
ティ
ア
に
な
っ
た
り
し
て

選
挙
運
動
を
盛
り
上
げ
る「
理
想
選
挙
」

で
あ
っ
た
。
今
日
の
三
重
県
で
こ
う
し
た

風
潮
が
よ
く
見
え
な
い
の
は
、
残
念
だ
。

し
か
し
こ
の
選
挙
方
式
は
、
尾
崎
と
い
う

カ
リ
ス
マ
と
崇
拝
者
の
間
だ
け
で
可
能
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
風
の
手
直
し

を
し
て
、
普
通
人
の
候
補
者
と
選
挙
民

と
の
間
で
も
成
り
立
つ
形
を
探
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
案
外
現
在
首
都
圏
あ

た
り
で
注
目
さ
れ
て
い
る
地
方
選
挙
で

の「
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」運
動（
生
活

ク
ラ
ブ
生
協
を
基
盤
に
、
女
性
候
補
を

立
て
て
手
作
り
選
挙
を
行
う
）が
、
そ
の

後
継
者
か
も
し
れ
な
い
。

彼
の
女
性
観
は
、
安
政
生
ま
れ
の
人
と

は
思
え
な
い
ほ
ど
新
し
い
。
英
子
夫
人
と

「
立
憲
的
家
庭
づ
く
り
の
努
力
」が
な
さ

れ
た
。
財
産
・
相
続
・
参
政
も
男
女
平
等

を
説
き
、
産
児
制
限
を
認
め
、
売
買
春

を
と
が
め
、し
か
も
口
先
だ
け
で
な
か
っ

た
。
一
九
八
九
年
の
マ
ド
ン
ナ
・
ブ
ー
ム
の

頃
に
買
春
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
失
脚
し
た
首

相
が
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
八
〇
年
く
ら

い
は
先
取
り
し
て
い
る
。

尾
崎
は
漢
字
の
煩
わ
し
さ
を
嘆
い
て
、

日
本
語
ロ
ー
マ
字
化
を
唱
え
て
い
た
が
、

日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
の
登
場
の

予
言
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
平
和

主
義
に
つ
い
て
い
う
と
、
冷
戦
終
結
後
も

彼
の
世
界
連
邦
論
は
実
現
し
て
い
な
い
。

し
か
し
満
州
事
変
に
対
し
て
の
、
当
時
の

国
際
連
盟
が
も
っ
と
毅
然
と
し
た
態
度

を
取
っ
て
い
た
ら
二
度
目
の
世
界
大
戦

は
防
げ
た
だ
ろ
う
と
い
う
主
張
な
ど
、

今
日
も
か
み
し
め
る
べ
き
点
は
少
な
く
な

い
。

注：

創
業
者
は
苦
労
を
し
て
い
て
も
、
二

代
目
・
三
代
目
に
な
る
と
慢
心
し
て
唐

様
の
書
な
ど
の
趣
味
に
走
り
、
身
代
を

傾
け
る
と
い
う
意
味

参
考
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会
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九
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一
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友
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憲
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尾
崎
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伊
勢
湾
と
熊
野
灘
の
ク
ジ
ラ
と
イ
ル
カ
　
　

｜
三
重
県
沖
の
鯨
類
を
調
べ
る

｜

「
先
生
が
こ
の
ド
ラ
マ
の
モ
デ
ル
な
ん
で

す
か
」と
そ
の
頃
聞
か
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
あ
る
意
味
で
光
栄
で
は
あ
る
が
、

本
当
の
と
こ
ろ
、
筆
者
は
ま
っ
た
く
の
無

関
係
で
あ
る
。
た
だ
、こ
の
時
期
、
筆
者

の
所
属
す
る
三
重
大
学
生
物
資
源
学

部
に
は
、
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ（
両
方
を
ま

と
め
て
ク
ジ
ラ
類
―
鯨
類
と
呼
ぶ
）を

研
究
テ
ー
マ
の
一
部
と
し
て
い
た
教
官

が
私
を
含
め
て
四
名
い
た
。
世
の
中
に
、

ク
ジ
ラ
研
究
を
志
す
学
生
さ
ん
の
数
は

今
な
お
少
な
く
な
い
が
、
わ
が
国
の
大

学
に
は「
鯨
類
研
究
室
」の
よ
う
な
海

棲
哺
乳
動
物
の
生
物
学
を
専
門
に
研

究
す
る
研
究
室
は
ま
だ
ひ
と
つ
も
な
い

の
で
、
学
生
さ
ん
た
ち
は
、
ど
の
大
学
、

ど
の
学
部
に
進
学
す
れ
ば
よ
い
の
か
迷

っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
ん
な
状

況
の
な
か
、
同
じ
大
学
の
ひ
と
つ
の
学
部

に
ク
ジ
ラ
研
究
を
し
て
い
る
教
官
が
四

名
も
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
世
界
で
は

「
ク
ジ
ラ
研
究
を
す
る
な
ら
三
重
大
へい

っ
た
ら
」と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
四
名
中
三
名
の
先

生
方
は
ご
退
官
や
異
動
で
三
重
大
学
を

は
な
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

現
在
は
生
物
資
源
学
部
で
は
私
だ
け

が
ク
ジ
ラ
類
の
生
物
学
を
研
究
し
て
い

る
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
ク
ジ

ラ
研
究
を
す
る
な
ら
三
重
大
へ
」と
言

わ
れ
る
と
正
直
か
な
り
苦
し
い
。
そ
ん

な
指
導
体
制
と
は
裏
腹
に
、
生
物
資
源

学
部
に
毎
年
入
学
し
て
く
る
学
生
さ
ん

の
な
か
に
は
、
ク
ジ
ラ
類
の
研
究
を
し

た
い
と
い
う
人
が
や
は
り
少
な
く
な
い

よ
う
で
あ
る
。
研
究
を
志
す
学
生
さ
ん

伊
勢
湾
と
熊
野
灘
の
ク
ジ
ラ
と
イ
ル
カ

｜
三
重
県
沖
の
鯨
類
を
調
べ
る

｜

吉

岡

　

基

特
集

三
重
に
お
け
る
進
取
の
精
神

何
年
か
前
の
テ
レ
ビ
番
組
で
、
三
重

大
学
で
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
の
研
究
を
し

て
い
る
教
官
を
登
場
人
物
に
し
た
ド
ラ

マ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
噂
に
は
聞
い
て
い

た
が
、
私
は
一
度
も
そ
の
番
組
を
み
た

こ
と
が
な
く
、「
ど
ん
な
番
組
な
の
だ
ろ

う
」と
た
だ
漠
然
と
思
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
本
人
の
そ
ん
な
認
識
と
は
無
関
係

に
、
お
恥
ず
か
し
い
話
で
は
あ
る
が
、
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ス
ポ
ッ
ト
に
行
か
な
い
と
で
き
な
い
と
考

え
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思

う
。
し
か
し
、
三
重
県
の「
前
」の
海
に

は
、
実
は
ク
ジ
ラ
も
イ
ル
カ
も
ふ
つ
う

に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
の
ひ
と

つ
は
、ス
ナ
メ
リ（
学
名N

eophocaena
phocaenoides

）と
い
う
小
型
の
ハ
ク
ジ

ラ
類
の
仲
間（
俗
に
イ
ル
カ
と
呼
ば
れ

る
）の
一
種
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

ス
ナ
メ
リ
の
十
倍
近
い
体
長
が
あ
る

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ（
学
名P

h
yseter

m
acrocephalus

）で
あ
る
。
以
下
で
は
、

三
重
県
沖
に
い
る
こ
と
が
意
外
と
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
二
つ
の
ク
ジ
ラ
類
に

つ
い
て
、
筆
者
が
行
っ
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
の
様
子
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
そ
の

生
態
や
最
近
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
な
ど

を
紹
介
す
る
。

ス
ナ
メ
リ
は
、
背
び
れ
が
な
い
ネ
ズ
ミ

イ
ル
カ
科
に
属
す
る
イ
ル
カ
の
一
種
で

あ
る（
図
１
）。
沿
岸
性
が
強
く
、
日
本

で
は
、
最
近
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
の
研
究
結

果
も
含
め
て
、
仙
台
湾
〜
東
京
湾
、
伊

勢
湾
〜
三
河
湾
、
瀬
戸
内
海
〜
響
灘
、

大
村
湾
、
有
明
海
に
独
立
し
た
集
団
が

そ
れ
ぞ
れ
生
息
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る（Yoshida

e
t
a
l.,

2001

）。
三

重
県
沖
に
い
る
ス
ナ
メ
リ
は
そ
の
集
団
の

ひ
と
つ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
岸
の
す
ぐ

そ
ば
に
い
て
、
私
た
ち
の
身
近
な
海
に

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
漁

業
の
捕
獲
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
か
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
イ
ル
カ
で
あ
る
。
実
際
、

伊
勢
湾
・
三
河
湾
に
ど
の
く
ら
い
の
数
の

ス
ナ
メ
リ
が
い
る
の
か
が
は
じ
め
て
推
定

さ
れ
た
の
も
、
わ
ず
か
七
年
前
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
生
息
数
調
査
は
、
伊
勢

湾
・
三
河
湾
に
面
し
て
位
置
す
る
二
つ

の
水
族
館
、
鳥
羽
水
族
館
と
南
知
多
ビ

ー
チ
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
水
産
庁（
当
時
）

遠
洋
水
産
研
究
所
お
よ
び
三
重
大
学

の
共
同
で
実
施
さ
れ
た
。
船
を
使
っ
て
、

伊
勢
湾
・
三
河
湾
内
を
各
季
節
に
つ
き

一
度
ず
つ
目
視
観
察
を
行
い
、
そ
の
と

き
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
、
伊
勢
湾
、

三
河
湾
そ
れ
ぞ
れ
に
約
千
頭
、
合
計
約

二
千
頭
弱
が
生
息
し
て
い
る
と
推
定
さ

れ
た
の
で
あ
る（
宮
下
ら
、1994

）。

そ
ん
な
ス
ナ
メ
リ
が
、
三
重
県
の
海
岸

に
と
き
ど
き
あ
が
っ
て
い
る
。「
あ
が
っ
て

い
る
」と
聞
い
て
す
ぐ
に
そ
の
状
況
を
想

像
で
き
る
方
も
い
る
か
と
思
う
が
、
そ

の
意
味
は
、
生
死
を
問
わ
ず
、ス
ナ
メ
リ

が
海
岸
に
座
礁
・
漂
着
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ル
カ
が
陸
に

「
あ
が
っ
て
い
る
」の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
現
象
を
英
語
で「
ス
ト
ラ
ン
ディ
ン
グ
」

（stranding

）と
呼
ん
で
い
る
。
今
も
っ

て
、こ
の
こ
と
ば
の
よ
い
日
本
語
訳
が
な

い
の
で
あ
る
が
、
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
な
ど

の
海
棲
哺
乳
動
物
が
海
岸
に
生
き
た

ま
ま
座
礁
し
た
り
、
死
ん
で
死
体
が
漂

着
す
る
現
象
を
総
称
し
て
さ
す
こ
と
ば

で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
、
ク
ジ
ラ
や
イ

ル
カ
が
本
来
の
生
息
場
所
を
離
れ
て
港

の
な
か
に
は
い
っ
て
き
た
り
、
川
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
き
た
り
す
る
場
合
を
さ
す
こ

と
も
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
名
古

屋
港
に
は
い
っ
て
き
た
シ
ャ
チ
の
例
が
読

伊
勢
湾
と
熊
野
灘
の
ク
ジ
ラ
と
イ
ル
カ
　
　

｜
三
重
県
沖
の
鯨
類
を
調
べ
る

｜

の
数
が
多
い
こ
と
は
、
そ
の
分
野
に
い
る

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
は
喜
ぶ
べ
き
こ

と
で
は
あ
る
が
、
実
際
問
題
、テ
ー
マ
の

選
択
や
フ
ィ
ー
ル
ド
の
確
保
と
い
っ
た
大

き
な
問
題
が
残
っ
て
い
て
、
必
ず
し
も

学
生
さ
ん
に
満
足
し
て
も
ら
え
る
環
境

を
あ
た
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
が

悩
み
の
種
で
は
あ
る
。
し
か
し
、ク
ジ
ラ

類
の
研
究
を
し
た
い
と
い
う
学
生
さ
ん

の
数
が
多
い
こ
と
と
直
接
関
連
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
三
重
県

沖
の
海
に
は
、
実
は
す
く
な
か
ら
ぬ
ク

ジ
ラ
類
が
生
息
し
て
い
る
。

こ
う
言
う
と「
え
っ
、
本
当
？
」と
驚

く
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三

重
大
学
の
学
生
さ
ん
の
中
に
も
こ
の
こ

と
を
知
ら
な
い
人
は
少
な
く
な
い
よ
う

に
思
う
。
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
は
、
近
年
、

野
生
動
物
の
中
で
は
環
境
保
護
の
シ
ン

ボ
ル
と
も
な
っ
て
、
人
々
の
間
で
は
概
し

て
人
気
の
高
い
動
物
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
を
見
る
に
は
、
水
族
館

は
と
も
か
く
、
沖
縄
や
小
笠
原
、
あ
る

い
は
他
の
ど
こ
か
の
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン

グ
ス
ポ
ッ
ト
や
ド
ル
フ
ィ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
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目
に
入
る
が
、
こ
こ
四
年
ほ
ど
は
そ
の

出
動
回
数
が
増
え
た
。
近
年
の
ス
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
状
況
を
み
る
と
、
伊
勢
湾

岸
と
三
河
湾
岸
で
毎
年
四
十
〜
五
十

件
の
報
告
が
あ
る
。
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

件
数
の
増
加
は
、ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

関
心
を
も
っ
た
人
の
数
の
増
加
に
よ
っ

て
、
観
察
・
報
告
す
る「
目
」が
増
え
た

こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
、
こ
こ
数
年

の
増
加
が
ス
ナ
メ
リ
側
の
生
物
学
的
な

要
因
に
よ
る
増
加
で
あ
る
と
は
必
ず
し

も
断
定
は
で
き
な
い
。
現
在
、
一
般
に

ク
ジ
ラ
類
の
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
原
因

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
複

雑
な
海
底
地
形
、
海
洋
汚
染
、エ
サ
の

深
追
い
、
天
敵
、
疾
病
、
毒
物
、
超
音
波

に
よ
る
地
形
探
索
の
失
敗
、
社
会
的
要

因
、
混
獲
に
よ
る
死
体
投
棄
、
地
球
磁

場
の
誤
認
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

伊
勢
湾
・
三
河
湾
の
ス
ナ
メ
リ
の
ス
ト
ラ

ン
ディ
ン
グ
の
主
た
る
要
因
が
こ
れ
ら
の

う
ち
の
ど
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら

以
外
の
他
の
要
因
な
の
か
は
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
。
近
年
の
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

件
数
の
増
加
傾
向
や
件
数
そ
の
も
の
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
そ
れ
が
今
の

筆
者
が
抱
え
て
い
る
大
き
な
ひ
と
つ
の

研
究
課
題
で
あ
る
。

こ
の
原
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
方

で
、
お
近
く
で
ス
ナ
メ
リ（
そ
の
他
の
ク

ジ
ラ
や
イ
ル
カ
で
も
も
ち
ろ
ん
結
構
で

す
）が
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
の
を

み
つ
け
た
ら
、
ぜ
ひ
私
の
研
究
室
ま
で

ご
一
報
く
だ
さ
い（
電
話059-231-

9526：

二
〇
〇
二
年
十
一
月
現
在
）。

次
に
大
き
な
ク
ジ
ラ
、マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ

ラ
の
話
題
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
マ
ッ
コ

ウ
ク
ジ
ラ
は
、
前
述
の
ス
ナ
メ
リ
と
同
じ

ハ
ク
ジ
ラ
類
に
属
す
る
ハ
ク
ジ
ラ
類
最
大

の
種
で
あ
り
、
最
大
体
長
は
十
八
メ
ー

ト
ル
に
達
す
る
。
そ
ん
な
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ

ラ
が
熊
野
灘
に
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

の
対
象
に
な
る
ほ
ど「
い
る
」。
こ
の
こ
と

も
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
三
重
県
に
隣
接
す
る
和
歌

山
県
に
、
温
泉
と
那
智
の
滝
で
有
名
な

那
智
勝
浦
町
が
あ
る
、
そ
こ
の
宇
久
井

と
い
う
町
で
は
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
を
対
象

と
し
た
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
が
地
元

の
漁
業
者
に
よ
っ
て
毎
年
春
か
ら
夏
に

か
け
て
行
わ
れ
て
い
る（
図
３
）。
筆
者

ら
は
、一
九
九
七
年
か
ら
そ
の
漁
業
者

の
全
面
的
協
力
を
受
け
、
こ
の
マ
ッ
コ
ウ

ク
ジ
ラ
の
来
遊
状
況
と
群
れ
構
造
を
調

べ
る
た
め
の
生
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
シ
ー
ズ
ン
中
、
ウ
ォ
ッ
チ

ン
グ
船
が
で
る
限
り
毎
回
乗
船
さ
せ
て

も
ら
い
、
発
見
鯨
種
の
記
録
と
マ
ッ
コ
ウ

ク
ジ
ラ
の
個
体
識
別
用
の
写
真
撮
影
を

行
っ
て
い
る（
図
４
）。
調
査
初
年
度
に
は
、

四
月
末
か
ら
七
月
下
旬
ま
で
に
約
九
〇

回
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
船
が
出
航
し
た
が
、
そ

の
う
ち
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で

あ
っ
た
。
こ
の
数
字
を
高
い
と
見
る
か
低

い
と
み
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う

が
、
筆
者
の
実
感
と
し
て
は
、
あ
れ
だ

け
大
き
な
野
生
動
物
が
、
閉
鎖
環
境
で

も
な
い
熊
野
灘
で
こ
れ
だ
け
の
確
率
で

伊
勢
湾
と
熊
野
灘
の
ク
ジ
ラ
と
イ
ル
カ
　
　

｜
三
重
県
沖
の
鯨
類
を
調
べ
る

｜

者
の
記
憶
に
新
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

筆
者
は
、
こ
の
ス
ナ
メ
リ
の
ス
ト
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
が
こ
こ
数
年
少
し
増
え
る
傾

向
に
あ
る
の
が
実
は
少
々
気
に
な
っ
て

い
る
。
筆
者
の
研
究
室
に
は
、
近
く
の

海
岸
で
ス
ナ
メ
リ
の
死
体（
あ
る
い
は
生

体
）が
発
見
さ
れ
る
と（
図
２
）、
県
庁
、

市
役
所
、
そ
の
他
か
ら
、
そ
の
通
報
と

調
査
依
頼
が
く
る
。
筆
者
が
現
場
に

出
動
で
き
る
場
合
に
は
す
ぐ
に
現
場
に

赴
く
が
、
無
理
な
場
合
に
は
、
研
究
室

の
大
学
院
生
な
ど
に
調
査
を
お
願
い
し

て
い
る
。
現
場
に
到
着
す
る
と
、
ま
ず

種
を
確
認
し
、
性
別
の
判
定
、
体
長
測

定
を
し
た
あ
と
、
そ
の
後
の
研
究
に
必

要
な
試
料
を
採
取
す
る
。具
体
的
に
は
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
に
必
要
な
皮
膚
、
環
境
汚

染
物
質
濃
度
測
定
用
の
筋
肉
や
内
臓

組
織（
肝
臓
、
腎
臓
な
ど
）、
さ
ら
に
年

齢
査
定
用
の
歯（
イ
ル
カ
の
年
齢
査
定

は
、
歯
に
で
き
る
年
輪
に
よ
っ
て
行
う
）

や
頭
の
骨
な
ど
を
採
取
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
試
料
採
取
を
終
え
た
死
体
は
、

埋
設
す
る
な
ど
の
適
当
な
処
理
を
し
て

調
査
を
終
え
る
。
ス
ナ
メ
リ
の
ス
ト
ラ
ン

ディ
ン
グ
が
多
い
時
期
は
毎
年
、
春
か
ら

夏
で
あ
り
、
冬
は
あ
ま
り
な
い
。
筆
者

が
三
重
大
学
に
赴
任
し
て
今
年
で
八
年
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こ
れ
ら
二
つ
の
調
査
結
果
か
ら
、
①

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
は
三
重
県
か
ら
和
歌

山
県
沖
の
熊
野
灘
に
毎
年
来
遊
し
、
そ

の
発
見
は
水
深
千
メ
ー
ト
ル
以
深
で

多
い
、②
写
真
に
よ
っ
て
約
二
百
頭
の
個

体
が
尾
び
れ
や
背
び
れ
の
形
や
傷
の
違

い
か
ら
識
別
さ
れ
、
そ
の
再
発
見
の
様

子
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
部
の
同
一
個

体
が
毎
年
こ
の
海
域
を
訪
れ
て
い
る
、

③
一
部
の
個
体
は
熊
野
灘
に
数
ヶ
月
滞

在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
き
た

（
高
橋
ら
、2001

）。
今
後
、
さ
ら
に
継

続
し
て
調
査
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ

り
多
く
の
個
体
が
識
別
さ
れ
、
熊
野
灘

に
な
ぜ
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
き
て
い
る
の

か
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
し
、
熊
野
灘
に
来
遊
す
る
マ
ッ

コ
ウ
ク
ジ
ラ
と
や
は
り
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
小
笠
原
の

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
と
の
交
流
関
係
も
明
ら

か
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

三
重
県
が
面
し
て
い
る
ふ
た
つ
の
主

な
海
、
伊
勢
湾
と
熊
野
灘
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
ス
ナ
メ
リ
と
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が

