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国際交流、地域貢献が叫ばれて久しい。全
国の「国立大学」がまるで魅入られたように
同じキャッチフレーズを掲げている。しかし
大学はこれまで交流や貢献をやってこなかっ
たのだろうか。私には近年の「貢献」や「交
流」にこそ問題が潜んでいるように思える。
先日、中国陝西省西安市にある西北大学の
文化祭で恥ずかしい事件が起こった。日本の
留学生が破廉恥な踊りをして中国学生の顰蹙
を買い、抗議の学生によって留学生寮が包囲
され、無関係な学生が暴行を受けたというの
である。日本のメディアにはタレントによっ
て演じられる「裸」が氾濫している。十余年
ぶりに優勝した某プロ野球球団のファンが裸
になって川に飛び込むシーンをまるでショー
であるかのように報道するマスコミ。そんな
「文化」に慣らされた学生が、留学先の歴史、
文化、慣習などを理解することなく行ったの
が今回の事件ではなかろうか。
西北大学は中国でも有数の大学で、特に考
古学研究室は有名である。私の友人の多くが
この研究室を巣立っている。三重大学からも
今秋初めて、同大学の語学院に留学した学生
が一人いる。彼女も事件のとばっちりを受け
て１週間ほどホテルに隔離されていた。国際
電話の向こうで不安を隠せない学生の気持ち
を思うとたまらないものがあった。幸い学生
はしっかりと立ち直り、「あのまま帰ったの
ではおそらく生涯中国へは行きたくなくなる
だろうし、いやな思いだけを残すことになる
に違いない」と考えて現地で再び勉強に励ん
でいる。もちろん西北大学の考古学研究室の
学生達は、日本から来た仲間が事件学生とは
全く違うことを知ってくれている。
そもそも国際交流とは何だろう。私は自国
の歴史、文化を熟知した上で他国のそれらを
学び相互理解を深めることだと考えている。
相互理解に十分な言葉を習得し、熱く両国の
考古学事情を語り合う。これこそ留学の真の

姿だろうし、この中から内容のある交流が生
まれると信じたい。今回の事件を「雨降って
地固まる」にできればいいと思う。
実は三重大学考古学研究室は昨年初めて中
国陝西省商州市に所在する東龍山漢墓の発掘
調査を実施し、後漢時代の300余点の青銅製
明器を発見するという貴重な成果を得た。先
の学生はこの時の経験を下に卒論を書き、留
学の道を探ったのである。私の研究にも新し
い視点を与えてくれた。調査地は漢代の首都
長安を防衛するための関所－武関が設けられ
た地域であった。日本で言えば大和を守るた
めに配置された鈴鹿関に相当する土地だった
のである。秦嶺山脈と鈴鹿山脈、丹江と鈴鹿
川、為政者達の防御本能は国や時を超えてさ
ほど変わらないことを実感した。その鈴鹿関
の一角を占める亀山市で今年から『亀山市史』
の編集に携わることになった。武関を守る地
方行政官の墓・東龍山漢墓、鈴鹿関の重要性
をいち早く伝えた人物の墓・井田川茶臼山古
墳、国際交流を通じて得られた成果は思わぬ
果実を地域へ返してくれることになった。日
本考古学を研究し、海外の研究者との交流な
どほとんどなく、その必要性も大して感じて
いなかった私には、実に新鮮な刺激であった。
地域交流誌として、大学院の研究成果を示
し、地域からも大学との連携の可能性を探る。
こんな方向性で始まった『トリオ』も５号を
迎えた。交流や貢献のための種蒔きを終えた
ところである。新芽が発芽する日もそう遠く
はないと思っている。大学の教育研究は一朝
一夕になせるものではない。じっくり育てて
こそ実りは大きく、長持ちする。人文社会科
学研究科はまさにその拠点である。今後さら
に国際交流と地域貢献の核として自覚を持っ
て行動していくつもりである。多方面からの
応援を期待したい。

（やまなか　あきら）

巻
　
頭
　
言

山中 章大学院人文社会科学研究科
地域文化論専攻主任
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TRIO
SPECIAL

安
食

三
重
大
学
人
文
学
部
の
安
食
と
申
し
ま
す
。
地
理
学
を
専
門

に
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
三
重
県
の
街
道
に
つ
い
て
行
政
の
立
場
か

ら
、
も
し
く
は
地
元
で
活
動
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
自
由

に
語
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
集
ま
り
を
企
画
し
ま
し
た
。

街
道
の
魅
力
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、

具
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
活
動
と
ど
う
や
っ
て
結
び
つ

け
て
い
く
か
、
さ
ら
に
は
街
道
に
関
す
る
調
査
研
究
・
実
践
活
動
な

ど
で
大
学
と
の
連
携
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
で
き
る
だ
ろ
う
か
、

と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
三
重
県
の
街
道
の
一
般
的
な
魅
力
、
何
が
面
白
い
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
県
全
体
で
お
仕
事
を
な
さ
っ
て
い
る
と
い
う
立
場