生
息
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
少
し
お

わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
湾

口
部
は
と
も
か
く
、ス
ナ
メ
リ
が
熊
野

灘
の
方
に
大
き
く
南
下
し
て
い
る
こ
と

は
今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、マ

ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
伊
勢
湾
の
中
に
入
っ
て

く
る
こ
と
は
ふ
つ
う
な
い
。
湾
内
に
は
小

さ
な
ス
ナ
メ
リ
が
、
外
洋
に
は
大
き
な
マ

ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
い
る
三
重
県
。
こ
の
原

稿
を
書
い
て
い
て
、
大
小
二
つ
の
動
物
が

う
ま
く
す
み
わ
け
て
い
る
の
を
あ
ら
た

め
て
認
識
し
、
そ
の
二
つ
の
動
物
を
調

べ
る
こ
と
に
身
を
お
け
る
自
分
の
環
境

が
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め

て
感
じ
て
い
る
。
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
は
、

三
重
県
で
も
ご
く
身
近
な
野
生
動
物

な
の
で
あ
る
。

伊
勢
湾
と
熊
野
灘
の
ク
ジ
ラ
と
イ
ル
カ
　
　

｜
三
重
県
沖
の
鯨
類
を
調
べ
る

｜

見
ら
れ
る
こ
と
に
正
直
か
な
り
驚
い

た
。
し
か
も
と
き
に
は
、
二
十
〜
三
十

頭
の
大
き
な
群
れ
も
見
ら
れ
る
。
印
象

と
し
て
中
型
か
ら
小
型
の
個
体
と
親
仔

づ
れ
が
多
い
。
そ
し
て
、こ
の
初
年
度
に

抱
い
た
印
象
は
、
五
年
経
過
し
た
現
在

ま
で
大
き
く
違
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
こ
の
調
査
と
は
別
に
三
重
大

学
生
物
資
源
学
部
附
属
練
習
船「
勢
水

丸
」（
図
５
）を
使
っ
た
目
視
調
査
と
個

体
識
別
用
写
真
撮
影
調
査
も
行
い
、ウ

ォ
ッ
チ
ン
グ
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
秋
か

ら
冬
の
熊
野
灘
の
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
調

査
も
筆
者
の
研
究
室
で
は
並
行
し
て
行

っ
て
い
る
。

文
献

宮
下
富
夫
、
島
田
裕
之
、
帝
釈
元
、
浅

井
康
行
、
一
九
九
四
。
伊
勢
湾
・
三
河

湾
に
お
け
る
ス
ナ
メ
リ
の
密
度
分
布
と

そ
の
季
節
変
動
。
平
成
六
年
度
日
本
水

産
学
会
秋
季
大
会
講
演
要
旨
集

（p.58

）。

高
橋
育
子
、
神
田
正
高
、
石
倉
勇
、
内

田
誠
、
前
川
陽
一
、
百
瀬
修
、
森
恭
一
、

吉
岡
基
、
柏
木
正
章
、二
〇
〇
一
。
熊

野
灘
と
そ
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
マ
ッ

コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
来
遊
状
況
。
平
成
十
三

年
度
日
本
水
産
学
会
春
季
大
会
講
演

要
旨
集
（p.94

）。

Y
oshida,

H
.,

Y
oshioka,

M
.,

Shirakihara,
M

.
and

C
how

,
S.,

2001.Population
structure

of
finless

porpoises

（N
eophocaena

phocaenoides

）in
coastalw

aters
of

Japan
based

on
m

itochondrial
D

N
A

sequences.
Journal

of
M

am
m

alogy,82

（1

）:123-130.

よ
し
お
か
も
と
い

生
物
資
源
学
部
助
教
授

海
棲
哺
乳
動
物
学
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三
重
県
一
志
郡
香
良
洲
町
は
、
地
形

的
に
も
行
政
的
に
も
古
く
か
ら
他
の

地
区
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
地
域
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
地
域
住
民
の
連
帯
感
の
強
さ
を
育

ん
で
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
地
域

産
業
の
停
滞
や
高
齢
化
の
進
展
に
つ

れ
、
地
域
の
活
力
の
低
下
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
町
に
活
気
を
蘇
ら
せ

る
た
め
に
、
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
重

要
で
あ
る
と
筆
者
ら
は
考
え
る
。
そ
れ

は
、《
ヒ
ュ
ー
マ
ン
》
、《
地
域
産
業
》
、

そ
し
て《
イ
ベ
ン
ト
性
》で
あ
る
。
本
稿

は
、
香
良
洲
町
の
地
域
特
性
を
再
評
価

し
、
こ
れ
を
活
か
し
た
活
性
化
策
を
提

言
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
１
節
　
地
域
特
性

香
良
洲
町
は
、
雲
出
川
河
口
部
の
三

角
州（
デ
ル
タ
）上
に
あ
り
、
二
辺
を
川

に
、
一
辺
を
伊
勢
湾
に
面
し
た
三
角
形

を
し
て
い
る
。
自
然
環
境
は
、
海
岸
線

と
豊
富
な
水
資
源
に
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
遠
浅
の
香
良
洲
海
岸
は
、
潮
干
狩

「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
香
良
洲
町
研
究
の
意
味

三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
で
は
、
地
域
社
会
と
の
研
究
交
流
を
進
め
よ
う
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
平
成
十
三
年
度

に
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
と
い
う
講
義
科
目
が
新
設
さ
れ
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
伴
う
大
学
院
教
育
の
最
初
の
対
象
地
域
と
な

っ
た
香
良
洲
町
は
、
三
重
県
の
中
央
部
に
位
置
し
、
歴
史
文
化
の
名
残
を
比
較
的
よ
く
と
ど
め
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
調
査
研
究

に
取
り
組
み
や
す
い
要
素
を
備
え
て
い
る
地
域
で
あ
ろ
う
。
院
生
の
諸
君
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
か
ら
香
良
洲
町
の
様
々
な
調
査
を

実
施
し
て
研
究
成
果
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
間
に
お
い
て
香
良
洲
町
役
場
の
方
々
を
は
じ
め
町
民
の
方
々
に
多
大
の

ご
協
力
を
頂
い
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
二
篇
の
レ
ポ
ー
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
文
化
論
専
攻
及
び
社
会
科
学
専
攻

か
ら
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
後
者
は
四
名
の
共
同
研
究
の
産
物
で
あ
る
。
多
く
の
制
約
が
あ
る
中
で
の
研
究
で
あ
り
、
関
係
各
位
の
ご

叱
正
と
ご
指
導
を
希
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

科
目
指
導
教
官
　
渡
邉
悌
爾
わ
た
な
べ
て
い
じ
　
人
文
学
部
　
教
授
　

野
中
健
一
の
な
か
け
ん
い
ち
　
人
文
学
部
助
教
授

香
良
洲
町
の
地
域
特
性
を
活
か
し
た
活
性
化
策

特
集

香
良
洲
町
の
研
究

代表して発表する山川退三氏（35頁参照）
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り
・
楯
干
し
に
絶
好
の
場
で
あ
り
、
夏

に
は
海
水
浴
や
キ
ャ
ン
プ
な
ど
大
勢
の

人
で
賑
わ
う
。
名
物
に
は
焼
き
貝
な
ど

の
海
産
物
が
あ
る
。
海
岸
線
は
イ
ベ
ン

ト
性
を
も
っ
た
資
源
で
あ
る
。
ま
た
当

町
は
一
般
に
低
湿
で
、
海
水
・
淡
水
資

源
に
富
む
。
三
角
州
の
底
辺
の
東
南

角
に
は
人
工
的
な
淡
水
池
も
あ
り
、
養

鰻
池
が
多
い
が
、
海
が
自
然
に
湖
水
化

し
た
潟
湖（
ラ
グ
ー
ン
）の
地
形
を
利
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
沿
岸
部
で
は
地
下

水
に
海
水
が
混
じ
っ
た
地
下
海
水
が
あ

る
。
町
の
地
下
水
水
質
測
定
で
は
、
電

気
伝
導
率
が
非
常
に
高
く
、
塩
化
物
イ

オ
ン
濃
度
も
高
い
と
い
う
結
果
が
出
て

い
る
。
豊
富
な
水
資
源
の
存
在
は
重
要

な
地
域
資
源
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

歴
史
・
文
化
的
側
面
に
目
を
転
じ
よ

う
。
深
い
森
に
つ
つ
ま
れ
た
香
良
洲
神

社
は
、
今
な
お
巌
か
な
雰
囲
気
を
漂
わ

せ
る
。
か
つ
て
こ
の
神
社
に
は
全
国
か

ら
参
拝
客
が
訪
れ
た
。
今
も
残
る「
香

良
洲
道
」は
江
戸
時
代
に
参
宮
の
人
々

で
賑
わ
っ
た
名
残
で
あ
る
。
民
俗
行
事

も
よ
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
夏
一
番
の

楽
し
み
は
、
三
重
県
指
定
無
形
文
化
財

の「
宮
踊
り
」で
あ
る
。
宮
踊
り
は
、
氏

神
様
に
前
年
の
収
穫
に
感
謝
し
今
年

の
豊
漁
豊
作
を
祈
願
す
る
奉
納
踊
り

で
あ
る
。
そ
の
他
、
お
木
曳
き（
二
十

年
に
一
度
の
香
良
洲
神
社
造
営
の
と

き
）、
獅
子
舞（
田
遊
び
＝
豊
作
を
祈
る

神
事
芸
能
、
毎
年
正
月
）、
夜
が
ら
す

祭（
香
良
洲
神
社
の
例
祭
、
毎
年
七
月

十
五
日
）、
茅
の
輪
く
ぐ
り（
毎
年
六
月

三
十
日
の
夜
に
行
な
わ
れ
る
神
事
）な

ど
が
あ
る
。

第
２
節
　
停
滞
す
る
地
域
産
業

香
良
洲
町
で
は
近
年
、
地
域
産
業
の

停
滞
な
い
し
衰
退
が
目
立
っ
て
い
る
。

ま
ず
各
産
業
の
最
近
の
動
向
を
簡
単

に
み
て
お
こ
う
。

農
業
で
は
、
総
農
家
数
、
農
業
就
業

人
口
と
も
昭
和
四
〇
年
代
以
後
減
少

傾
向
に
あ
り
、
従
事
者
の
高
齢
化
も
進

ん
だ
。
主
要
作
物
は
梨
で
、
一
九
九
九

年
の
生
産
量
は
六
一
三
ト
ン
で
県
内
最

大
の
生
産
高
で
あ
っ
た
。
漁
業
は
、
経

営
体
数
、
就
業
者
と
も
に
減
少
傾
向
で

あ
る
が
、
漁
獲
量
は
底
引
き
網
漁
、
船

曳
網
漁
を
中
心
に
堅
調
で
、
水
産
加
工

品
も
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
。
工
業
は
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
企
業
誘

致
の
結
果
、
成
長
し
た
が
、
九
〇
年
代

中
期
以
降
減
少
傾
向
に
あ
る
。
主
要
業

種
で
あ
る
食
料
品
製
造
業
の
出
荷
額

シ
ェ
ア
は
八
九
年
の
九
三
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
九
九
年
の
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と

下
が
っ
た
。
商
業
は
、
九
一
年
以
降
、

商
店
数
、
従
業
員
数
、
販
売
額
が
す
べ

て
減
少
傾
向
で
あ
る
。
地
元
購
買
率
の

落
ち
込
み
が
激
し
く
、
主
に
津
市
へ
流

出
し
て
い
る
。
観
光
で
は
、
入
込
客
数

が
一
九
九
七
年
以
降
、
年
間
二
万
人
を

超
え
飛
躍
的
に
増
大
し
、
宿
泊
率
が
上

昇
し
て
い
る
。
町
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
が

集
客
に
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
観
光
客
は
ほ
と
ん
ど
夏
場
に
集
中

し
て
お
り
、
十
月
〜
一
月
の
冬
場
は
ほ

と
ん
ど
ゼ
ロ
で
あ
る
。

次
に
、
商
業
に
注
目
し
て
、
地
域
産

業
の
現
状
と
地
域
の
対
応
を
み
よ
う
。

商
店
街
を
対
象
に
現
地
調
査
し
た
結

果
、
小
規
模
経
営
、
担
い
手
の
高
齢
化
、

自
動
車
化
へ
の
対
応
の
遅
れ
な
ど
の
問

題
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
商
品
構

成
や
店
舗
構
成
が
多
様
化
す
る
消
費

者
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
ず
、
町
外
へ
の

流
出
率
は
五
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に

達
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
地
元
の
商

業
者
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
具
体
的
な
対
応
と
し
て
、
商

工
会
が
中
心
と
な
り
、
商
品
券
の
発
行
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や
朝
市
の
開
催
な
ど
が
あ
る
。
と
り
わ

け
朝
市
は
、
毎
月
第
四
日
曜
日
九
時
か

ら
十
一
時
頃
ま
で
開
か
れ
、
各
種
イ
ベ

ン
ト
が
実
施
さ
れ
て
好
評
を
博
し
て
い

る
。
し
か
し
、
地
元
商
業
衰
退
を
食
い

止
め
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い

う
の
が
実
状
で
あ
る
。

第
３
節
　
高
齢
化
の
進
展
と
高
齢
者

の
役
割

香
良
洲
町
で
は
、
高
齢
人
口
率
が
一

九
九
六
年
に
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
県

全
体
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
今
後

地
域
社
会
で
ま
す
ま
す
重
要
性
を
高

め
る
で
あ
ろ
う
高
齢
者
の
意
識
を
探

る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
役
割
を
検
討

し
よ
う
。

ま
ず
、高
齢
者
の
意
識
を
探
る
た
め
、

二
〇
〇
一
年
八
月
に
高
齢
者（
六
五
歳

以
上
）を
対
象
に
、
香
良
洲
町
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
の
協
力
を
得
て
六
五
名
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
設
問
項
目

の
一
部
は
、
三
重
県
が
二
〇
〇
〇
年
に

実
施
し
た「
三
重
の
く
に
づ
く
り
一
万

人
ア
ン
ケ
ー
ト
」と
同
じ
に
し
た
。

県
全
体
の
回
答
に
比
べ
、
町
民
は

「
と
て
も
住
み
や
す
い
」と
の
回
答
が

断
然
多
く
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達

す
る
。
住
み
や
す
い
理
由
は
、「
皆
顔

な
じ
み
で
あ
る
」「
通
過
車
両
が
な
い
の

で
安
全
で
の
ん
び
り
し
て
い
る
」が
大

き
い
。
生
涯
教
育
で
は
、
高
齢
者
学
級
、

各
種
講
座
、
ク
ラ
ブ
・
サ
ー
ク
ル
活
動
な

ど
に
積
極
的
に
参
加
す
る
高
齢
者
は

約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
満
足
、
ほ
ぼ
満

足
と
答
え
て
い
る
が
、
他
方
で
、
満
足

し
て
い
な
い
等
の
回
答
を
合
わ
せ
る
と

計
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
あ
っ
た
。
高

齢
者
の
地
域
で
の
役
割
を
考
え
る
う

え
で
、
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
ろ

う
。余

暇
の
過
ご
し
方
で
最
も
多
か
っ
た

の
は
園
芸
・
畑
仕
事
で
あ
っ
た
。
特
産

の
梨
園
で
も
多
く
の
高
齢
者
が
働
い

て
い
る
が
、
梨
の
管
理
は
年
中
多
忙
で

あ
る
。
こ
の
他
、
様
々
な
産
業
で
高
齢

者
が
働
い
て
い
る
。
現
在
、ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
高

齢
者
も
社
会
の
中
で
一
定
の
責
任
を

持
ち
、
若
い
世
代
と
力
を
合
わ
せ
て
生

き
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
高
齢
者
の
生
活
と
地
域
的
実

践
を
み
て
い
こ
う
。

第
一
に
、
香
良
洲
町
で
は
老
人
ク
ラ

ブ
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
。
老
人
ク
ラ

ブ
は
町
内
十
地
区
す
べ
て
に
あ
り
、
加

入
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

ク
ラ
ブ
の
事
業
の
一
つ
は
、
町
内
掃
除

の
実
施
で
あ
る
。
町
内
九
か
所
の
草

取
り
や
ゴ
ミ
拾
い
の
清
掃
を
、
老
人
ク

ラ
ブ
が
受
託
し
て
い
る
。
い
つ
訪
れ
て

も
美
し
い
公
園
の
維
持
管
理
に
、
老
人

ク
ラ
ブ
の
地
道
な
活
動
が
あ
る
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
の
事
業
と
し
て
、
駐
車

場
管
理
が
あ
る
。
春
夏
の
潮
干
狩
り

の
時
期
に
は
町
外
の
車
が
多
数
押
し

寄
せ
る
た
め
に
、駐
車
場
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
管
理
を
老
人
ク
ラ
ブ
が
担
当
す

る
。
こ
れ
は
、
行
政
か
ら
助
成
を
受
け

て
い
な
い
。
駐
車
場
収
入
か
ら
人
件
費

（
一
人
一
日
二
千
円
）と
看
板
の
修
理

費
や
経
費
を
引
い
た
金
額
が
ク
ラ
ブ
の

収
入
と
な
り
、
九
九
年
度
は
二
四
万
円

余
の
収
入
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
事

業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
現
香
良
洲

町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
会
長
、
倉
田

勇
氏
で
あ
る
。
氏
は
元
香
良
洲
町
漁

業
組
合
長
で
あ
り
、
経
営
感
覚
に
優
れ

た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
る
人
物
と
感

じ
ら
れ
る
。
地
域
の
町
お
こ
し
、
村
お

こ
し
に
は
こ
の
様
な
リ
ー
ダ
ー
の
存
在

が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
高
齢
者
と
若
い
世
代
の
交

流
が
盛
ん
で
、
伝
統
の
継
承
が
な
さ
れ

て
い
る
。八
月
十
五
日
の
宮
踊
り
に
は
、

地
区
の
男
子
が
高
校
一
年
生
に
な
る

と
参
加
で
き
る
。
彼
ら
は
こ
の
祭
り
に

参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
人
の
仲
間

入
り
を
す
る
。
こ
の
祭
り
は
住
民
に
親

し
ま
れ
て
お
り
、
祭
り
を
通
し
て
高
齢

者
か
ら
若
者
に
伝
統
が
継
承
さ
れ
て

い
る
。

第
三
に
、
町
の
福
祉
と
文
化
の
中
心

的
施
設
と
し
て
一
九
九
四
年
に
設
立

さ
れ
た「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」と
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム「
フ
ル
ハ
ウ
ス
」が
あ

る
。
前
者
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
設
備
、
娯

楽
設
備
、
浴
室
等
を
備
え
て
お
り
、
毎

日
五
〇
〜
六
〇
名
の
高
齢
者
が
集
ま

っ
て
い
る
。
こ
こ
を
中
心
と
し
て
高
齢

者
の
生
活
を
支
援
す
る
町
民
の
活
動

が
、
地
域
の
暮
ら
し
を
活
性
化
す
る
原

点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
後
者

は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
一
〇
床
、
特
養
二

〇
床
、
三
〇
名
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
入
れ
る
施
設
と
し
て
二
〇
〇
〇
年

に
開
設
し
た
。
い
ず
れ
も
高
齢
者
が
健

康
に
暮
ら
し
、
そ
し
て
介
護
が
必
要

と
な
っ
て
か
ら
も
安
心
し
て
暮
ら
す
た

め
に
、
不
可
欠
で
あ
る
。

香
良
洲
町
の
高
齢
者
は
、
地
域
の
た

め
に
一
定
の
貢
献
を
し
て
い
る
。
社
会
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と
接
点
を
持
つ
こ
と
は
高
齢
者
自
身
の

生
き
甲
斐
に
も
つ
な
が
る
。
高
齢
者
を

受
け
入
れ
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
配
慮
す
る
こ
と
は
、
高
齢
者
が
次
世

代
に
自
分
た
ち
の
知
恵
を
引
き
渡
す

土
壌
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
活
気
あ
る

町
で
引
き
続
き
彼
ら
が
住
み
続
け
る

た
め
に
、
今
こ
そ
自
然
豊
か
で
ふ
れ
あ

い
や
連
帯
感
の
強
い
町
に
生
ま
れ
変

わ
る
方
策
が
望
ま
れ
る
。

第
１
節
　
陸
上
養
殖
業
の
振
興

地
域
特
性
を
活
か
し
た
活
性
化
策

の
一
つ
と
し
て
、
循
環
式
陸
上
養
殖
業

の
振
興
を
提
言
す
る
。

日
本
の
漁
獲
高
は
近
年
減
少
し
て
い

る
が
、
養
殖
の
割
合
は
年
々
上
昇
し
、

一
九
九
九
年
に
は
一
九
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
に
達
し
た
。
日
本
の
養
殖
業
は
、

海
面
養
殖
、
か
け
流
し
式
陸
上
養
殖
を

経
て
、
循
環
式
陸
上
養
殖
の
時
代
へ
と

変
わ
っ
た
。
水
産
庁
は
、
九
八
年
に
有

機
物
を
海
洋
環
境
へ
一
切
放
出
し
な
い

環
境
創
出
型
養
殖
技
術
の
開
発
事
業

を
開
始
し
た
。
各
方
式
の
特
徴
は
表

１
に
示
す
通
り
で
あ
り
、
循
環
式
陸
上

養
殖
業
は
今
後
の
成
長
を
十
分
に
期

待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
香
良
洲
町
に
お
け
る
循
環
式

陸
上
養
殖
業
の
可
能
性
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
地
域
的
条
件
を
み
る
と
、
①

一
定
の
広
さ
の
土
地
が
必
要
で
、
旧
海

軍
跡
地
な
ど
の
遊
休
地
を
利
用
で
き

る
。
②
豊
富
な
海
水
が
必
要
と
さ
れ
、

地
下
海
水
を
含
む
水
資
源
が
活
用
で

き
る
。
③
労
働
力
に
は
漁
業
経
験
者

が
最
適
で
あ
る
が
、
高
齢
漁
業
経
験
者

を
中
心
と
し
た
熟
練
労
働
力
と
養
鰻

業
の
経
験
者
が
存
在
す
る
。
④
漁
港

を
養
殖
魚
の
出
荷
基
地
と
し
て
利
用

で
き
る
。
⑤
近
隣
に
三
重
大
学
、
三
重

県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究

部
と
い
っ
た
学
・
官
の
研
究
機
関
が
あ

り
、
産
学
官
の
連
携
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
香
良
洲
町
に
は
、
循

環
式
陸
上
養
殖
業
を
成
立
さ
せ
る
多

く
の
条
件
が
揃
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
そ
の
一
方
で
、
資
本
が
今
後
の
最

重
要
課
題
で
あ
る
。
生
産
組
合
方
式

で
陸
上
養
殖
事
業
を
立
ち
上
げ
た
例

も
あ
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

陸
上
養
殖
業
は
、
集
客
産
業
と
し
て

も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
フィ
ッ
シ

ュ
フ
ァ
ー
ム
構
想
を
提
案
す
る
。
養
殖

で
育
て
た
魚
を
用
い
た
釣
り
堀
を
整

備
す
れ
ば
、
親
子
で
釣
り
が
出
来
る
施

設
と
し
て
、
観
光
客
の
少
な
い
冬
場
に

も
集
客
が
可
能
と
な
り
、
買
い
物
客
の

増
加
に
も
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。

第
２
節
　
地
域
通
貨
の
導
入

次
に
、
町
内
の
す
ば
ら
し
い
ふ
れ
あ

い
と
連
帯
感
に
着
目
し
、
地
域
通
貨

（
エ
コ
マ
ネ
ー
）の
導
入
を
提
言
す
る
。

日
常
使
わ
れ
る
貨
幣
は
、
投
機
的
な

売
買
の
対
象
と
な
っ
て
い
て
、
ア
ジ
ア

通
貨
危
機
の
よ
う
な
弊
害
を
招
く
恐

れ
を
も
つ
。
そ
れ
に
対
し
、
地
域
通
貨

と
は
、
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
手
段
と

い
う
本
来
の
役
目
に
立
ち
返
っ
た
貨
幣

で
、
九
〇
年
代
以
降
、
世
界
各
地
で
増

え
て
き
た
。
地
域
通
貨
は
、
域
内
で
の

物
や
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
を
活
発
に
し
、
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図1 エコマネーの位置づけ

時間預託 
（タイムドル） 

ふれあい切符 

お金 
（円、ドルなど） 

LETS 
（地域交換取引制度） 

エコマネー 
 

お金で買える領域 

お金になりづらい 
助け合いの領域 

貸
し
借
り
の
関
係 

信
頼
関
係 

（加藤敏春作成） 

エコマネーの位置づけ 
 

区分・項目 
 

海面養殖 
 

陸上養殖 
 かけ流し式 

 
循環式 
 

残餌、 排せ つ物の 処理 
 

気象 に よ る 影響 
 

水温上昇 に よ る 影響 
 

生産性 
 
社会性 
 
運転 コ ス ト  

 
設備投資 
 
地下海水の 利用 

 
 
 

海洋へ 廃棄 
 

赤潮、 天侯 に 左右 さ れ る  
 

直接受 け る  
 

普通 
 
比較的 き つ い 

 
餌代、 油代 

 
比較的安 い 

 
　　　　　 －  

 
 
 

ポ ン プ に よ っ て 水槽外へ 排出 
 

影響 を う け な い 
 

受 け る  
 

高 い 
 

高齢者の 雇用 の 場 と な り う る  
 

餌代、 電気代 
 

循環式 よ り 安 い 
 

可能 だ が 不向 き  
 

水槽内 で 浄化 ・ 汚染防止 
 

影響 を う け な い 
 

コ ン ト ロ ー ル 可能 
 

最 も 高 い 
 

高齢者の 雇用 の 場 と な り う る  
 

餌代、 電気代 
 

初期投資必要 
 
可能 （水温 を 一定 に 保持）  

 
生産性 は 高 い が 水温 コ ン ト  

 ロ ー ル と 環境面 で 難 し い 
 

水産庁の支援がある 
 持続的養殖生産 
 環境創出型養殖技術 
 ヨーロッパで定着 
 

そ の 他の 特徴 
 

従来型の 方式 
 

表1　海面養殖と陸上養殖（かけ流し式・循環式）の特徴 
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住
民
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
一
方
、
世

界
規
模
で
起
こ
る
通
貨
危
機
か
ら
最

低
限
の
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
意
義

も
あ
る
。
現
在
、
世
界
中
で
二
千
五
百

以
上
の
地
域
通
貨
が
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
す
で
に
日
本
で
は
七
〇
年
代

以
降
、
介
護
等
の
ボ
ラ
ン
ティ
ア
の
見

返
り
と
し
て
、
自
分
や
家
族
の
た
め
に

応
分
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る「
ふ

れ
あ
い
切
符
」や「
時
間
預
託
」な
ど
の

制
度
が
、
い
く
つ
も
の
団
体
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
て
い
る
。
米
国
の「
タ
イ
ム
ド

ル
」と
同
様
に
、
時
間
を
基
準
に
し
た

貸
し
借
り
の
仕
組
み
で
あ
り
、
農
村
の

伝
統
的
な「
結
い
」や「
手
間
換
え
」と

い
う
相
互
援
助
の
制
度
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。（
図
１
）

こ
う
し
た
地
域
通
貨
の
中
で
も
、
と

く
に
エ
コ
マ
ネ
ー
に
注
目
し
た
い
。
エ
コ

マ
ネ
ー
は
、
限
ら
れ
た
地
域
や
仲
間
の

中
で
、
値
段
を
付
け
に
く
い
手
助
け
や

環
境
、
福
祉
、コ
ミ
ュ
ニ
ティ
、
教
育
、
文

化
な
ど
に
関
す
る
貸
し
借
り
を
し
た

と
き
、
そ
の
対
価
と
し
て
使
お
う
と
す

る
。
い
わ
ば「
あ
り
が
と
う
」の
言
葉
が

貨
幣
に
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
。

エ
コ
マ
ネ
ー
は
、
以
下
の
特
徴
を
も

つ
。
①
地
域
の
生
活
者
自
身
が
発
行

し
、
生
活
者
主
体
の
組
織
で
運
営
さ
れ

る
。
②
単
な
る
ス
タ
ン
プ
シ
ー
ル
や
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド
の
機
能
の
代
替
で
は
な

い
。
エ
コ
マ
ネ
ー
で
地
元
商
店
な
ど
の

商
品
代
や
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
に
充
て
る

こ
と
も
で
き
る
。
③
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー

の
登
録
が
必
要
で
あ
る
。「
し
て
ほ
し
い

リ
ス
ト
」と「
し
て
あ
げ
ら
れ
る
リ
ス
ト
」

が
冊
子
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
配

布
さ
れ
る
。
④
貯
め
て
も
利
子
は
つ
か

な
い
。
エ
コ
マ
ネ
ー
を
保
有
す
る
だ
け

で
は
利
益
を
生
ま
な
い
。
⑤
エ
コ
マ
ネ

ー
と
現
金
の
交
換
は
で
き
な
い
。
現
金

で
表
せ
な
い「
思
い
や
り
」や「
感
謝
の

気
持
ち
」を
表
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑥
エ
コ
マ
ネ
ー
の
値
づ
け
は
取
引
す
る

生
活
者
が
行
う
。
一
時
間
当
た
り
の
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
価
値
が
基
準
に
な
る

が
、「
思
い
や
り
」や「
感
謝
の
気
持
ち
」

を
表
す
場
合
は
付
加
的
な
エ
コ
マ
ネ
ー

が
払
わ
れ
る
。
⑦
一
定
期
間（
三
ヶ
月
、

六
ヶ
月
な
ど
）経
過
す
る
と
振
り
出
し

に
戻
る
。
つ
ま
り
エ
コ
マ
ネ
ー
に
は
有

効
期
限
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
エ
コ
マ
ネ

ー
で
の
取
引
が
債
権
債
務
関
係
で
は

な
く
、
メ
ン
バ
ー
間
の
信
頼
関
係
に
根

ざ
す
か
ら
で
あ
る
。

エ
コ
マ
ネ
ー
の
仕
組
み
は
、
次
の
よ

う
で
あ
る（
図
２
）。
ま
ず
、
住
民
、
行

政
、
企
業
、
各
種
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
組
合
等
の

共
同
イ
ニ
シ
ア
ティ
ブ
に
よ
り
、エ
コ
マ

ネ
ー
運
営
団
体（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）が
設
立

さ
れ
る
。
エ
コ
マ
ネ
ー
運
営
団
体
は
、

運
営
責
任
者
と
、
そ
れ
か
ら
運
営
を
委

託
さ
れ
た
記
録
調
整
者
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
簡
素
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
で

あ
る
。
有
効
期
限
後
に
振
り
出
し
に
戻

る
際
、
残
高
が
プ
ラ
ス
で
期
間
中
活
発

に
取
引
し
た
人
に
対
し
て
は
、
地
域
の

エ
コ
マ
ネ
ー
運
営
団
体
や「
エ
コ
マ
ネ

ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」か
ら
表
彰
が
行
な

わ
れ
る
。
エ
コ
マ
ネ
ー
を
受
け
取
っ
た

住
民
は
、
そ
れ
を
活
用
し
て
、
新
た
に

サ
ー
ビ
ス
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
受
け
取
っ
た
エ
コ
マ
ネ
ー
を

高
齢
者
や
福
祉
関
係
団
体
に
譲
渡
し

て
、
そ
の
高
齢
者
や
福
祉
関
係
団
体
が

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
に
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ
コ
マ
ネ
ー
の
取
引
を
促
進
す
る
た

め
に
は
、
メ
ン
バ
ー
間
の
信
頼
関
係
が

前
提
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
メ
ン
バ
ー

同
士
の
定
期
的
な
交
流
会（『
か
ら
す

市
』に
よ
る
エ
コ
マ
ネ
ー
・
フ
ェ
ス
ティ
バ

ル
な
ど
）な
ど
を
通
じ
て
、
信
頼
関
係

の
醸
成
に
努
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。香

良
洲
町
に
お
け
る
具
体
的
な
エ
コ

マ
ネ
ー
の
導
入
方
法（
案
）は
、
次
頁
の

表
２
の
よ
う
で
あ
る
。
エ
コ
マ
ネ
ー
は

香
良
洲
町
の
活
性
化
を
支
援
す
る
ツ

ー
ル
で
あ
り
、
《
ヒ
ュ
ー
マ
ン
》
、
《
地

域
産
業
》
、《
イ
ベ
ン
ト
性
》の
三
点
を

重
視
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お

エ
コ
マ
ネ
ー
の
名
称
は
、「
デ
ル
タ
」で
あ

る
。
三
角
州
に
位
置
す
る
香
良
洲
町

TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

香
良
洲
町
の
地
域
特
性
を
活
か
し
た
活
性
化
策

図2 エコマネーの仕組み

提供者 

運営団体 

依頼者 

メニュー表 

サービス提供 

エコマネー支払い 

連　絡 
メンバー加入・サービス登録 
（受領・提供） 

メンバー加入・サービス登録 
（受領・提供） 

メンバー加入・サービス登録 
（受領・提供） 

メンバー加入・サービス登録 
（受領・提供） 
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TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

香
良
洲
町
の
地
域
特
性
を
活
か
し
た
活
性
化
策

を
象
徴
す
る
語
と
し
て
住
民
に
親
し

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

エ
コ
マ
ネ
ー
は
、「
温
か
い
お
金
」と
し

て
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
を
形
成
し
、
信

頼
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇

一
年
四
月
現
在
で
日
本
全
国
百
を
超
え

る
地
域
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。
エ
コ
マ
ネ

ー「
デ
ル
タ
」の
導
入
は
、
香
良
洲
町
の

活
性
化
の
契
機
に
な
る
も
の
と
期
待
し

て
い
る
。

む
す
び

香
良
洲
町
は
、
自
然
豊
か
で
住
民
の

連
帯
感
の
強
い
、
住
み
や
す
い
地
域
で

あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
地
域
特
性

を
活
か
し
て
、
具
体
的
な
活
性
化
策
を

提
言
し
た
。
そ
の
際
《
ヒ
ュ
ー
マ
ン
》
、

《
地
域
産
業
》
、《
イ
ベ
ン
ト
性
》の
三

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
た
。
第
一
に
、
循
環
式
陸
上
養
殖
を

新
し
い
町
お
こ
し
の
産
業
と
位
置
づ
け

て
提
案
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
雇
用
の

確
保
に
加
え
集
客
力
の
増
加
が
期
待

で
き
よ
う
。
ま
た
第
二
に
、
地
域
通
貨

の
導
入
を
提
言
し
た
。
こ
れ
は
、
地
元

商
業
の
活
性
化
だ
け
で
な
く
、
元
気
あ

る
高
齢
者
に
よ
る
歴
史
的
文
化
の
継

承
や
、
各
施
設
の
運
営
な
ど
の
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
ティ
の
創
造
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、エ

コ
マ
ネ
ー
が
活
用
で
き
る
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

香
良
洲
町
は
自
然
環
境
や
歴
史
文

化
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
人
々

の
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
町
で
あ
る
。

こ
の
町
の
活
性
化
に
こ
の
提
案
が
少
し

で
も
寄
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈

『
第
三
次
香
良
洲
町
総
合
計
画
』一
九
九

三
年
三
月
、
香
良
洲
町

『
香
良
洲
町
史
』一
九
九
一
年
、
香
良
洲
町

『
平
成
十
年
買
物
動
向
調
査
』一
九
九
九

年
、
三
重
県

『
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
測
定

調
査
』一
九
九
七
年
七
月
、
三
重
県
環
境
安

全
部

『
三
銀
レ
ポ
ー
ト
』No.
12
、
二
〇
〇
一
年
九

月
、
第
三
銀
行
調
査
部

『
養
殖
』一
九
九
九
年
四
月
号
、
一
九
九
八

年
五
月
、
緑
書
房

『
漁
業
白
書
』二
〇
〇
〇
年
度
版
、
農
林
統

計
協
会

『
エ
コ
マ
ネ
ー
の
世
界
が
始
ま
る
』加
藤
敏

春
　
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
、
講
談
社

『
エ
コ
マ
ネ
ー
の
新
世
紀
』加
藤
敏
春
　
二

〇
〇
一
年
二
月
、
勁
草
書
房

『
あ
た
た
か
い
お
金「
エ
コ
マ
ネ
ー
」』加
藤

敏
春
　
二
〇
〇
一
年
六
月
、
日
本
教
文

社
「
地
域
通
貨
の
試
み
全
国
に
」二
〇
〇
一

年
十
月
九
日
、『
日
本
経
済
新
聞
』

「
地
域
通
貨
エ
コ
マ
ネ
ー
」二
〇
〇
〇
年
十

一
月
一
日
、『
中
日
新
聞
』

『
松
阪
マ
ネ
ー
で
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
』

（
二
〇
〇
〇
年
度
活
動
報
告
書
）二
〇
〇

一
年
三
月
（
株
）松
阪
街
づ
く
り
公
社

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

べ
っ
し
ょ
か
ん
じ

人
文
社
会
科
学
研
究
科
社
会
科
学
専
攻

つ
る
み
ま
さ
こ

か
わ
む
ら
と
し
や

や
ま
か
わ
た
い
ぞ
う

表2　エコマネー『デルタ』の導入方法（案） 

キーワード 対　　象 仕事の内容 マネー 

ヒ
ュ
ー
マ
ン 

地
域
産
業 

イ
ベ
ン
ト
性 

①伝統の継承 
　（宮踊） 

②少子・高齢化 
　社会のあるべ 
　き姿 

■サンデルタ 
　香良洲 

■歴史資料館 
　（若桜会） 

③「からす市場」 

④特産物の利用 

⑤川と海の自然の 
　利用 

 
祭りの指導 

参加 

子守り 

老人の話し相手 

庭木の剪定 

各種指導 

清掃作業 

留守番 

利用者 

パソコン相談 

将棋の相手 

潮干狩り見張 

海水浴見張番 

買い物同行 

利用者 

梨狩りの監視 

参加費 

潮干狩参加 

楯干し参加 

海水浴参加 

案内等 

見学 

５デルタ支給 

１デルタ支給 

５デルタ支給 

１デルタ支給 

10デルタ支給 

５デルタ支給 

５デルタ支給 

10デルタ支給 

１デルタ支給 

10デルタ支給 

３デルタ支給 

10デルタ支給 

10デルタ支給 

３デルタ支給 

５デルタ支給 

10デルタ支給 

15デルタ支給 

30デルタ支給 

30デルタ支給 

30デルタ支給 

５デルタ支給 

２デルタ支給 
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TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年 ＊ 30 ＊

中
世
矢
野
の
湊
と
機
能

伊
藤
裕
偉

特
集

香
良
洲
町
の
研
究

香
良
洲
町
域
は
、
中
世
で
は「
矢
野
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
湊
が
あ
っ

た
こ
と
が
い
く
つ
か
の
文
献
か
ら
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

中
世
の
矢
野
に
対
し
て
は
、『
香
良

洲
町
史
』を
は
じ
め
と
す
る
研
究
が
あ

る
が
、
湊
の
形
態
と
そ
の
機
能
の
追
求

は
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
。
矢
野
は
伊

勢
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
が
、

中
世
の
伊
勢
に
は
桑
名
・
安
濃
津

あ

の

つ

・

大
湊

お
お
み
な
と・

泊と
ま
り（

鳥
羽
）な
ど
の
大
規
模
な
拠

点
的
湊
が
数
多
く
あ
る
。
と
く
に
安

濃
津
と
矢
野
は
至
近
距
離
で
あ
る
。

人
や
物
資
は
大
規
模
湊
に
集
中
す
る

の
で
、
そ
の
近
隣
に
あ
る
小
規
模
湊
の

存
在
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
後
述
の
よ
う
に
矢
野
は
恒
常
的
な

海
関
が
置
か
れ
る
ほ
ど
の
場
で
あ
り
、

そ
の
存
在
意
義
は
高
い
。
中
世
矢
野
の

湊
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し

て
の
中
世
湊
を
考
え
る
う
え
で
も
極
め

て
重
要
な
こ
と
と
い
え
る
。

発表する伊藤裕偉氏（35頁参照）
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＊ 31 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

１

文
献
史
料
か
ら
見
た
中
世
の
矢
野

ａ

「
浦
」
と
湊

中
世
の
文
献
史
料
に
見
え
る
矢
野

に
は
、
単
に「
矢
野
」と
あ
る
場
合
の
ほ

か
、「
矢
野
浦
」や「
矢
野
崎
」と
い
っ
た

表
現
も
あ
る
。「
浦
」は
、
今
で
は
波
打

ち
際
や
白
砂
の
海
岸
線
と
考
え
て
し
ま

う
が
、
中
世
で
は
少
し
異
な
る
。
永
正

七（
一
五
一
一
）年
四
月
一
三
日
付
の

史
料
に
は
、
内
宮（
伊
勢
神
宮
）の「
神

船
」で
あ
る
蔵
一
丸
が
、「
浦
々
泊
々
」

で
他
役
、つ
ま
り
税
金
を
掛
け
ら
れ
る

こ
と
の
無
い
よ
う
申
し
出
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る（「
明
応
永
正
宮
務
記
」『
三

重
県
史
』史
料
編
中
世
１
上
）。「
泊
」は

湊
を
示
す
こ
と
ば
で
、
鳥
羽
市
に
は
こ

の
一
字
で「
と
ま
り
」と
呼
ば
れ
た
湊

が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
並
べ
て
書
か
れ
て

い
る「
浦
」も
同
様
に
、
中
世
の
湊
を
示

す
言
葉
な
の
で
あ
る
。

ｂ

矢
野
と
海
関

矢
野
に
は
海
の
関
所（
海
関
）が
置

か
れ
て
い
た
。
史
料
上
で
確
認
で
き
る

の
は
、
文
明
五（
一
四
七
三
）年
、
文
明

一
二
年
〜
一
三
年
、
そ
し
て
文
明
一
七

年
で
あ
る（「
氏
経
神
事
記
」『
大
神
宮

叢
書
』神
宮
年
中
行
事
大
成
前
編
、「
内

宮
引
付
」・「
氏
経
卿
引
付
」『
三
重
県
史
』

資
料
編
中
世
１
上
）。

文
明
五
年
六
月
日
付
け
の
史
料
に

は
、
伊
勢
海（
伊
勢
湾
）を
往
来
す
る

小
廻
船

し
ょ
う
か
い
せ
ん（

神
船

し
ん
せ
ん

）に
新
警
固

し
ん
け
い
ご

が
課
役（
課

税
）さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外
宮（
伊

勢
神
宮
）の
神
主
が
そ
れ
を
停
止
す
る

よ
う
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
警
固
」と
す
る
の
は
、
舟
の
安
全
を
保

障
す
る（
海
上
警
護
）名
目
で
税
を
徴

収
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
対
象
と

し
て
、
矢
野
の
他
に
安
濃
津

あ

の

つ
（
津
市
）・

若
松
浦（
鈴
鹿
市
若
松
町
）・
北
永
江

（
鈴
鹿
市
長
太

な

ご

町
）・
四
ヶ
市
庭
浦（
四

日
市
市
）・
用
福
浦（
四
日
市
市
茂も

ち

福ぶ
く

町
）・
今
答
志（
鳥
羽
市
答
志
町
）が
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
段
階
で
新
た
に
海
関
が
た
て
ら

れ
た
の
は
、
時
の
領
主
権
力
に
よ
る
地

域
支
配
の
進
展
が
背
景
に
あ
る
。
関

所
を
設
け
る
の
は
、
そ
こ
で
人
や
物
な

ど
、頻
繁
な
往
来
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
場
所
の
ひ
と
つ
に
矢
野
が
あ
る
こ

と
は
、
こ
こ
が
大
変
に
活
気
づ
い
た
湊

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
史
料
の
矢
野
に
は「
本

一
、
今
二
加
之
」と
割
註
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
矢
野
に
は
海
関
が
も
と
も
と
一

ヶ
所
あ
り
、
文
明
五
年
に
は
そ
れ
が
二

ヶ
所
に
増
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
ヶ
所
の
関
所
を
持
つ
こ
と
で
著
名
な

の
は
、
兵
庫
津（
兵
庫
県
神
戸
市
）で
あ

る
。
兵
庫
津
に
は
北
関
・
南
関
の
二
ヶ

所
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
湊
の
北
と
南
と

に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
二
ヶ
所
の
海
関
と
は
、
湊
へ
の
入

り
口
が
二
ヶ
所
以
上
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

ｃ

海
関
の
設
置
者

文
明
五
年
六
月
日
の
史
料
か
ら
、
安

濃
津
に
海
関
を
設
置
し
た
の
は
長
野

氏（
現
在
の
安
芸
郡
美
里
村
北
長
野
を

本
拠
と
し
て
い
た
国
人
領
主

こ
く
じ
ん
り
ょ
う
し
ゅ

）で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。今
答
志
を
除
き
、

安
濃
津
以
北
の
五
ヶ
所
は
、
長
野
氏
の

権
力
を
背
景
に
設
置
さ
れ
た
海
関
で

あ
る
。
で
は
、
矢
野
は
ど
う
か
。

文
明
年
間
、
矢
野
に
設
置
さ
れ
た
海

関
に
北
畠

き
た
ば
た
け

氏
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
は

史
料
上
確
認
で
き
る
。
文
明
一
二
年

以
降
は
、
北
畠
氏
の
被
官

ひ
か
ん

が
関
係
し
た

新
た
な
海
関
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
明
五
年

以
前
ま
で
北
畠
氏
関
連
と
早
急
に
判

断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

享
徳
四（
一
四
三
五
）年
五
月
一
三

日
付
け
の
熊
野
那
智
大
社
旦
那
売
券

（『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』三
三
八
、『
史

料
纂
集
』三
）か
ら
は
、
矢
野
が
七
つ
の

郷（
村
）で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
興

味
深
い
事
実
と
と
も
に
、
矢
野
の
地
頭

が「
長
野
一
族
」の
伊
藤
・
工
藤
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
一
五
世
紀
中
葉
の
時
期
に
矢
野
を

支
配
し
て
い
た
の
は
、
安
濃
津
と
同
様

中
世
矢
野
の
湊
と
機
能
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る
。
一
六
世
紀
中
葉
頃
と
考
え
ら
れ

る
北
畠
具
房

と
も
ふ
さ

判
物（「
澤
氏
古
文
書
」

『
松
阪
市
史
』第
３
巻
）に
は
、
北
畠
氏

の
被
官
で
あ
る
澤
伊
予
守
が
何
ら
か
の

合
戦
に
赴
く
に
際
し
、「
当
年
の
儀
」と

い
う
限
定
付
き
な
が
ら「
矢
野
衆
」を

そ
の
配
下
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
北
畠
氏
が

そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
単
位
に
支
配
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
、
矢
野
に
は

「
矢
野
七
郷
」と
い
っ
た
単
位
で
支
配
を

浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

北
畠
具
房
は
一
六
世
紀
中
葉
頃
か

ら
そ
の
滅
亡
期
ま
で
の
北
畠
氏
当
主
で

あ
る
。
文
明
一
七
年
段
階
か
ら
は
六

〇
年
ほ
ど
の
開
き
が
あ
り
、
そ
の
間
の

矢
野
の
状
況
は
残
念
な
が
ら
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
、
大
永
二（
一
五
五
二
）

年
八
月
に
当
地
を
訪
れ
た
連
歌
師
宗

長
は
、
そ
の
日
記
に「
雲
津
川
阿
野
の

津
の
あ
な
た
、
當
国
牟
楯
の
境
に
て
、

里
の
か
よ
ひ
も
絶
え
た
る
や
う
也
」と

記
し
て
い
る（『
宗
長
手
記
』、『
群
書
類

従
』第
一
八
輯
）。
一
六
世
紀
前
葉
の

当
時
、
雲
出
川
を
境
に「
牟
楯
」、つ
ま

り
合
戦
を
執
り
行
う
の
は
、
長
野
氏
と

北
畠
氏
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
た

が
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
境
目
に
位
置

す
る
矢
野
は
、
一
六
世
紀
の
前
葉
頃
ま

で
そ
の
帰
属
を
争
わ
れ
た
と
見
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
矢
野
で
の
権
益
が
最

終
的
に
は
長
野
氏
か
ら
北
畠
氏
に
移

行
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、そ
れ
は
文
明
年
間
以
降
、

長
野
氏
と
の
熾
烈
な
争
奪
の
結
果
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
裏
を
返
せ
ば
、

矢
野
の
権
益
を
手
中
に
収
め
る
こ
と

は
、
双
方
に
と
っ
て
極
め
て
重
視
さ
れ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

２
　
中
世
矢
野
の
地
形

現
在
の
香
良
洲
町
は
雲
出
川
河
口

部
に
出
来
た
見
事
な
三
角
州
を
な
し

て
い
る
。
で
は
、
中
世
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
以
前
、
平
野
部
に
形
成
さ

れ
た
微
地
形
と
地
名
の
検
討
か
ら
、
安

濃
津
の
旧
地
形
を
復
元
し
た（
伊
藤
一

九
九
九
）。
中
世
に
お
け
る
矢
野
の
地

形
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
今
回
も
そ
れ

を
応
用
す
る
か
た
ち
で
考
え
て
み
た

い
。ま

ず
、
近
世
に
作
製
さ
れ
た
絵
図
を

見
る
。
第
１
図
に『
正
保
国
絵
図

し
ょ
う
ほ
う
く
に
え
ず

』を

掲
載
し
た
。『
正
保
国
絵
図
』は
一
七
世

紀
中
葉
頃
の
成
立
で
、
中
世
の
環
境
に

近
い
も
の
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
絵
図

に
は
、
雲
出
川
河
口
の
北
部
、
現
在
の

津
市
藤
方

ふ
じ
か
た

付
近
に
入
り
海
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。
干
拓
さ
れ
る
中
世
以
前
に

は
こ
の
入
り
海
は「
藤
潟

ふ
じ
か
た

」と
呼
ば
れ

中
世
矢
野
の
湊
と
機
能

長
野
と
考
え
ら
れ
る
。
海
関
の
設
置
者

と
地
域
支
配
者（
こ
こ
で
は
地
頭
）と
が

同
じ
権
力
者
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、

文
明
五
年
の
矢
野
に
新
た
に
海
関
を

設
け
た
の
は
長
野
氏
で
あ
る
可
能
性
を

考
え
て
お
く
。

以
上
の
状
況
は
、
矢
野
の
地
が
長
野

氏
と
北
畠
氏
と
の
権
益
が
せ
め
ぎ
合
う

場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

雲
出
川
上
流
の
多
気

た

げ（
一
志
郡
美
杉
村
）

を
本
拠
と
す
る
北
畠
氏
に
と
っ
て
、
そ

の
河
口
で
あ
る
矢
野
を
押
さ
え
る
こ
と

は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

北
畠
氏
の
そ
う
い
っ
た
思
惑
は
、
最

終
的
に
は
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
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り
海
は
こ
の
二
条
の
砂
堆
間
に
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
香
良
洲
町
の

旧
小
字
を
見
る
と
、
こ
の
付
近
に「
前

の
洲
」「
長
池
」「
砂
ノ
浦
」地
名
が
あ
り
、

砂
堆
や
入
り
海
に
関
係
し
た
地
名
と

考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
砂

原
集
落
の
南
部
東
側
と
東
山
集
落
部

分
の
東
側
は
、
ち
ょ
う
ど
入
り
海
の
沿

岸
部
に
相
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
町
屋

を
伴
っ
た
湊
町
が
形
成
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
土
地
の
安
定
度
や
西
部
に
位
置
す

る
馬
場
集
落
へ
の
接
続
か
ら
考
え
て

も
、
砂
原
・
東
山
集
落
部
分
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
北
部
の
状
況
を
見
る
。
現

在
の
香
良
洲
漁
港
付
近
の
旧
小
字
は

「
北
新
田
」で
、
干
拓
地
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
近
世
絵
図
の
入
り
海
が
ど
の

範
囲
に
ま
で
及
ぶ
の
か
は
南
部
ほ
ど
明

確
で
な
い
が
、
字
北
新
田
の
南
西
に

「
北
川
」の
小
字
が
あ
り
、
位
置
的
に
見

る
と
、
入
り
海
は
小
松
集
落
の
北
端
部

付
近
に
ま
で
及
ん
で
い
た
可
能
性
は
高

い
。小

松
・
東
山
の
砂
堆
よ
り
も
東
側
の

地
域
は
、
こ
の
砂
堆
と
香
良
洲
神
社
の

間
よ
り
も
安
定
し
た
土
地
と
考
え
ら

れ
、
比
較
的
細
か
な
字
割
り
が
見
ら
れ

る
。
中
世
の
段
階
に
こ
の
部
分
は
基
本

的
に
は
陸
地
化
し
て
い
た
場
所
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

入
り
海
が
あ
る
砂
堆
間
は
旧
小
字

名
に「
釜
ノ
土
井
」や「
小
塩
屋
」な
ど

が
あ
り
、
塩
田
と
そ
れ
に
関
わ
る
施
設

が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
齋

藤
一
九
九
九
）。
一
二
〜
一
四
世
紀
頃

の
神
宮
領
が
記
載
さ
れ
て
い
る『
神
鳳

じ
ん
ぽ
う

鈔し
ょ
う』（『

群
書
類
従
』第
一
輯
）の
一
志
郡

の
項
に
は「
内
宮
矢
野
箱
木
御
薗
一
石
、

外
宮
三
石
、
塩
雑
用
三
石
」
と
あ
り
、

神
宮
領
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
書
き
上

げ
を
見
る
と
、
近
隣
の
藤
方
・
焼
出

（
津
市
米
津
）・
嶋
抜（
島
貫
）な
ど
は
塩

を
上
納
す
る
御
厨
・
御
薗
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
矢
野
地
内
は「
太

閤
検
地
帳
」に「
北
釜
」「
中
釜
」「
小
塩

屋
」の
地
名
が
見
ら
れ
、「
北
釜
」「
小
塩

屋
」は
明
治
頃
に
も
旧
小
字
と
し
て
残

っ
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
、
中
世
矢
野

の
地
形
と
矢
野
に
関
わ
っ
て
想
定
で
き

る
関
連
施
設
を
記
載
し
て
み
た
の
が
第

３
図
で
あ
る
。
先
に
見
た
矢
野
の
二
ヶ

所
の
海
関
と
は
、
二
つ
の
入
り
海
が
入

港
部
と
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考

え
る
。
入
り
海
の
周
囲
に
は
、
字
名

「
釜
ノ
土
井
」「
小
塩
屋
」が
示
す
よ
う

に
、
塩
田
が
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

地
家
集
落
の
北
部
は
田
畠
と
考
え
ら

れ
る
。
湊
町
の
本
体
は
、
現
在
の
小

松
・
砂
原
・
東
山
集
落
部
分
の
砂
堆
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
現
在
の
雲
出
川
は
、
北
流
部

中
世
矢
野
の
湊
と
機
能

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
図
を
よ
り
詳
し
く
見
る
と
、
藤

潟
の
北
岸
部
が
櫛
歯
状
に
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
、

海
岸
部
に
形
成
さ
れ
た
砂
堆

さ
た
い（

砂
州
の

大
規
模
な
も
の
）で
あ
る
。
つ
ま
り
、
入

り
海
に
食
い
込
む
よ
う
に
あ
る
砂
堆

に
、
湊
の
船
着
き
場
や
町
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
同
様
な
視
点
か
ら
矢
野
に
つ

い
て
は
ど
う
読
み
と
れ
る
の
か
。
第
１

図
で
は
、
今
の
香
良
洲
漁
港
付
近
と
香

良
洲
神
社
の
南
部
あ
た
り
に
小
さ
い
な

が
ら
も
入
り
海
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
先
に
見
た
藤
潟
と
同
じ
性
質

の
入
り
海
で
あ
る
。

ま
ず
、
南
部
の
状
況
を
見
よ
う
。
第

２
図
で
は
、
現
在
の
砂
原
・
東
山
集
落

と
香
良
洲
神
社
か
ら
香
良
洲
公
園
に

か
け
て
の
二
ヶ
所
に
砂
堆
が
あ
る
。
入
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宮
権
益
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
発

生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
中

世
矢
野
の
湊
機
能
は
、
人
と
物
の
動
き

に
対
す
る
神
宮
の
支
配
機
構
が
根
底

に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文

明
五
年
以
前
か
ら
矢
野
に
海
関
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
伊
勢
海
小
廻
船
の
動
き

の
な
か
で
、
矢
野
に
海
関
を
置
く
こ
と

が
大
き
な
権
益
に
つ
な
が
る
と
い
う
背

景
、つ
ま
り
は
矢
野
に
お
い
て
神
宮
側

物
資
の
集
散
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
た
場
合
、
雲
出
川
河
口
部

に
位
置
す
る
当
地
の
集
散
機
能
の
第

一
と
し
て
、
雲
出
川
上
流
部
の
木
材
を

想
定
し
て
お
き
た
い
。
木
材
を
中
心
と

し
た
集
散
地
と
し
て
の
機
能
が
、
中
世

矢
野
が
持
つ
湊
と
し
て
の
第
一
義
的
意

味
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
矢
野
近
隣
で
生
産
さ
れ
て
い
た
塩

も
重
要
な
商
品
と
考
え
ら
れ
る
。

二
ヶ
所
の
海
関
を
入
り
海
と
の
関
係

で
見
る
と
、
北
側
は
伊
勢
北
中
部
と
、

南
側
は
伊
勢
南
部
と
の
舟
運
と
関
連

し
て
い
よ
う
。
二
ヶ
所
の
海
関
を
設
定

す
る
こ
と
で
、
雲
出
川
水
運
の
要
か
ら

伊
勢
湾
の
南
北
へ
の
物
資
集
散
を
確
実

に
押
さ
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

な
お
、
矢
野
に
対
す
る
支
配
は
物
流

の
み
で
は
な
い
。
雲
出
川
を
挟
ん
で
長

野
氏
と
北
畠
氏
は
対
峙
す
る
。
矢
野

を
確
保
す
る
こ
と
は
、
雲
出
川
の
流
通

を
掌
握
す
る
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
側
の
領
域
に
対
す
る
前
線
基
地
を

設
け
た
に
も
等
し
い
こ
と
と
な
る
。

矢
野
の
地
域
的
意
義
は
、
以
上
の
二

点
を
考
え
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
も
、

矢
野
の
地
勢
を
背
景
と
し
た
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

中
世
矢
野
は
、
湊
と
し
て
は
決
し
て

大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
は
伊
勢

神
宮
、
あ
る
い
は
長
野
氏
・
北
畠
氏
の

食
指
が
常
に
動
く
重
要
地
で
あ
っ
た
。

矢
野
は
、
桑
名
・
安
濃
津
・
大
湊
な
ど

の
大
規
模
な
湊
を
擁
す
る
伊
勢
湾
西

岸
部
の
な
か
に
あ
っ
て
も
な
お
存
在
す

る
小
規
模
な
湊
の
意
義
を
鮮
や
か
に

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹇
文
献
﹈

高
橋
　
学（
一
九
七
九
）「
先
史
・
古
代

に
お
け
る
雲
出
川
下
流
平
野
の
地

形
環
境
」（『
人
文
地
理
』第
三
一
巻

第
二
号
）

稲
本
紀
昭
ほ
か（
一
九
八
八
）『
三
重
県

の
地
名
』日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二

四
巻（
平
凡
社
）

飯
田
良
一（
一
九
八
八
）「
文
明
年
間
に

お
け
る
伊
勢
湾
の
警
固
と
廻
船
」

（『
三
重
県
史
研
究
』第
四
号
）

岡
田
文
雄
ほ
か（
一
九
九
一
）「
一
志
郡

香
良
洲
町
」（『
角
川
日
本
地
名
大
辞

典
』）

香
良
洲
町
編（
一
九
九
三
）『
香
良
洲
町

史
』

齋
藤
直
樹（
一
九
九
九
）『
香
良
洲
西
山

遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』（
三
重
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

伊
藤
裕
偉（
一
九
九
九
）「
安
濃
津
の
成

立
と
そ
の
中
世
的
展
開
」（『
日
本
史

研
究
』四
四
八
）

い
と
う
ひ
ろ
ひ
と

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

日
本
中
世
史

中
世
矢
野
の
湊
と
機
能

を
雲
出
川
古
川
、
南
流
部
を
雲
出
川
新

川
と
呼
ん
で
い
る
。『
正
保
国
絵
図
』に

は
い
ず
れ
の
流
域
も
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も
江
戸
前
期
ま
で

に
は
今
の
位
置
に
定
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
が
厳
密
に
ど
の
時
代
な
の

か
は
特
定
し
難
い
。
た
だ
、
前
出
の『
土

地
条
件
図
』や
高
橋
学
氏
の
研
究（
高

橋
一
九
七
九
）な
ど
、い
く
つ
か
の
地
理

学
的
検
討
か
ら
は
雲
出
川
下
流
部
の

旧
河
道
は
複
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
大

き
な
堤
防
が
で
き
な
い
限
り
、
下
流
部

は
幾
筋
も
の
流
路
が
同
時
に
あ
っ
た
可

能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。『
土
地
条
件
図
』

や
そ
の
他
の
地
理
学
的
な
検
討
資
料

を
見
る
限
り
、
香
良
洲
町
域
の
地
形
と

隣
接
す
る
津
市
・
三
雲
町
と
の
間
に
不

自
然
な
つ
な
が
り
は
見
ら
れ
な
い
。
雲

出
川
新
川
は
、
中
世
に
も
存
在
し
て
い

た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
現
在
ほ
ど
の

幅
員
は
無
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

３
　
中
世
矢
野
の
地
域
的
意
義

中
世
の
矢
野
に
は
長
野
氏
や
北
畠

氏
と
い
っ
た
時
の
領
主
権
力
が
大
き
く

関
与
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
神
宮
領

箱
木
御
薗
の
存
在
や
伊
勢
海
小
廻
船

と
神
宮
と
の
関
わ
り
と
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
長
野
氏
・
北
畠
氏
の
関
与
は
神
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「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
報
告
会

「三重の文化と社会」報告会

2002年３月５日に香良洲町の「サンデル
タ香良洲」において、大学院科目「三重の
文化と社会」の報告会が開かれました。

同日18時から19時35分まで、７件が発表
されました（下記囲み記事参照）。休憩の後、
質疑の時間がもたれ、21時過ぎに成功裡に
終了しました。参加者数は約80名でした。

発表会場、サンデルタ香良洲

会場風景

発表者控席

「雲出川流域における塩の生産と流通」
（山田智真・三品典生）

「南北朝時代における伊勢国一志郡矢野村領主
矢野氏の立場について」（石川匡伸）

「中世矢野の湊と機能」 （伊藤裕偉）
「江戸時代における香良洲の陸上交通の様相」

（鴨頭俊宏）
「近世末期矢野村をとりまく人的つながりにつ
いて」 （上野周子）

「三重海軍航空隊の立地とその選定」（寺嶋吉明）
「『香良洲町の地域特性を』活かした豊かな社会
を目指して」
（山川退三・別所莞至・川村敏也・鶴見雅子）

発表内容
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伊 勢 神 宮
―過去、現在、未来の合一する姿―

南アフリカ大学美術史学科

エステル　A マレ（Estelle A.Maré）

内
宮（
図
１
〜
３
）お
よ
び
外
宮（
図
４
〜

５
）を
中
心
と
し
、
伊
勢
神
宮
と
総
称
さ
れ
る

も
っ
と
も
神
聖
な
る
三
重
県
伊
勢
の
神
道
建

築
群
は
西
洋
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て

は
い
な
い
。
日
本
の
寺
院
、
神
社
、
城
郭
に
一

章
を
割
い
て
い
る
よ
う
な
西
洋
の
建
築
史
の

書
物
に
お
い
て
も
、
伊
勢
は
通
常
い
く
ら
か

の
説
明
を
添
え
た
内
宮
本
殿
の
例
が
与
え
ら

れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
神
社
の
建
物
が
20

年
ご
と
に
隣
接
す
る
場
所
に
建
て
替
え
ら
れ

続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。【
し
か
し
、】主
要
な
社
殿
と
副
次
的

な
そ
れ
ら
の
建
築
様
式
に
関
す
る
記
述
は
、

ひ
さ
し
の
突
き
出
た
急
傾
斜
の
葺
き
屋
根
、

主
室
の
高
床
構
造
、
壁
と
な
る
軽
量
木
材
に

よ
る
間
仕
切
り
な
ど
に
限
ら
れ
、
こ
れ
に
、
こ

れ
ら
の
社
殿
の
原
型
が
葺
き
屋
根
と
脚
柱
を

伴
う
日
本
古
来
の
テ
ン
ト
型
の
小
屋
に
あ

る
、
と
い
っ
た
説
明
が
伴
う
の
が
せ
い
ぜ
い
で

あ
る
。
社
殿
や
そ
の
境
内
の
囲
い
の
配
置
が

基
本
的
に
対
称
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

日
本
的
な
考
え
方
・
も
の
の
設
計
は
、
周
り
の

環
境
の
持
つ
自
然
な
形
態
と
は
対
照
的
な
極

度
の
形
式
性
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
も
言
わ

れ
る
。【
こ
う
い
っ
た
】様
々
な
記
述
や
歴
史
的

事
実
も
軽
ん
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿

の
目
的
は
そ
の
よ
う
な
記
述
を
す
る
こ
と
で

は
な
く
て
、
宗
教
建
築
の
一
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な

具
現
例
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
が
持
つ
意
味
を

解
釈
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
こ
の

目
的
に
沿
っ
て
、
日
本
の
建
築
家
丹
下
健
三

と
川
添
登
が
彼
ら
の
伊
勢
に
つ
い
て
の
著
書

の
中
で
表
明
し
て
い
る
考
え
を
引
く
こ
と
と

し
た
い
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
す
べ
て
の
真
正
な
る
建
築
に
具

現
す
る
で
あ
ろ
う
―
天
と
地
と
人
と
神
性
の

統
一
と
い
う
―
四
辺
界
【
原
語
は

a

c
o
s
m
o
lo
g
ic
a
l
fo
u
rfo
ld：

こ
の
語
の
訳

に
関
し
て
は
末
尾
の
訳
者
註
記
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
】な
る
概
念
を
仮
設
し
て
い
る

が
、
日
本
建
築
と
そ
の
文
化
的
文
脈
の
原
型

と
し
て
の
伊
勢
に
関
す
る
丹
下
と
川
添
の
所

見
は
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
定
式
化
す
る
理

論
的
洞
察
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。伝

説
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
内
宮
は
垂
仁
天
皇

（
二
四
九-

二
八
〇
）の
治
世
に
創
建
さ
れ
て
い

る
。
垂
仁
の
娘
、
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
皇
女【
倭
姫
命

（
や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
）】は
大
御
神
を
崇
め

奉
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
求
め
て
各
地
を

巡
っ
た
。
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
が
伊
勢
の
地
に
や
っ
て

き
た
時
、
次
の
よ
う
な
お
告
げ
を
受
け
た
。

「
こ
の
地
は
激
し
い
嵐
の
吹
か
ぬ
土
地
、
弓
の

し
な
る
音
、
矢
の
う
な
る
音
の
聞
こ
え
ぬ
平

和
な
土
地
ゆ
え
に
、
私
は
こ
の
地
に
や
す
ら

ぎ
た
い
と
思
う
。」
そ
こ
で
、ヤ
マ
ト
ヒ
メ
は
、

日
本
の
皇
統
の
祖
に
し
て
国
の
守
護
と
し
て

崇
拝
さ
れ
て
い
た
こ
の
大
御
神
、
太
陽
の
女

神
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ【
天
照
坐
皇
大

御
神（
あ
ま
て
ら
し
ま
す
す
め
お
お
み
か
み
）】

の
為
の
神
社
を
建
立
し
た
。
こ
の
女
神
は
、

内
宮
の
本
殿
で
、
日
本
の
三
つ
の
聖
な
る
宝

【
三
種
の
神
器
】の
一
つ
で
あ
る
聖
鏡【
八
咫
鏡
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（
や
た
の
か
が
み
）】を
住
処
と
し
て
い
る
。
こ

の
鏡
は
、
そ
の
日
本
へ
の
到
来
を
憶
い
起
こ
さ

せ
る
べ
く
、
本
殿
の
中
央
の
柱
の
上
方
に
据

え
ら
れ
た
長
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
の
舟
形
の
容

器
に
収
ま
っ
て
い
る
。

伊
勢
の
社
殿
に
使
わ
れ
て
い
る
構
造
材
は

主
と
し
て
ヒ
ノ
キ【
原
文
で
はc

yp
re
s
s

（
＝

西
洋
糸
杉
）とc

e
d
a
r

（
＝
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
）の
二

語
が
使
わ
れ
て
い
る
】と
屋
根
葺
き
材
で
あ

り
、
こ
れ
に
い
く
ら
か
の
金
属
装
飾
が
付
随

す
る
。
彫
像
と
か
奥
を
推
し
量
ら
せ
る
よ
う

な
入
り
組
ん
だ
空
間
と
か
が
し
つ
ら
え
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
洗
練
さ
れ
た
精

細
さ
が
強
く
人
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
伊
勢
内
宮
、
及
び
、
そ
こ
か
ら

お
よ
そ
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル【
正
確
に
は
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
と
も
】に
位
置
す
る
外
宮
を
論
じ

る
に
あ
た
っ
て
は
更
に
奥
底
に
あ
る
意
味
を

求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秩
序
を
産
み
出
そ

う
と
す
る
人
間
達
が
い
る
こ
と
を
、
地
上
の

こ
の
場
処
に
棲
む
よ
う
招
じ
ら
れ
た
神
々
の

目
に
見
え
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
建
築
的

な
努
力
を
、
こ
の
二
つ
の
神
社
は
体
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
内
宮
と
外
宮
の
設
計
に
は
、

山
や
森
や
空
の
存
在
を
鋭
敏
に
感
じ
取
ろ
う

と
す
る
意
識
が
色
濃
く
残
り
、
今
な
お
そ
こ

に
神
道
と
い
う
宗
教
の
起
源
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
大
地
の
要
素
た
る
石
や
木
や

水
と
、
空
に
属
す
る
空
気
や
風
と
の
間
の
自

然
な
関
係
を
と
ら
え
た
そ
の
建
築
形
態
を

樹
々
や
滝
、
そ
の
他
伊
勢
神
宮
の
各
敷
地
を

囲
む
様
々
な
自
然
の
事
象
が
補
完
し
て
い

る
。内

宮
へ
は
五
十
鈴
川
を
跨
ぐ
木
橋
を
通
っ

て
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
橋
の
尽
き
る

と
こ
ろ
で
鳥
居
が
、
今
ま
さ
に
神
道
の
聖
域

へ
立
ち
入
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
告
知
し
て
い
る（
図
８
）。
垣
に
囲
わ
れ

た
社
や
し
ろへ

の
経
路
は
小
石
で
舗
装
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
訪
れ
る
者
の
歩
み
に
ザ
ク
ザ
ク

【za
ku
-za
ku

】と
い
う
音
を
生
じ
せ
し
め
、

そ
の
歩
み
の
踏
み
し
だ
く
不
浄
な
空
間
部
分

は
神
々
の
聖
な
る
空
間
と
は
画
然
と
区
分
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
耳
を
通
し
て

思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
伊
勢

神
宮
の
す
べ
て
の
境
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、

神
々
の
住
処
と
し
て
敬
わ
れ
て
い
る
石
や
岩

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
は
大
い
な
る
芸
術
美

を
有
す
る
伝
統
的
日
本
式
石
庭
の
さ
き
が
け

で
あ
り
、「
古
し
え
の
日
本
人
達
は
、
こ
れ
ら

の
石
の
中
に
、
自
然
と
自
然
現
象
の
内
部
に

棲
み
つ
い
て
い
る
何
が
し
神
秘
的
な
も
の
を

見
出
す
」（T

a
n
g
e
1
9
6
5
:
2
5

）ゆ
え
に
、

象
徴
的
な
意
味
を
横
溢
さ
せ
て
い
る
。
伊
勢

神
宮
の
こ
れ
ら
の
石
は
道
の
両
側
に
沿
っ
て

縄
と
白
い
ひ
ら
ひ
ら
と
し
た
紙
片
で
も
っ
て

周
囲
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

石
は
一
段
と
人
の
目
を
引
く
も
の
に
な
る
と

と
も
に
、
こ
れ
は
神
道
信
者
達
が
自
然
界
の

事
物
に
注
い
で
き
た
慈
し
み
と
敬
い
の
念
を

如
実
に
示
し
て
も
い
る（
図
９
）。
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明
確
に
境
界
を
定
め
ら
れ
た
敷
地
内
に
お

け
る
建
造
物
の
配
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が

超
自
然
界
の
序
列
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位

階
に
あ
る
の
か
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

奈
良
時
代（
六
四
五-

七
九
四
）に
あ
っ
て
は
、

内
宮
は
主
聖
殿
と
東
西
の
宝
物
庫
に
加
え

て
、七
十
の
副
次
的
な
建
造
物
を
持
っ
て
い
た
。

四
七
八
年
に
創
建
さ
れ
、
穀
物
の
女
神
ト
ヨ

ウ
ケ
ノ
オ
オ
カ
ミ【
豊
受
大
御
神（
と
よ
う
け

の
お
お
み
か
み
）】を
祭
る
外
宮
は
そ
れ
よ
り

控
え
め
で
五
十
の
副
次
的
建
造
物
を
持
っ
て

い
た
。
神
宮
社
域
の
こ
の
大
き
な
広
が
り
は
、

当
時
の
祭
礼
の
壮
大
さ
や
、
ま
た
、
そ
こ
に
住

む
神
々
と
想
定
さ
れ
て
い
た
豊
か
で
多
様
な

存
在
の
壮
大
さ
を
証
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、

両
宮
は
四
つ
の
方
形
の
建
物
の
み
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
正
殿
、
最
も
奥
の
柵
垣【
原
語

はfe
n
c
e：

伊
勢
神
宮
で
は
御
垣
と
呼
ん
で

い
る
】の
内
側
の
二
つ
の
宝
物
庫
、
そ
し
て
、

第
二
と
第
三
の
柵
垣
の
間
に
あ
る
神
官
た
ち

の
会
所
で
あ
る
。
お
よ
そ
十
八
メ
ー
ト
ル
×

三
十
九
メ
ー
ト
ル
の
平
ら
か
な
整
地
を
囲
む

柵
垣
と
更
に
三
つ
の
内
部
の
柵
垣
は
今
な
お

聖
性
の
序
列
を
截
然
と
画
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
社
殿
は
八
〇
四
年
に
さ

か
の
ぼ
る
文
書『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』に
お
け

る
記
述
に
似
た
姿
を
今
も
と
ど
め
て
い
る
。

内
宮
の
主
た
る
社
殿【
正
殿

し
ょ
う
で
ん

】の
内
部
は
も

と
も
と
人
間
を
収
容
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て

は
お
ら
ず
神
の
御
魂
の
安
息
の
場
処
を
第
一

義
と
す
る
も
の
ゆ
え
、
こ
の
社
殿
の
造
り
そ

の
も
の
は
小
規
模
で
あ
る
。
内
宮
の
建
造
物
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群
は
四
つ
の
囲
み
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る（
図

10
）。
第
一
の
囲
み
の
み
が
、
広
く
人
々
に
開

か
れ
た
門
口
に
よ
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
る
。

身
分
の
高
い
選
ば
れ
た
人
々
は
第
二
の
囲
み

内
へ
の
立
ち
入
り
が
許
さ
れ
る
が
、
第
三
と
第

四
の
囲
み
の
内
は
最
高
神
官
た
る
天
皇
の
み

に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
特
に
許
さ
れ
た
参
詣

者
は
神
官
に
よ
っ
て
奥
の
社
に
面
し
た
場
所

へ
と
案
内
さ
れ
、
そ
こ
で
神
に
向
か
っ
て
深
く

一
礼
し
三
度
手
を
打
つ
こ
と
を
得
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は「
天
皇
と
日
本
民
族
の
尊

き
祖
先
に
対
し
て
崇
敬
の
念
を
表
し
た
」

（R
u
b
e
n
s
te
in
1
9
8
9
:8
4

）こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

四
つ
の
木
製
の
柵
垣
の
向
こ
う
に
、
訪
問

者
は
Ｖ
字
型
を
し
た
屋
根
で
金
属
装
飾
で
煌

め
く
部
位（
図
11
）を
垣
間
見
る
こ
と
が
あ
る
。

カ
ツ
オ
ギ【
鰹
木
】と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
部

位
は
も
と
も
と
風
に
対
す
る
防
御
と
し
て
機

能
す
る
オ
モ
シ
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
天
皇
の

御
所
の
様
式
化
し
た
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。
要

約
す
る
に
、
丹
下
健
三
は
こ
う
断
ず
る
。

自
然
の
闇
か
ら
、
古
代
日
本
人
の
旺
盛
な
概
念
形

成
能
力
が
、
伊
勢【
神
宮
】の
形
へ
と
集
積
し
て
い

く
魂
の
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
を
徐
々
に
形
作
っ
て
い

っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
と
こ
し
え
の
闇
と
と
こ
し

え
の
光
が
、
命
み
な
ぎ
る
も
の
と
美
的
な
る
も
の

が
、
均
衡
し
、
そ
し
て
自
然
と
調
和
し
た
世
界
が

自
ら
を
劈
き
現
わ
す
。

伊
勢
神
宮
の
社
殿
建
築
は
、
た
と
え
そ
の

モ
デ
ル
が
質
素
な
高
床
貯
蔵
庫
に
す
ぎ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
の
人
々
に
よ
る

最
初
の
建
築
上
の
偉
業
で
あ
る
。
こ
の
貯
蔵

庫
に
つ
い
て
は
、
丹
下
健
三
が
以
下
の
如
く

描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
貯
蔵
庫
を
と
り
わ
け
特
徴
づ
け
る
も
の
は
そ

の
壁
の
構
造
で
あ
り
、
そ
の
壁
は
ロ
グ
キ
ャ
ビ
ン

【
丸
太
小
屋
】様
に
四
隅
で
相
互
に
交
差
す
る
板

で
出
来
て
お
り
、
屋
根
の
重
み
を
直
接
支
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
我
々
が
目
に
す
る
伊
勢

の
内
宮
と
外
宮
の
両
宮
の
主
聖
殿
の
作
り
は
唯

一
神
明
造（
ゆ
い
い
つ
し
ん
め
い
づ
く
り
）と
呼
ば

れ
、
柱
と
梁
か
ら
構
成
さ
れ
、
柱
と
柱
の
間
に
板

が
は
め
込
ま
れ
て
壁
を
な
し
、
手
す
り
つ
き
の
張

り
出
し
床
を
伴
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

六
七
二
年
か
ら
六
八
六
年
ま
で
在
位
し
た

天
武
天
皇
の
時
代
以
来
、
千
三
百
年
以
上
に

わ
た
っ
て
、
内
宮
と
外
宮
が
い
ず
れ
も
二
〇
年

周
期
で
立
て
直
さ
れ
続
け
、
最
近
で
は
一
九

九
三
年
に
六
五
度
目
の
建
て
直
し
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
目
覚

し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ゆ
え
に
、
バ
チ
ャ

ー
ド（T

a
n
g
e
1
9
6
5
:9

）
に
倣
え
ば
、
現

在
の
社
殿
は「
極
め
て
古
く
極
め
て
新
し
い
」

の
で
あ
る
。
渡
邊
保
忠（1

9
7
4
:2
6

）
は
こ

の
建
て
直
し
に
よ
る
歴
史
記
憶
の
喚
起
と
い

う
効
果
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

立
て
直
さ
れ
て
間
も
な
い
社
で
否
応
な
く
目
に
つ

く
真
新
し
い
木
材
に
、
見
る
者
は
こ
の
聖
殿
を
か

つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
想
い
描
く
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
建
物
そ
れ
自

体
は
変
わ
り
続
け
て
い
て
も
、
神
道
の
社
は
最
初

の
建
築
の
意
図
、
基
本
デ
ザ
イ
ン
を
と
ど
め
る
よ

う
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
見
る
者
が
想
い
描
く
よ

う
求
め
ら
れ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
か
つ
て
存
在
し

た
形
で
の
古
し
え
の
社
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

あ
る
ひ
と
つ
の
建
築
様
式
が
こ
の
よ
う
に

永
続
性
を
持
ち
得
た
と
こ
ろ
に
、
人
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
神
話
思
考
が
な
ん
ら
か
の
確
立

さ
れ
た
概
念
に
時
代
を
超
え
た
価
値
を
吹
き

込
み
得
る
か
の
こ
の
上
な
き
例
を
見
出
す
か

も
し
れ
な
い
。
伊
勢
社
殿
群
が
日
本
の
他
の

あ
ら
ゆ
る
神
道
聖
殿
の
原
型
と
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
同
じ
基
本
デ
ザ
イ

ン
、
配
置
様
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、

日
本
の
神
道
信
者
達
が
人
間
と
神
性
の
統
一

は
こ
の
神
社
建
築
に
こ
そ
そ
の
真
実
の
姿
を

見
せ
て
い
る
の
だ
と
認
め
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
丹
下
健
三
が
こ
れ
ら
の
社

殿
を
建
て
る
者
達
の
起
源
に
ま
で
遡
っ
て
、
こ

の
確
立
さ
れ
た
社
殿
設
計
と
そ
の
定
期
的
な

再
構
築
の
も
つ
神
話
的
な
意
味
の
認
識
を
次

の
よ
う
に
表
明
し
た
と
し
て
も
驚
く
に
は
当

た
ら
な
い
。

日
本
人
が
神
な
る
も
の
を
垣
間
見
よ
う
と
試
み

る
と
き
、
こ
の
形
こ
そ
が
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
日
本
人
は
こ
の
形
の
中

に
神
な
る
も
の
を
見
た
、
と
い
う
べ
き
か
。
こ
の
形

の
創
出
を
支
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
こ
そ
が
ま
た
日
本

人
を
一
つ
の
民
族
へ
と
鍛
結
し
て
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
も
あ
る
。
こ
の
形
こ
そ
日
本
人
の
原
初
的
本

質
を
映
し
出
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

神
々
を
視
覚
的
に
提
示
す
る
よ
う
な
も
の

が
伊
勢
神
宮
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

か
ら
、
丹
下
健
三
は
社
そ
の
も
の
が「
諸
々
の
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神
話
の
象
徴
的
な
形
」で
あ
る
と
す
る
。
本
質

に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
は
神
道
の
世
界
を
表

現
し
て
い
る
。「
シ
ン
ト
ウ
」と
は
こ
の
言
葉
を

構
成
す
る
二
つ
の
漢
字
の
中
国
語
読
み【
音

読
み
】で
あ
り
、
通
常"th

e
W
a
y"

（
道
）な
い

し''T
e
a
c
h
in
g

（
教
え
）of

th
e
G
o
d
s
"

と

訳
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
道
の

"th
e

W
a
y"

（
道
）と
は
天
と
地
の
全
体
性
を
包
含

す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
と
超
自
然
の
統
一

が
永
在
し
て
い
る
が
ご
と
き
神か

み

路じ

・
島
路

し
ま
じ

両

山
の
裾
野
の
森
に
座
す
る
伊
勢
神
宮
の
よ
う

な
神
道
神
社
を
理
解
す
る
鍵
は「
神
の
道
」

（
し
ば
し
ば「
神
」と
省
さ
れ
る
）と
い
う
概
念

で
あ
る
。

S
.S
h
u
n
zu

（1
9
7
5
:2
5

）は
こ
う
説
明
す

る
。こ

の
語[

神]

は
ま
ず
第
一
に
天
と
地
の
様
々
な
神

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
…
、
し
か
し
ま
た
、

鳥
、
獣
、
草
木
、
海
、
そ
し
て
、
そ
の
並
外
れ
際
立

っ
た
力
ゆ
え
に
畏
れ
敬
わ
れ
る
に
足
る
あ
ら
ゆ
る

も
の
、
そ
れ
ら
も
ま
た
神
と
呼
ば
れ
る
。
よ
り
重

き
神
た
ち
は
そ
の
程
度
を
異
に
し
つ
つ
も
誕
生
、

成
長
、
変
化
、
そ
し
て
死
と
関
る
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
高
き
天
の
原【
高
天
原
】の
住
神
達
の
中
か

ら
や
が
て
二
人
の
神
イ
ザ
ナ
ギ【
伊
邪
那
岐
】と
イ

ザ
ナ
ミ【
伊
邪
那
美
】が
現
れ
、
二
人
は
太
陽
の
女

神
と
月
の
神
を
産
ん
だ
。

ま
た
、
丹
下（1

9
6
5
:3
9

）の
説
明
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
伊
勢
に
お
い
て
崇
め
ら
れ
て
い

る
神
々
は
、

自
然
及
び
農
耕
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
る
。
水
、
井
戸
、
川
、
池
、
そ
し
て
滝
に
つ
な
が

る
神
が
お
り
、
ま
た
、
海
に
、
農
業
に
、
そ
し
て
、

太
陽
や
月
の
如
き
自
然
現
象
に
つ
な
が
る
神
が
い

る
。
こ
れ
ら
の
神
々
が
、
我
々
に
太
古
の
昔
を
憶

い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
、
五
十
鈴
川

の
畔
で
伊
勢
湾
に
臨
し
た
こ
の
深
い
森
の
中
に
ひ

っ
そ
り
と
住
ま
わ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
広
々

と
し
た
空
間
の
中
で
天
地
開
闢[

日
本
列
島
創
造]

神
話
の
伝
説
的
世
界
が
我
々
の
眼
前
に
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

天
と
地
は
別
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
ふ
た

つ
は
同
属
で
あ
り
、
両
者
は
統
一
さ
れ
て
自

然
に
お
け
る
諸
々
の
循
環
を
映
し
出
す
。
同

様
に
、
定
期
的
に
再
建
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
永

き
に
わ
た
り
そ
の
姿
が
変
わ
る
こ
と
の
無

い
伊
勢
の
社
殿
構
造
も
ま
た
、
川
添
登

（T
a
n
g
e
1
9
6
5
:1
6
7

）が「
同
時
的
な
対

立
と
調
和
」を
開
示
す
る
も
の
と
言
う
と
こ

ろ
の
、
自
然
の
循
環
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
見
方
は
、
人
間
も
そ
の
一
部
を
な
す「
同

時
的
な
対
立
と
調
和
」と
い
う
四
辺
界
宇
宙

に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
洞
察
と
響
き
あ

う
も
の
で
あ
る
。
死
す
べ
き
も
の
た
る
我
々
人

間
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
地
上
に
縛
り
つ
け
ら

れ
た
存
在
で
あ
る（H

e
id
e
g
g
e
r
1
9
4
9
:

2
7
4

）。
地
の
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
天

の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
、
建

築
物
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
、
自

分
達
は
ま
た
天
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
る
の

だ
と
肯
ん
ず
る
力
を
得
る
。
天
と
関
係
を
持

つ
と
い
う
こ
と
は
超
越
的
な
る
も
の
と
の
関

係
を
含
意
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
々
も
ま
た

人
間
と
同
じ
く
天
と
地
の
双
方
に
関
り
を
持

ち
人
間
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
世
界
に
暮
ら
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

神
道
に
お
い
て
は
神
々
が
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。「
神
々
の

イ
メ
ー
ジ
で
思
考
す
る
か
わ
り
に
、
日
本
人

は
神
々
の
動
き
回
る
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
思
考
す
る
」（T

a
n
g
e
1
9
6
5
:
3
0
-

3
1

）。
非
常
に
古
い
時
代
か
ら
訪
問
者
が
近

寄
っ
て
は
な
ら
な
い
領
域
を
画
定
す
る
た
め

に
藁
縄
が
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
領
域

が
今
日
な
お
、
こ
の
空
間
は
神
の
占
有
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
同

時
に
神
々
そ
れ
自
身
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ

（1
9
6
4
:1
6
7

）の
自
然
崇
拝
に
対
す
る
洞

察
を
想
い
起
こ
す
こ
と
で
説
明
さ
れ
る
だ
ろ

う
。「
天
地
に
あ
る
モ
ノ
に
対
す
る
崇
敬
は
い

わ
ゆ
る
物
神
崇
拝（
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
）で
は
な

い
。
崇
敬
さ
れ
て
い
る
の
は
木
や
泉
や
石
で

は
な
く
て
、
そ
れ
ら
を
介
し
て
顕
現
す
る
聖

な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」

評
　
価

伊
勢
の
内
宮
と
外
宮
に
お
い
て
は
、
自
然

的
な
も
の
と
超
自
然
的
な
も
の
が
密
に
肩
を

寄
せ
合
っ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
両

者
が
そ
の
別
個
の
同
一
性
を
保
持
し
た
形
に

お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
空

間
の
明
確
な
区
切
り
に
現
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
境
界
の
画
定
は
モ
ノ
を
建
て
る
こ
と
、
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生
産
は【
自
然
の
】破
壊
を
内
包
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
ヒ
ノ
キ
か
ら
構
造
材
を
拵
え
る
作
業

場
は
伊
勢
神
宮
に
柱
、
梁
、
壁
パ
ネ
ル
、
柵
材
と

い
っ
た
建
築
部
材
を
新
調
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
部
材
は
又
二
〇
年
サ
イ
ク
ル
の
建
て
替
え
に

お
い
て
他
の
社
殿
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ビ
タ
ル（1

9
9
8

）の
、
あ
ら

ゆ
る
有
機
体
は
時
間
の
流
れ
の
中
で
は
有
限
に

し
て
孤
立
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
誕
生
と
産
出

を
通
し
て
常
に
回
帰
す
る
も
の
で
も
あ
る
、
と

い
う
考
え
と
こ
だ
ま
し
あ
っ
て
い
る
。

個
々
の
有
機
体
あ
る
い
は
個
々
の
社
は
終
わ

り
ア
ル
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
ま
た
同

時
に
誕
生
あ
る
い
は
再
生
を
介
し
て
終
わ
り
ナ

キ
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
神
道
は
自
然
宗
教
で

あ
る
ゆ
え
に
、
周
期
性
が
そ
の
基
本
概
念
の
一

つ
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
の
社
殿
の
再

生
は
、
自
然
界
の
季
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
再

生
を
象
徴
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、

神
々
の
た
め
の
社
は
そ
の
神
々
の
持
つ
恒
久
的

側
面
を
何
ら
か
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
時
空
の
内
に
存
す

る
い
か
な
る
も
の
も
恒
久
性
を
持
っ
て
は
い
な

い
の
で
あ
り
、
こ
の
難
点
を
回
避
す
る
唯
一
の

方
法
が
神
々
の
住
処
を
定
期
的
に
再
生
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

丹
下
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
表
現
の

間
の
相
違
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

住
ま
う
こ
と
の
必
須
の
前
提
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ル
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン（1

9
8
9
:8
1

）は
、「﹇
伊

勢
神
宮
に
お
い
て
﹈人
の
手
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
石
が
手
入
れ
さ
れ
、
玉
砂
利
の
一
粒
一
粒
に

ど
ん
な
に
世
話
が
か
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、

こ
こ
を
支
配
す
る
の
は
自
然
で
あ
っ
て
、
人
間
で

は
な
い
」と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
は
人

間
と
神
の
い
ず
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
も
な

く
、
死
す
べ
き
も
の
と
超
越
的
な
る
も
の
の
全
て

を
包
み
込
ん
で
い
る
。
天
と
地
の
領
分
、
神
々

と
死
す
べ
き
人
間
達
の
領
分
は
、
結
び
合
わ
さ

れ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
論
文"B

u
ild
in
g

d
w
e
llin
g
th
in
kin
g
"

（1
9
7
7

）に
描
く
、
四

辺
界
の
統
一
へ
と
到
る
。
こ
の
哲
学
者
に
よ
れ

ば
、
天
と
地
と
神
と
人
間
が
相
互
に
関
係
を
結

ん
で
た
ち
現
れ
て
く
る（
あ
る
い
は
、「
存
在
に
い

た
る
」）こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
そ
の
姿
を
劈ひ

ら

く
。

天
と
地
で
も
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
味
す
る

も
の
は
物
質
世
界
の
総
和
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
体

と
無
生
物
の
総
体
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

統
一
的
構
造
体
と
し
て
の
四
辺
界
は
動
的
な
性

格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
四
つ
の

構
成
要
素
の
統
一
的
同
一
性
と
そ
れ
ら
の
間
の

相
違
の
双
方
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
用
語
法
で
言
え
ば
、
四
辺
界
は
、
芸
術

や
建
築
の
作
品
を
含
む
す
べ
て
の
真
正
な
る
モ

ノ
の
中
に「
安
置
」【"g

u
a
rd
e
d
"

】さ
れ
て
い
る
。

天
と
地
の
間
の
統
一
と
相
違
の
双
方
が
、
人
間

た
ち
が
居
住
の
充
足
を
見
出
せ
る
状
況
を
形
成

し
て
く
れ
る
よ
う
な
真
正
な
る
建
築
の
中
に
は

反
映
さ
れ
る
。
真
正
な
る
居
住
の
た
め
に
は
人

間
達
は
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
建

築
は
整
地
、
あ
る
い
は
た
と
え
ば
ひ
と
つ
の
部

屋
の
よ
う
な
明
確
に
区
切
ら
れ
た
空
間
を
必
要

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
を
伊
勢
と
結
び
つ
け

よ
う
と
す
る
時
、
丹
下
健
三
と
川
添
登（1

9
6
5

:1
6
7

）の
表
明
す
る
類
似
の
考
え
を
引
用
し
て

も
よ
か
ろ
う
。
二
人
は
、
内
な
る
宮
と
外
な
る

宮
の
二
つ
に
区
分
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
地
上

的
な
る
も
の
と
天
上
的
な
る
も
の
の
均
衡
を
目

に
見
え
る
形
で
以
っ
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
、
人
間
生
活
に
お
け

る
基
本
的
必
需
物
を
統
べ
る
外
宮
は
、
天
空
の

あ
る
要
素
を
祭
る
内
宮
と
相
い
補
い
あ
う
も
の

と
な
る
。
こ
の
洞
察
は
、
宗
教
的
な
観
点
と
建

築
的
な
観
点
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の

社
の
持
つ
意
味
の
或
る
側
面
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
際
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
み
な
し
得
る
で
あ

ろ
う
。

伊
勢
神
宮
は
神
道
信
仰
の
枠
を
越
え
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
世
界
に
送
っ
て
い
る
。
神
宮
は
、
お
よ

そ
木
石
な
ら
ぬ
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
免
れ
得
ぬ
自

然
の
循
環
と
い
う
も
の
を
自
ら
を
以
っ
て
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
生
と
死
、
誕
生
と
死
亡
、
老

衰
と
回
春
の
絶
え
間
な
い
過
程
の
中
で
万
物
は

現
れ
、
朽
ち
、
消
え
て
い
く
。
伊
勢
神
宮
の
社
た

ち
は
、
生
の
過
程
の
持
つ
こ
れ
ら
の
両
極
性
の

ひ
と
つ
の
原
型【a

rc
h
e
typ
e

】、
再
生
と
破
壊

が
そ
こ
で
合
一
さ
れ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
原
型
、

を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
道
信
仰
は
生

命
全
体
の
統
一
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
系
の
生
態
バ

ラ
ン
ス
を
尊
ぶ
。
建
築
の
た
め
の
自
然
素
材
の
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空
間
を
形
あ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋

に
お
い
て
は
、
そ
の
空
間
を
自
然
か
ら
捩
り
取
り
、

そ
れ
を
丸
天
井
や
円
蓋
の
中
に
積
み
上
げ
、つ
い
に

は
そ
れ
ら
の
要
素
が
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
に
お
い
て
交

響
曲
の
楽
章
の
ご
と
く
纏
め
上
げ
ら
れ
る
、
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
よ
う
に
産
み
出
さ
れ
た
空

間
は
自
然
と
は
別
個
の
一
つ
の
小
宇
宙
、
超
越
的
世

界
で
あ
っ
た
。

【
こ
れ
に
反
し
て
】
日
本
的
建
築
に
お
け
る
空
間
は

自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
空
間
は
あ
く
ま

で
自
然
か
ら
授
け
ら
れ
て
い
る
。
区
切
ら
れ
て
い
こ

そ
す
れ
、
そ
の
空
間
が
組
み
立
て
ら
れ
て
自
然
か
ら

切
断
さ
れ
た
自
立
的
世
界
を
成
す
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
そ
の
空
間
は
そ
の
周
り
の
も
の
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
常
に
、
自
然
と
の
一
体

性
に
対
す
る
強
い
希
求
を
見
せ
て
い
る
。
ア
ニ
ミ
ズ

ム
的
心
情
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
日
本
的
空
間
に

は
た
ち
こ
め
て
い
る
。

ま
と
め

永
い
文
化
の
歴
史
の
様
々
な
時
代
に
お
い
て
、
建

築
は
人
間
存
在
に
尊
厳
を
与
え
る
知
識
や
技
術
の

表
現
手
段
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
物
理
的
に【
こ
の

身
を
も
っ
て
】伊
勢
神
宮
ま
で
出
か
け
る
こ
と
は
特

に
難
し
く
は
な
い
が
、「
魂
の
旅
は
も
っ
と
長
い
も
の

に
な
る
」と
バ
チ
ャ
ー
ド
は
巧
み
な
指
摘
を
し
て
い

る
。
伊
勢
神
宮
は
、
時
間
の
支
配
下
に
あ
る
人
間
存

在
に
尊
厳
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
過
去
、
現
在
、

未
来
の
合
一
を
超
越
的
に
理
解
せ
よ
と
求
め
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
合
一
こ
そ
、
神
話
的
に
と
ら
え

ら
れ
た
永
遠
の
現-

在
な
の
で
あ
る
。

原
註

図
版
は
す
べ
て
建
築
家A

rth
u
r
R
a
p
a
n
o
s

に
よ
っ

て
様
々
な
資
料
を
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

参
照
文
献

A
vital,

T
.
1998.

M
in

d
p
rin

ts:
th

e
stru

ctu
ral

sh
ad

o
w

s
o
f
m

in
d
-reality?

Sym
m

etry:Science
and

Culture
[T

h
e

q
u
arterly

fo
r

th
e

In
tern

atio
n
al

So
ciety

fo
r

th
e

In
terd

iscip
lin

ary
Stu

d
y

o
f

sym
m

etry]
9(1):

47-76.

B
u
rch

ard
,
J.

1965.
In

tro
d
u
ctio

n
.
In

K
T
an

ge
an

d
N

K
aw

azo
e

(ed
s).

Ise:prototype
ofJapanese

architecture. C
am

b
rid

ge,
M

ass:T
h
e

M
IT

P
ress:8-

13.

E
liad

e,
M

.
1964.

T
h
e

q
u
est

fo
r

th
e

o
rigin

s
o
f

religio
n
.

H
istory

ofReligions
4(1):163-170.

H
eid

egger,
M

.
1927.

Sein
und

Zeit
(G

esam
tau

sgab
e

2,
1977).

Fran
kfu

rt:
K

lo
sterm

an
n
.

H
eid

egger,
M

.
1949.

H
ö
ld

erlin
an

d
th

e
essen

ce
o
f
p
o
etry.

Existence
and

being. In
d
ian

a:
R
egen

cy/G
atew

ay.

H
eid

egger,
M

.
1971.

B
u
ild

in
g

d
w

ellin
g

th
in

kin
g.

T
ran

slated
b
y

A
H

o
fstad

ter.
Basic

w
ritings (1977).

N
ew

Y
o
rk:

H
arp

er
an

d
R
o
w

.

K
aw

azo
e,

N
.
1965.

T
h
e

Ise
Sh

rin
e

an
d

its
cu

ltu
ral

co
n
text.

In
K

T
an

ge
an

d
N

K
aw

azo
e

(ed
s).

Ise:prototype
ofJapanese

architecture.
C
am

b
rid

ge,
M

ass:
T
h
e

M
IT

P
ress:

165-206.

R
u
b
en

stein
,
B

R
.
1989.

St
P
eter's

an
d

Ise
Jin

gu
:
a

co
m

p
arative

stu
d
y

in
religio

u
s

arch
itectu

re.
D

ialogue
&

Alliance
2(2):

75-92.

Sh
u
n
zu

,
S.

1975.
Jap

an
ese

eth
n
o
cen

trism
.
In

The
Japanese

m
ind, ed

ited
b
y

C
A

M
o
o
re.

H
o
n
u
lu

lu
:
T
h
e

U
n
iversity

P
ress

o
f
H

aw
aii.

T
an

ge
K

.1965.
Ise:

p
ro

to
typ

e
o
f
Jap

an
ese

arch
itectu

re.
In

K
T
an

ge
an

d
N

K
aw

azo
e

(ed
s).

Ise:prototype
ofJapanese

architecture.
C
am

b
rid

ge,
M

ass:
T
h
e

M
IT

P
ress:

13-57.

W
atan

ab
e,

Y
.
1964/1974.

Shinto
art:Ise

and
Izum

o
shrines. T

ran
slated

fro
m

th
e

Jap
an

ese
b
y

RRicketts.Tokyo/N
ew

Y
ork:H

eibonsha/W
eatherhill.

*****************************

訳
者
註
記

〇
、
文
中
で
太
字
角
括
弧
（【
】）
は
す
べ
て
訳
者

の
補
っ
た
と
こ
ろ
を
意
味
し
ま
す
。

一
、A

co
sm

o
lo

gical
fo

u
rfo

ld
の
訳
に
つ
い
て

こ
の
語
の
原
語（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
ド
イ

ツ
語
）は"d

a
s
G
e
vie
rt"

と
思
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
語
の
通
常
の
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
意
は「
四

辺
形[

の
も
の] ，

正
方
形，

四
角
い
場
所
」で
す

（『
ア
ク
セ
ス
独
和
辞
典
』三
修
社
）。
通
常
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
関
係
の
翻
訳
で
は
ど
の
よ
う
に
訳
さ

れ
て
い
る
か
は
時
間
の
制
約
上
十
分
調
べ
る
こ

と
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、や
や
古
い
と
こ
ろ
で
、

鬼
頭
英
一（
著
作
集
第
四
巻『
現
象
学
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
存
在
学
』公
論
社
、
Ｐ
三
三
三
）で
は「（
い

わ
ゆ
る
）四
者
集
約
」、
も
う
少
し
だ
け
新
し
い

と
こ
ろ
で
、
茅
野
良
男（
人
類
の
知
的
遺
産
75

『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
』講
談
社
、
Ｐ
一
〇
三
）で
は「
方

界
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
定
の
定
着

し
た
訳
語
が
あ
る
の
か
は
、
訳
者
の
浅
学
非
才

と
時
間
制
限
に
よ
り
不
明
で
す
。
両
大
家
の
も

の
を
折
衷
し
た
当
座
の
訳
語
で
あ
る
こ
と
を
御

了
承
下
さ
い
。

二
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
関
係
の
翻
訳
書
を
調
べ
る
に
あ

た
っ
て
は
山
岡
悦
郎
先
生
が
便
宜
を
計
っ
て
下
さ

い
ま
し
た
。
本
文
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
文
書

の
和
名（
本
来
の
文
書
名
）に
関
し
て
塚
本
明
先

生
か
ら
ご
教
示
を
頂
き
ま
し
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
引
か
れ
て
い
る
周
辺
の
訳
語

に
つ
い
て
、
久
間
泰
賢
先
生
が
相
談
に
乗
っ
て
下

さ
い
ま
し
た
。
原
文
の
あ
る
個
所
に
つ
い
て
解
釈

し
あ
ぐ
ね
て
い
た
時
、
重
大
な
ミ
ス
タ
イ
プ
の
存

在
を
指
摘
し
て
下
さ
っ
た
の
は
岩
崎
康
文
先
生

で
す
。
こ
の
ミ
ス
タ
イ
プ
の
場
所
を
含
め
、
幾
つ

か
の
点
に
つ
い
て
の
訳
者
の
問
い
合
わ
せ
に
原

著
者
マ
レ
先
生
が
原
文
の
か
な
り
の
書
き
換
え

を
含
む
懇
切
な
対
応
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

（
但
し
、
諸
先
生
の
ご
助
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

訳
業
の
拙
劣
を
免
れ
得
な
か
っ
た
責
め
は
、勿
論
、

訳
者
一
人
の
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申

し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。）

三
、
多
様
な
読
者
を
想
定
し
て
、
多
少
の
読
み
や
す

さ
も
意
識
し
ま
し
た（
そ
れ
で
も
、
特
に
、
後
半

は
決
し
て
読
み
や
す
い
と
は
言
い
難
い
も
の
で

す
が
）。
こ
の
た
め
、
学
術
論
文
翻
訳
上
の
作

法
・
礼
儀
を
必
ず
し
も
遵
守
し
て
は
い
な
い
こ
と

も
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

翻
訳
　
宇
納
進
一

う
の
う
し
ん
い
ち

（
人
文
学
部
教
授
・
英
語
学
）



小
津
は
東
京
深
川
生
ま
れ
の
江
戸
っ
子
で
あ
る
が
、

青
年
時
代
を
父
の
故
郷
松
阪
で
過
ご
し
、
飯
高
町
で
一

年
間
代
用
教
員
を
し
た
。
け
れ
ど
も
郷
土
が
作
品
の
舞

台
と
な
っ
た
の
は
、
旅
役
者
が
主
人
公
の「
浮
草
」（
一

九
五
九
）だ
け
で
あ
る
。
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の「
浮

草
物
語
」（
一
九
三
四
）で
は
長
野
が
舞
台
で
あ
る
か
ら
、

土
地
柄
は
ど
こ
で
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
作
品
の

大
部
分
の
舞
台
は
東
京
の
下
町
か
郊
外
で
あ
る
。
東
京

は
初
期
の
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ

た
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
希
薄
な
後
期
作
品
に
お
い
て
舞

台
は
と
く
に
東
京
で
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
。
彼
の
遺

作「
秋
刀
魚
の
味
」（
一
九
六
二
）よ
り
も
結
論
的
作
品

と
い
わ
れ
て
い
る「
小
早
川
家
の
秋
」（
一
九
六
一
）は

関
西
を
舞
台
に
、
家
族
の
崩
壊
と
い
う
一
貫
し
た
テ
ー

マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

小
津
の
テ
ー
マ
と
は
な
に
か
。
ま
た
彼
は
な
に
を
描

い
た
の
か
。
小
津
の
初
期
の
作
品
は
、
ア
メ
リ
カ
映
画

を
模
倣
し
た
喜
劇
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
九
二
九
年
に
は

じ
ま
る
世
界
大
恐
慌
を
さ
か
い
に
し
て
、
不
安
の
時
代

を
反
映
し
た
悲
劇
に
な
っ
て
い
く
。「
東
京
の
合
唱
」（
一

九
三
一
）で
は
失
職
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
子
供
の
入

院
費
に
苦
し
む
。「
生
ま
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
」（
一
九

三
二
）で
も
ま
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
悲
し
む
。
上
役
に

媚
び
て
お
ど
け
た
身
振
り
を
し
た
父
親
の
姿
を
16
ミ

リ
映
画
で
見
せ
ら
れ
た
子
供
の
兄
弟
が
、
労
働
者
風
の

身
振
り
で
不
満
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
重
役
の
家
を
去
っ

て
い
く
。
そ
の
あ
と
も
庶
民
の
哀
感
を
描
く「
出
来
ご

こ
ろ
」（
一
九
三
三
）、「
浮
草
物
語
」（
一
九
三
六
）、「
一

人
息
子
」（
一
九
三
六
）、「
父
あ
り
き
」（
一
九
四
二
）と

同
じ
傾
向
の
作
品
が
つ
づ
く
。

こ
の
間
に
最
初
は
一
兵
士
と
し
て
、
二
度
め
は
軍
情

報
部
員
と
し
て
戦
地
へ
お
も
む
き
、
戦
争
の
苦
し
み
を

な
め
る
。
敗
戦
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
む
か
え
た
小
津
は

翌
年
帰
国
し
、
廃
墟
の
東
京
下
町
の
庶
民
を
描
い
た

「
長
屋
紳
士
録
」（
一
九
四
七
）を
つ
く
る
。
長
屋
の
老
婆

の
家
に
住
み
込
ん
だ
戦
争
孤
児
の
話
で
あ
る
。
つ
づ
い

て
翌
年
に
は
田
中
絹
代
主
演「
風
の
中
の
雌
鶏
」（
一
九

四
八
）を
つ
く
る
。
戦
地
か
ら
か
え
る
夫
を
待
ち
つ
づ

け
る
妻
が
病
気
の
子
供
の
入
院
費
を
得
る
た
め
に
売
春

に
は
し
る
悲
劇
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
、
こ
れ
ま
で
の
貧
し
い
庶
民
で

は
な
く
中
流
階
級
を
主
人
公
と
す
る
原
節
子
主
演
の

「
晩
春
」（
一
九
四
九
）が
つ
く
ら
れ
る
。
今
日
、
小
津
ら

し
い
映
画
と
い
わ
れ
る
、
伝
統
的
な
日
本
の
美
が
結
実

し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
い
ら
い
小
津
の
作
品
は
、
特

有
の
時
間
的
・
空
間
的
な
整
理
が
な
さ
れ
た
端
正
な
構

図
の「
絢
爛
た
る
影
絵
」と
い
わ
れ
る
も
の
に
な
る
。
人

物
を
撮
る
時
も
黒
澤
明
の
よ
う
に
顔
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
で
大
写
し
せ
ず
、
か
な
ら
ず
胸
か
ら
上
を
撮
る
。
移

動
し
な
い
固
定
カ
メ
ラ
は
遠
景
・
中
景
・
近
景
を
交
互

に
繰
り
返
し
落
ち
着
い
た
安
定
感
を
生
み
出
す
。

画
面
構
成
の
息
を
の
む
ほ
ど
の
美
し
さ
に
目
を
奪

わ
れ
た
人
々
は
、
小
津
は
日
本
的
伝
統
美
の
世
界
に
回

帰
し
て
現
実
世
界
に
背
を
む
け
て
い
る
と
い
っ
た
。
し

か
し「
家
三
部
作
」と
い
わ
れ
る「
晩
春
」（
一
九
四
九
）、

「
麦
秋
」（
一
九
五
一
）、「
東
京
物
語
」（
一
九
五
三
）の
テ

ー
マ
は
、
娘
の
結
婚
や
親
の
死
に
よ
る
家
庭
の
崩
壊
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
戦
争
の
犠
牲
と
戦
後
の
生
活
難
が
影

を
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
十
年
後
に
始
ま
る
高
度
経

済
成
長
の
も
と
で
の
地
域
共
同
体
や
家
族
の
崩
壊
の

予
告
で
あ
る
。．

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
小
津
の
現
実
を
見
る
眼
の
確

か
さ
を
、
私
は
、
彼
の
カ
メ
ラ
の
低
い
位
置（
ロ
ー
ポ
ジ

シ
ョ
ン
）に
見
る
。
彼
の
低
い
視
線
は
人
を
見
下
げ
な

い
人
間
尊
重
に
よ
る
と
か
、
日
本
人
の
畳
の
視
線
だ
と

い
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
た
し
か
だ
が
、
私
は
こ
の
低

い
位
置
を
な
に
よ
り
も
子
供
の
視
線
だ
と
お
も
う
。
小

津
の
描
く
お
と
な
た
ち
は
た
し
か
に
立
ち
居
振
る
舞

い
が
美
し
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
お
と
な
た
ち
は
、
よ

く
み
る
と
利
己
的
で
自
分
勝
手
で
、
お
と
な
の
社
会
も

な
に
か
ず
れ
て
ど
こ
か
お
か
し
い
。
対
照
的
に
、
そ
れ

ら
を
見
る
子
供
の
視
点
は
正
常
で
あ
る
。「
生
ま
れ
て

は
み
た
け
れ
ど
」の
兄
弟
は
お
と
な
社
会
の
歪
み
を
み

て
そ
れ
に
背
を
向
け
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
重
要
作

品
に
は
す
べ
て
子
供
た
ち
が
登
場
し
、
奇
妙
な
お
と
な

た
ち
を
下
か
ら
な
が
め
て
い
る
。
後
期
の「
お
早
よ
う
」

（
一
九
五
九
）で
は
、
主
人
公
は
子
供
の
兄
弟
で
あ
り
、

お
と
な
の
社
会
を
疑
問
視
し
相
対
化
し
て
い
る
。

子
供
の
登
場
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
お
と

な
の
死
に
た
い
す
る
新
た
な
生
命
で
あ
る
。「
小
早
川

家
の
秋
」の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
老
夫
婦
が
つ
ぎ
の
よ
う

な
会
話
を
か
わ
す
。「
け
ど
、
死
ん
で
も
死
ん
で
も
、
後

か
ら
後
か
ら
、
せ
ん
ぐ
り
せ
ん
ぐ
り
生
ま
れ
て
く
る

わ
」。「
そ
や
な
あ
、
よ
う
で
け
と
る
わ
」。
こ
れ
は
か
な

ら
ず
し
も
不
吉
な
会
話
で
は
な
く
、
世
代
交
代
に
よ
る

人
間
再
生
へ
の
期
待
で
も
あ
る
。「
麦
秋
」で
は
ス
ト
ー

リ
ー
よ
り
も「
も
っ
と
深
い
〈
輪
廻
〉
と
い
う
か
〈
無
常
〉

と
い
う
か
そ
う
い
う
も
の
を
描
き
た
い
」と
い
っ
た
小

津
の
意
図
は
、
そ
の
後
の
作
品
で
は
子
供
の
存
在
に
よ

っ
て
よ
り
積
極
的
・
肯
定
的
に
な
っ
て
い
る
。

小
津
の
後
期
の
作
品
で
は
、「
東
京
物
語
」以
外
は
テ

ー
マ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
カ
メ
ラ
を
移

動
せ
ず
カ
ッ
ト
を
繋
ぐ
だ
け
の
表
現
方
法
で
自
然
に
実

現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
小
津
映
画
に
は
見
る
た

び
ご
と
の
新
し
い
発
見
が
あ
る
。
現
代
映
画
の
巨
匠
た

ち
、
侯
孝
賢（
台
湾
）、
ヴ
ィ
ム
・
ベ
ン
ダ
ー
ス（
ド
イ
ツ
）、
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ア
キ
・
カ
ウ
リ
ス
マ
キ（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）ら
が
小
津
を

絶
賛
す
る
の
は
こ
の
故
で
も
あ
ろ
う
。
小
津
は
地
域
や

日
本
国
を
越
え
て
国
際
的
な
存
在
で
あ
る
。
来
年
二
〇

〇
三
年
十
二
月
十
二
日
は
小
津
生
誕
百
年
、
没
後
四
十

年
で
あ
る
。

ひ
ら
の
き
い
ち
ろ
う

人
文
学
部
教
授
・
経
済
思
想
史

＊ 43 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年

二
十
世
紀
の
後
半
は
地
球
温
暖
化
や
ご
み
問
題
と
い

っ
た
様
々
な
環
境
問
題
、
高
齢
化
、
少
子
化
、
産
業
の
空

洞
化
、
景
気
の
氷
河
期
と
い
っ
た
多
難
な
暮
ら
し
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
二
十
世
紀
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ

た
二
〇
〇
一
年
に
お
い
て
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
同
時
多

発
テ
ロ
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
宗
教
、
民

族
間
の
対
立
な
ど
、
ど
れ
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
深
刻
な
ニ

ュ
ー
ス
ば
か
り
が
目
立
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
二
十
一
世
紀
最

初
の
第
十
六
回
人
文
学
部
公
開
講
座
の
コ
ン
セ
プ
ト
と

し
て
私
達
の
暮
ら
し
の
基
本
と
な
る
食
・
文
化
・
社
会
に

つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
こ
と
と
し
、
対
象
地
域
に
つ
い
て

も
国
内
ば
か
り
で
な
く
海
外
に
も
目
を
向
け
、
世
界
各

地
で
ど
の
よ
う
な
食
文
化
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
何
回
も
担

当
者
会
議
を
開
き
、「
世
界
食
べ
歩
き
―
―
食
・
文
化
・
社

会
」と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
決
め
、
講
師
陣
に
は
学
部
内
の

専
門
家
に
加
え
、
学
外
か
ら
も
魅
力
的
な
ゲ
ス
ト
を
迎

え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
料
理
研
究
家
で
前
志
摩
観
光

ホ
テ
ル
総
料
理
長
兼
総
支
配
人
の
高
橋
忠
之
先
生
を
は

じ
め
、
太
鼓
奏
者
で
本
学
客
員
教
授
の
林
英
哲
先
生
な

ど
を
講
師
と
し
て
迎
え
、
こ
れ
ま
で
と
は
一
味
違
っ
た
公

開
講
座
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

高
橋
先
生
や
林
先
生
は
時
の
人
で
し
て
、
日
程
調
整

は
極
め
て
困
難
で
し
た
が
、
人
文
学
部
公
開
講
座
の
新

し
い
試
み
を
是
非
成
功
さ
せ
た
い
熱
意
が
伝
わ
り
、
快

く
引
き
受
け
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
か
い

あ
っ
て
、
受
講
者
が
八
十
七
人
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い

多
く
の
市
民
の
参
加
と
毎
回
八
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
〜
六

十
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
出
席
率
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
講
義

内
容
、
テ
キ
ス
ト
、
講
座
の
運
営
に

関
す
る
感
想
に
つ
い
て
も
、
ゲ
ス
ト
講
師
の
講
義
が
と
て

も
良
く
感
動
し
た
、
単
な
る
講
義
で
は
な
く
、
人
生
そ

の
も
の
が
講
義
で
興
味
深
か
っ
た
、
毎
回
と
て
も
楽
し
い

話
が
聞
け
た
、
ま
た
是
非
パ
ー
ト
２
を
願
い
た
い
と
の

意
見
を
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

次
回
期
待
す
る
講
座
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、
文
化

や
文
明
と
い
っ
た
社
会
の
変
化
に
関
わ
る
話
題
、
高
齢

化
社
会
、
ご
み
な
ど
身
近
な
環
境
問
題
、
風
水
と
い
っ
た

個
人
と
社
会
の
接
点
に
あ
る
話
題
、
休
暇
の
過
し
方
と

い
っ
た
実
生
活
に
関
わ
る
話
題
な
ど
へ
の
希
望
が
多
く

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
普
段
何
気
な
く
生
活
し
て
い
る
地

域
の
持
っ
て
い
る
様
々
な
方
面
へ
の
接
近
が
必
要
に
思
え

ま
す
。
三
重
を
再
発
見
さ
せ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
、
三
重

の
く
に
の
持
っ
て
い
る
二
十
一
世
紀
に
繋
が
る
素
晴
ら

し
い
資
産
や
教
訓
と
な
る
も
の
、
例
え
ば
、
世
界
遺
産
へ

の
登
録
が
期
待
さ
れ
る
熊
野
古
道
、
日
本
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
、
芭
蕉
の
俳
句
、

四
日
市
公
害
の
教
訓
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
作

れ
た
ら
、
人
文
学
部
の
公
開
講
座
は
地
域
社
会
と
密
着

し
た
出
会
い
の
場
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
第
十

七
回
の
公
開
講
座
も
期
待
し
て
下
さ
い
。ぱ

く
け
い
し
ゅ
く

人
文
学
部
教
授
・
環
境
地
理
学
・
公
開
講
座
実
施
委
員

朴　恵淑
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書評

山田雄司

本
書
は「
東
紀
州
地
域
の
歴
史
や
民
俗
、
文

学
、
地
理
、
産
業
、
動
植
物
な
ど
の
分
野
に
つ

い
て
学
問
的
な
立
場
か
ら
総
合
的
、
専
門
的
に

研
究
し
、
そ
の
成
果
を
町
お
こ
し
や
地
域
の
活

性
化
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」と

し
て
創
刊
さ
れ
た「
み
え
熊
野
の
歴
史
と
文
化

シ
リ
ー
ズ
」の
第
一
号
で
あ
り
、
東
紀
州
に
暮

ら
す
研
究
者
が
集
ま
っ
た「
み
え
熊
野
学
研
究

会
」で
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
、
古
代
の
参
詣
記
か
ら
近

世
の
参
詣
記
ま
で
、
幅
広
く
紹
介
し
て
い
る
。

近
年
近
世
の
参
詣
記
に
つ
い
て
注
目
が
集
ま

り
、
未
翻
刻
の
も
の
が
徐
々
に
活
字
化
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
紀
南
文
化
財
研
究
会
に
よ
り
翻
刻

さ
れ『
紀
南
郷
土
叢
書
』に
収
録
さ
れ
る「
紀
南

郷
導
記
」「
熊
野
巡
覧
記
」「
熊
野
日
記
」を
は
じ

め
、『
三
重
県
史
資
料
編
近
世
五
』に
収
録
さ
れ

る
竹
川
竹
斎
の「
高
野
熊
野
日
記
」、『
松
原
市

史
研
究
紀
要
六
』に
収
録
さ
れ
る
寺
内
安
林
の

「
熊
野
案
内
記
」、『
泉
大
津
市
史
第
五
巻
』に
収

録
さ
れ
る「
熊
野
も
う
て
道
中
附
」、
秋
田
県
増

田
町
文
化
財
協
会
に
よ
る「
安
倍
五
郎
兵
衛
天

明
三
年
伊
勢
詣
道
中
記
」な
ど
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
書
に
お
い
て
は
、
尾
呂
志(

御

浜
町)

の
富
豪
と
し
て
名
を
轟
か
せ
た
酒
造
家

東
勘
兵
衛
穀
軒
ら
に
よ
る「
関
東
筋
名
所
喰
ヒ

認
メ
」と
題
す
る
道
中
記
や
、
新
宮
横
町
の
小

万
物
屋
伊
右
ヱ
門
が
畿
内
を
め
ぐ
っ
た
と
き
の

道
中
記「
千
穂
道
中
記
」な
ど
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
地
方
に
残
る
史
料
を
紹
介

し
、
多
く
の
人
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
、
研
究
の
新
た
な
展
開
を
も

た
ら
す
だ
ろ
う
。

中
世
に
お
い
て
は「
蟻
の
熊
野
詣
」と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
参
詣
者
を
見
た
熊
野
三
山
巡
拝

も
、
近
世
に
な
る
と
参
詣
の
意
味
の
変
化
や
紀

州
藩
に
よ
る
勧
進
活
動
の
制
限
に
と
も
な
い
、

伊
勢
参
宮
が
増
加
す
る
一
方
熊
野
詣
は
数
が

減
少
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
那
智
の

如
意
輪
堂（
青
岸
渡
寺
）が
西
国
三
十
三
観
音

巡
礼
の
第
一
番
札
所
で
あ
っ
た
た
め
、
西
国
巡

礼
を
兼
ね
た
熊
野
詣
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

『
神
道
大
系
参
詣
記
』に
収
め
ら
れ
て
い
る「
其

浜
ゆ
ふ
」な
ど
か
ら
は
、
近
世
に
お
い
て
も
真

摯
な
祈
願
を
す
る
場
合
、
熊
野
に
参
詣
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
残
る
石
畳
は
、
ほ
と

ん
ど
が
近
世
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
信
仰
の
厚
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

中
世
の
熊
野
詣
に
関
し
て
は
数
々
の
研
究

成
果
が
あ
る
が
、
近
世
の
熊
野
詣
に
つ
い
て
体

系
だ
っ
た
研
究
は
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
と

言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
新
た
な
熊
野
像
の
形
成
、
さ
ら
に

は
日
本
の
霊
地
に
お
け
る
熊
野
の
位
置
を
再

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
本

書
の
取
り
組
み
は
そ
の
第
一
歩
と
も
な
る
べ

く
、
地
元
の
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と

に
意
味
が
あ
る
。
他
か
ら
の「
開
発
」で
な
く
、

先
人
が
残
し
た
足
跡
を
地
元
の
人
々
が
光
を

当
て
、
再
認
識
し
て
い
く
こ
と
が
、
郷
土
に
と

っ
て
大
き
な
財
産
と
な
っ
て
い
く
。
世
界
遺
産

へ
の
登
録
準
備
と
も
あ
わ
せ
て
熊
野
へ
の
関
心

が
高
ま
る
中
、
ブ
ー
ム
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は

な
く
、
地
に
根
ざ
し
た
学
術
研
究
を
高
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
中
記
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し

て
位
置
比
定
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
道
中
記

相
互
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
道
中
記
を

ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
と

い
う
方
法
論
が
見
ら
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
視
点
や

叙
述
の
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
道
中
記
の
活

用
は
、
読
む
人
そ
れ
ぞ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
元
で
の
地
道
な
取

り
組
み
に
対
し
て
、
大
学
と
し
て
何
を
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も

考
え
さ
せ
る
一
冊
で
あ
る
。

伊
勢
文
化
舎
、
二
〇
〇
一
年（
二
四
四
頁
）

や
ま
だ
ゆ
う
じ

人
文
学
部
助
教
授
・
日
本
中
世
史

TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第3号　2002年 ＊ 44 ＊

TRIO3/36-45  02.3.30 5:33 PM  ページ 9



金曜日の午後の講義が終わったあとのことだった。「大
阪教育大の附属の小学校に刃物を持った男の人が侵入し
て、小学生が何人かなくなったそうですよ。」それを聞いて
まさか、と思った。だかともかく仕事はある。その日の夕方
には学生達が専修名簿の印刷作業をしてくれることになっ
ていた。てきぱきと作業を進める学生達にその場をまか
せて研究室に戻り、インターネットでニュースのビデオを見
る。「今日の午前、大阪教育大学附属池田小学校に刃物を
持った男が押し入り…。」まさか。高校時代の悪友たちとの
間でメールが飛び交う。友人の一人のメールにはこうあっ
た。「勘弁してくれ。」なんだかよくわからないままに時間は
過ぎ、無事名簿は完成し、そのあとは夜間開講の大学院
のクラスである。形容しがたい混乱のおさまらないまま、院
生と環境NPOについて議論する。

私は附属池田中学校、高校の卒業生だが、附属小学校
の卒業生ではない。しかし自分の母校ではないにしても、
自分が十代を過ごした大切な場所だ。その大切な場所を
汚された気分だった。

次の日の土曜日には妻が公開されたばかりの『ハムナプ
トラ２』を見たいというので、オールナイトの映画館で夜中
の二時から荒唐無稽な冒険活劇を見る羽目になる。映画
は面白かった。映画の中ではおびただしい数の人が死ん
でいた。しかし主人公は勇敢で、悪のミイラは滅び、邪悪
な「スコーピオン・キング」は退治され、世界の破滅は防が
れた。映画館を出ると夜が明け始めていた。

でもこのもどかしさは何なのだろう。理不尽な子どもた
ちの死。八人の子どもたちのほとんどは一人っ子だった
という。遺族に向かって希望を持て、と言うのはあまりに
も残酷だ。では自分に何ができるのか。ホロコーストのあ
とで神を信じることができますか?神がそんな残酷なこと
を許したのですか?それでも人生は続いていく。明日の仕
事が待っている。でもこのもどかしさを忘れてはならない
のだ、と思った。

北海道大学大学院文学研究科助教授（前人文学部助教授）・くらたのぶお

生命倫理論 蔵　田　伸　雄

編集後記
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TRIO

二
〇
〇
〇
年
問
題
と
か
世
紀
末
と
か
が
喧
伝
さ
れ
て
い

た
の
は
、
ほ
ん
の
二
、
三
年
前
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、

ず
い
ぶ
ん
昔
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も

ひ
と
え
に
、
我
々
の
眼
前
に
思
い
も
よ
ら
な
い
事
件
、
事

態
が
日
々
出
現
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
時

代
の
展
開
は
、
ま
す
ま
す
加
速
の
度
を
強
め
て
い
ま
す
。

十
年
一
昔
と
い
う
言
葉
が
、
な
ん
の
違
和
感
も
な
く
使
え

た
の
は
、
一
体
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
今
号
の
第
一
特
集
は
、「
三
重
に
お
け
る
進
取

の
精
神
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
時
代
に
先
ん
じ
て
き
た
先

人
た
ち
、
現
在
各
分
野
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
方
々
を
と
り

あ
げ
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。
ど
れ
も
時
代

と
正
面
き
っ
て
組
み
合
う
姿
勢
に
、
そ
の
秘
密
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
読
者
諸
賢
は
い
か
が
思
わ
れ
た

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
第
二
特
集
に
は
、
今
年
度
の
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
の
科
目
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」

の
成
果
で
あ
る
「
香
良
洲
町
の
研
究
」
を
掲
載
い
た
し
ま

し
た
。
忌
憚
な
い
ご
批
評
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
本
号
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
三
重
大
学
教
育
研

究
内
容
等
改
善
充
実
経
費
の
交
付
を
受
け
ま
し
た
。
関
係

各
位
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

谷
井
俊
仁

校舎への長い長い坂道の横には
小学校の校舎がある
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Ise Jingu: a manifestation of the coeval past, present and future 
 
Estelle A Maré 
Department of Art History 
University of South Africa 
 
 
     The most sacred collection of Shinto sites at Ise(Mie Prefecture, Japan), collectively 
called Ise Jingu, which centre on the Naiku or Inner Shrine (figures 1-3) and the Geku or 
Outer Shrine (figures 4-5), is not well known in the West. In Western books on architectural 
history in which a chapter is devoted to Japanese temples, shrines and castles, Ise usually 
merits an illustration of only the Naiku main building, accompanied by a description. 
Reference is usually made to the fact that the shrine buildings are continuously rebuilt every 
twenty years on adjacent sites. At most, a description of the architectural style of the main 
and subsidiary shrine buildings is limited to their steeply pitched thatched roofs with 
spreading eaves, platform construction for the main rooms, and light timber partitioning for 
the walls, with an explanation that the prototype was the indigenous tent-shaped thatched 
Japanese hut on stilts. Since the layout of the shrine buildings and their precinct enclosures 
are basically symmetrical, Japanese  thought and planning are said to be characterised by 
extreme formality which contrasts with the natural forms of the environment. While 
descriptions and historical facts are relevant, the purpose of this article is not to describe, but 
mainly to interpret the meaning of Ise Jingu as an unique manifestation of religious 
architecture.  For this purpose, reference is made to the ideas expressed by the Japanese 
architects Kenzo Tange and Noboru Kawazoe in their book on Ise. Their observations on Ise 
as a prototype of Japanese architecture and its cultural context are supported by Western 
theoretical insights formulated by the German philosopher Martin Heidegger, who postulated 
the concept of a cosmological fourfold -  the unity of heaven, earth, humans and the divinity 
- which can be said to manifest in all authentic architecture. 
 
     According to legend, Ise Naiku was founded in the reign of Emperor Suinin (249-280 
CE). Suinin’s daughter, the Princess Yamato-hime, went from place to place in search of a 
good location for the worship of the Great Deity.  When she came to the Ise area she 
received the following oracular message: “Since this land of Ise is a land where no turbulent 
tempests blow, and is a peaceful land where the twang of the bow and the hiss of the arrow 
are never heard, I desire to rest in this land” (Tange & Kawazoe 1965: 37). The princess then 
erected a shrine for the Great Deity, the Sun Goddess Amaterasu O-mi-Kami, who was 
worshipped as the foundress of the Japanese imperial line and guardian of the nation. This 
goddess has her dwelling at the main building of the Naiku (figures 6-7), in a sacred mirror, 
which is one of the three sacred treasures of Japan. It rests in a boat-shaped container, 
approximately two metres long, set above the central pillar of the main building in order to 
recall its arrival in Japan.   
 
     The structural materials applied at the Ise shrines are mainly cypress, cedar and thatch 
with some metal ornamentation. There are no sculptures and no intricate spaces to fathom, 
but the refinement of detailing grips the attention. However, more profound meanings should 
be given priority in the discussion of Ise Naiku and Ise Geku, situated some four kilometres 
apart. The shrines embody an architectural endeavor that makes the presence of human 
beings as creators of order visible to the deities who are invited to dwell in these earthly 
places. In the layouts of the Naiku and the Geku a sensitive awareness of the presence of 



mountains, forest and sky is retained so that the origins of the Shinto religion can still be 
sensed there. The trees, a waterfall, and the various natural phenomena that surround the Ise 
Jingu clearings complement the architectural forms, in which there exist a natural 
relationship between elements of the earth such as stone, wood and water, and air and wind 
which belongs to the sky.  
 
     The Naiku is approached by means of the wooden bridge which spans the Isuzu River; 
at the end of the bridge a torii, or gate, announces the entrance to a Shinto sacred place 
(figure 8).  The pathway to the enclosed shrine is paved with small pebbles which cause 
footsteps to sound zaku-zaku, a audible reminder to visitors that the profane space which they 
tread on is demarcated as separate from the sacred space of the divinities. All over the Ise 
Jingu precincts there are stones and rocks which are venerated as abodes of deities. These are 
the forerunners of traditional Japanese stone gardens of great artistic beauty, replete with 
symbolic meaning, because “in these stones and rocks the ancient Japanese saw something of 
the mystery dwelling within nature and natural phenomena” (Tange 1965: 25). The stones at 
Ise Jingu are cordoned off by ropes and white fluttering paper along either side of the path. 
This treatment enhances the visibility of the stones and bears witness to the care and respect 
Shinto worshipers lavish on natural elements(figure 9). 
 
     The arrangement of the shrine buildings on the sites within clearly defined boundaries 
were the symbols of the way in which the deities ranked within the hierarchy of the 
supernatural world (Tange 1965: 34). During the Nara period (645-794 CE), the Naiku had 
seventy subsidiary buildings, in addition to the main sanctuary and the east and west treasure 
house. The Geku, founded in 478 CE and dedicated to the grain goddess Toyouke-no-Okami, 
was more modest with fifty. The extensive development of the Ise sites testifies to the 
splendour of the religious festivals of the time and the rich and varied existence imagined for 
the deities dwelling there. At present the shrines comprise only four rectangular buildings: 
the Shoden or main shrine building, two treasure houses behind the innermost fence, and a 
meeting hall for priests between the second and third fences. The fence surrounding the level 
clearing of approximately 18 x 39 metres and the three innermost fences still clearly 
demarcate the hierarchy of sanctity. Thus the shrines still resemble the description in the 
Documents on the rituals of the Great Shrine at Ise, which dates from 804 CE.  
 
     Since the interior of the main Naiku shrine building was not intended to accommodate 
people, but is primarily a place of repose for the divine spirit, it is constructed on a small 
scale.  The Naiku complex is surrounded by four enclosures (figure 10). Only the first is 
marked by a gateway which is open to the public. Selected people of high rank are admitted 
to the second enclosure, but the third and fourth enclosures are reserved only for the Emperor 
who is the high priest.  The privileged pilgrim may be led by a priest to a position facing the 
inner shrine where he or she bows deeply and claps hands three times for the kami, which 
signifies that “reverent respect has been paid to the Emperor and the August ancestors of the 
Japanese nation” (Rubenstein 1989: 84).   
 
     Beyond the four wooden fences, the visitor may glimpse the V-shaped external roof 
elements of the shrine buildings which glitter with metal ornamentation (figure 11). These 
elements, called katsuogi, were originally weights on the roof which served as protection 
against the wind, becoming, in due course, stylised symbols of the Emperor’s palace. 
Summing up, Kenzo Tange (1965: 52) avers:  
 

Out of ... nature’s darkness, the vigorous conceptual ability of the ancient Japanese gradually fashioned 



various symbols of the spirit culminating in the creation of the form of Ise.  Here eternal darkness and 
eternal light, the vital and the aesthetic, are in balance, and a world of harmony with nature unfolds. 

 
     The shrine buildings at Ise Jingu are the first great architectural achievement of the 
Japanese people, even though their model was the modest raised-floor storehouse, described 
by Kenzo Tange (1965: 45):  
 

A special feature of these storehouses was the construction of the walls, which consisted of boards with 
the ends crossed at the corners, log-cabin fashion, and which directly carried the weight of the roof. ... 

  The construction of the main sanctuaries of both the Naiku and the Geku at Ise, as we see them today, is 
the so-called yuiitsu shinmei-zukuri, consists of posts and beams, with boards fitted in between the 
posts to make up the walls, and verandas with railings. 

 
     It is most remarkable that for more than 1300 years, from the time of Emperor Temmu, 
who reigned from 672 to 686 CE, both the Naiku and the Geku have been rebuilt in twenty 
year cycles, most recently in 1993 - for the sixty-fifth time. Therefore, the present shrine 
buildings are, according to John Burchard (Tange 1965: 9), “very old and very new”. 
Yasutada Watanabe (1974: 26) explains the effect of historical memory evoked by the 
reconstruction: 
 

In place of the new timbers sported by a recently reconstructed shrine, the viewer is enjoined to imagine 
the sanctuary as it once was.  In other words, while the buildings themselves may have changed, 
Shinto shrines are built to retain the intent and basic design of the original architecture; it is this ancient 
structure as it once existed that the viewer is required to imagine. 
 

     In the persistence of an architectural pattern, one may identify a supreme example of 
how mythologising thought can imbue an established concept with timeless validity.  Since 
the Ise complex became the prototype for all Shinto sanctuaries elsewhere in Japan, one may 
say that the repetition of the same basic design and layout pattern reveals an acceptance by 
the Japanese Shinto believers that the unity of human beings and the divinity is authentically 
manifested in the shrine architecture. It therefore comes as no surprise that Kenzo Tange 
(1965: 51) expresses his awareness of the meaning of the established shrine layouts and their 
periodic restructuring in mythical terms, referring back to the origins of the builders: 
 

When the Japanese people try to glimpse the divine, this form becomes the symbol.  Or perhaps one 
should say that the Japanese see in this form the divine.  The energy that sustained the creation of this 
form was also the energy that welded the Japanese into one people; it reflects their primordial essence. 

 
     In the absence of any visual representation of the divinities at Ise Jingu Kenzo Tange 
(1965: 16) describes the shrines themselves as “the symbolic form of the religious myths”.  
In essence, Ise Jingu manifests the world of Shinto religion. “Shinto” is the Chinese reading 
of the two characters which comprise this word and is usually translated as “the Way”, or 
“Teaching of the Gods”.  However, the Way of Shinto religion embraces the totality of 
heaven and earth.  The key to the understanding of Shinto shrines such as  Ise Jingu, which 
is set in a forest at the foot of Mounts Kamiji and Shimaji where the perennial presence of the 
unity of the supernatural and the natural are felt, is the concept kami-no-michi (often rendered 
only as kami), which refers to “god” or “spirit”.  
 
     S Shunzu (1975: 25) explains:  
 

The term [kami] is applied in the first place to the various deities of Heaven and earth ... but birds, 
beasts, plants and trees, seas and all other things which deserve to be dreaded and revered for the 



extraordinary powers and per-eminent powers they possess are called kami... . The more important kami 
were in greater or lesser degree affiliated with birth, growth, change and death... . From the divine hosts 
inhabiting the plain of High Heaven, there eventually emerged two deities, Izangani and Izanami, who 
begot the Sun Goddess and the Moon God. 

 
     Also Tange (1965: 39) explains that the deities worshipped at Ise 
 

have some relation to nature and cultivation.  There are deities connected with water, wells, rivers, 
pools, and waterfalls, with the sea..., with agriculture ... and nature phenomena, like the sun and moon.  
These deities quietly dwell here in the deep forests, by the banks of the Isuzu River and the shores of 
Ise Bay, as if to remind us of the distant past. The legendary world of the tenchi kaibyaku [creation of 
the Japanese archipelago] myths is, as it were, displayed before us in an expanse of space.  

 
      Even though heaven and earth are different they belong together and in their unity 
they reflect the cycles of nature. Likewise, the Ise shrine structures which do not change 
visibly over a long period because they are periodically rebuilt belong to the cycles of nature 
which Noboru Kawazoe (Tange 1965: 167) says reveal a “simultaneous opposition and 
accord”.  This echoes Heidegger’s insight regarding a cosmological fourfold of  
“simultaneous opposition and accord” of which human beings are part. We as mortals are, 
first and foremost, bound to the earth (Heidegger 1949: 274). By creating works of 
architecture we have the ability to affirm that we relate to heaven, because being on earth 
means being under heaven (Heidegger 1954). Being related to heaven implies a relationship 
with the transcendental, because, like humans, divinities also relate to heaven and earth and 
dwell as we do. 
    
     In Shinto religion deities are not represented by means of images. “Instead of thinking 
in terms of images of the deities, [the Japanese] thought in terms of an image of space in 
which deities moved, and proceeded in various ways to symbolize this space” (Tange 1965: 
30-31). Rice straw ropes were used from a very early period to delimit areas which were not 
to be approached by visitors. These areas still signify that the space is occupied by the deities 
and, at the same time, symbolise the deities themselves.  One may explain this by recalling  
Mircea Eliade’s (1964: 167) insight into naturalistic cults:  “The veneration of cosmic 
objects is not ‘fetishism’.  It is not the tree, the spring, or the stone that is venerated, but the 
sacred which is manifested through these objects.” 
 
Evaluation 
 
The fourfold in perfect balance. 
At Ise Naiku and Ise Geku the natural and the supernatural worlds are brought close together, 
but in such a way that each retains its separate identity.  This manifests in their clearly 
bounded space, because the demarcation of a boundary is a prerequisite for building and 
dwelling. Rubinstein (1989: 81) makes the point that “although human hands have tended 
each stone, and care has been lavished on each pebble [at Ise Jingu], nature rules here - not 
humans”.  However, nature excludes neiter humans nor divinities, but is inclusive or all that 
is mortal and transcendental. The domains of heaven and earth, of divinities and mortals are 
bound together into the unity of a “fourfold”, as described by Heidegger in his essay 
“Building dwelling thinking” (1977). According to this philosopher the world is revealed by 
the advent, or the coming-to-presence, of heaven, earth, divinities and mortals in relationship 
to each other. By heaven and earth he means the totality of physical nature, the whole of all 
inanimate things as well as animate beings.  However, as a unitary structure, the fourfold is 
dynamic. It reflects the differences between the components as well as their unified identity.  



In Heidegger’s (1971: 158) terminology the fourfold is “guarded” in all authentic things, 
which include works of art and architecture.  Both the unity and the differences between 
heaven and earth are reflected in authentic architecture which forms the context in which 
mortals find their fulfilment in dwelling. In order to dwell authentically mortals need to build 
and building requires a clearing, or clearly bounded space, like a room. Relating these ideas 
to Ise one may refer to similar ideas expressed by Kenzo Tange and Noboru Kawazoe (1965: 
167).  They point out that the division between the Inner and Outer shrines formally 
acknowledges a balance between the celestial and the terrestrial.  Thus, the Geku, which 
presides over the fundamental necessities of human life, complements the Naiku, dedicated to 
a sky element. This insight may be taken as the basis of an approach to an aspect of the 
meaning of the shrines, in both a religious and an architectural sense. 
 
The natural and ecological qualities of the shrine  
The message that Ise Jingu sends to the world transcends Shinto beliefs.  It embodies the 
cycles of nature to which all sentient beings are subject.  Everything comes into being, 
decays and cease to exist in a continuous process of life and death, birth and death, decay and 
rejuvenation.  The shrines at Ise Jingu embody an archetype of the polarities of the process 
of life in which renewal and destruction are unified. Shinto beliefs respect the unity of all life 
and the ecological balance of all systems of life. While the production of natural materials for 
architecture implies destruction, the workshop which prepares the structural parts from cedar 
wood, supplies newly prepared elements such as columns, beams, wall panels and fencing to 
Ise Jingu, which are recycled at other Shinto shrines during the twenty year cycles of 
rebuilding. This echoes Avital’s (1998) idea that all organisms are finite and unique in the 
history of time, but at the same time they are recursive through birth and offspring. 
  
The aesthetics and uniqueness of the architectural design 
Although each organism or shrine is closed-ended, it is at the same time open-ended through 
birth and renewal.  Since Shinto is a nature religion, periodicity is one of its basic ideas.  
Hence, the renewal of the shrines may be interpreted as symbolic of renewal like the seasons 
in nature.  Also, shrines for divinities should somehow reflect their eternal aspect. 
Paradoxically, however, nothing that exists in space and time is eternal and the only way to 
overcome this is by periodically renewing the abodes of the divinities. 
 
A comparison between Japanese and European architectural expression  
Tange (1965: 33) is aware of the differences between Japanese and European architectural 
expression: 
 

Making space tangible meant in the West wresting it from nature, piling it up in vaults and domes, until 
ultimately in Gothic cathedrals these elements were integrated like the movements of a symphony.  
Space thus created was a separate microcosm, a transcendental world, apart from nature. 

 
On the contrary,  
 

space in Japanese architecture is still nature itself, space is bestowed by nature.  Even though space is 
delimited, it is not built up into an  independent world severed from nature: it is considered in closest 
relationship to its environment and always reveals a striving towards oneness with nature.  A 
suggestion of animistic feeling hangs about Japanese space. 

 
Summing up 
 
     During the various epochs of the long history of culture architecture has been a means 



of expressing knowledge and art which dignifies human existence.  The subtle point is made 
by John Burchard (Tange 1965: 8), that it is not difficult to reach Ise Jingu physically, but: 
“The spiritual journey is longer.”  Ise Jingu dignifies not only human existence in the realm 
of time but demands a transcendent understanding of the unity of time past, time present and 
time future, which is in mythical terms an eternal present. 
 
 
Note 
 
All the illustrations were redrawn from various sources by the architect Arthur Rapanos.  
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