か
ら
、
三
重
県
生
活
部
の
長
嶋
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

長
嶋

県
庁
文
化
振
興
チ
ー
ム
の
長
嶋
と
申
し
ま
す
。
私
は
こ
の
歴

史
街
道
に
関
わ
っ
て
今
年
で
六
年
に
な
り
ま
す
。
以
前
は
伊
賀
県
民

局
に
い
ま
し
て
、
平
成
一
〇
年
度
の
歴
史
街
道
フ
ェ
ス
タ
を
地
域
に

お
い
て
携
わ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
事
業
に
関
わ
ら
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
は
ス
ピ
ー
ド
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
街
道
の
景
観
を

楽
し
む
時
に
は
必
ず
歩
く
ん
で
す
よ
ね
。
街
道
は
歩
く
か
ら
こ
そ
見

え
て
く
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
一
つ
は
魅
力
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
街
道
を
散
策
し
ま
す
と
、
道
標
、
石
仏
、
常
夜
灯
、

あ
る
い
は
お
地
蔵
さ
ん
や
石
碑
な
ど
に
出
会
う
ん
で
す
ね
。
ま
た
、

古
民
家
や
町
屋
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
風
情
が
あ
る
な
と
か
懐
か
し

い
気
持
ち
に
な
っ
た
り
し
ま
す
ね
。
建
物
も
ち
ょ
っ
と
見
方
を
変
え

ま
す
と
、
瓦
に
恵
比
寿
さ
ん
が
乗
っ
て
い
た
り
と
か
、
屋
根
瓦
を
波

に
見
立
て
て
魚
の
上
に
恵
比
寿
さ
ん
が
サ
ー
フ
ィ
ン
を
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
り
と
か
、
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
つ
か

っ
た
り
し
て
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
の
魅
力
に
感
じ
ま
す
。
三

雲
の
市
場
庄
や
亀
山
の
宿
場
、
あ
る
い
は
美
杉
村
の
多
気
で
す
と
、

昔
の
宿
場
の
屋
号
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
屋
号
を
看
板

に
し
た
り
暖
簾
に
し
て
掛
け
た
り
し
て
、
町
を
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

て
い
る
の
も
一
つ
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
市
町
村
ご
と
に
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
の
デ
ザ
イ
ン
が
違
っ
て

い
て
、
こ
う
し
た
こ
と
も
町
を
歩
く
か
ら
こ
そ
見
え
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
昔
懐
か
し
い
金
鳥
の
ホ
ウ
ロ
ウ
看
板
や
、

お
地
蔵
さ
ん
に
お
参
り
す
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
出
会
っ
た
り
し
ま
す
。

探
そ
う
探
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
歩
い
て
い
て
ふ
と
自
然
に
風

景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
入
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
、
こ
れ
が
街
道
を

歩
く
こ
と
の
一
つ
の
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

安
食

長
嶋
さ
ん
は
仕
事
柄
、
実
際
に
三
重
県
の
街
道
を
歩
い
て
い

る
方
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
人
は
街

道
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

長
嶋

歩
か
れ
て
い
る
方
は
、
地
域
の
語
り
部
さ
ん
や
地
元
の
人
と

触
れ
合
い
お
話
を
し
た
り
す
る
、
そ
う
い
う
時
に
何
か
ほ
っ
と
す
る

よ
う
な
と
こ
ろ
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
熊
野
古
道
で
は
、
語
り
部
さ
ん
の
活
躍
が
盛
ん
で
す
し
。

安
食

三
重
県
に
さ
ま
ざ
ま
な
街
道
が
あ
る
中
で
、
今
一
番
注
目
さ

れ
て
い
る
の
が
熊
野
古
道
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
小
倉
さ
ん
か
ら
熊

野
古
道
の
魅
力
を
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

小
倉

紀
伊
長
島
町
教
育
委
員
会
の
小
倉
と
申
し
ま
す
。
熊
野
街
道
、

熊
野
の
地
域
の
魅
力
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
ど
も
の
地
域
は
閉
鎖

さ
れ
た
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
が
、
来
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る

世
界
遺
産
の
指
定
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

開
発
さ
れ
て
い
た
ら
石
の
道
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
世
界
遺
産
登
録
三
県
協
議
会
の
委
員
も
務
め
て
い
ま
す
が
、

熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
候
補
と
し
て
登
録
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

地
元
と
し
て
は
考
え
て
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
向
こ
う
の

方
か
ら
や
っ
て
き
た
世
界
遺
産
候
補
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
受
け
た

我
々
が
驚
い
た
と
い
う
現
状
で
す
。
平
成
五
、
六
年
ま
で
は
、
熊
野

古
道
の
良
さ
な
ん
て
全
然
地
元
で
は
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
に
気
づ
い
た
の
は
、
東
紀
州
地
域
活
性
化
事
業
推
進
協
議
会

が
平
成
六
年
に
結
成
さ
れ
た
時
に
、
東
紀
州
八
市
町
村
が
一
つ
に
な

っ
て
何
か
事
業
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
時

に
共
通
し
て
あ
た
れ
る
も
の
と
い
え
ば
古
道
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
、

ひ
ょ
っ
し
た
ら
何
か
こ
れ
が
観
光
資
源
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

東
紀
州
八
市
町
村
が
共
通
し
た
意
識
を
も
つ
素
材
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
活
性
化
協
議
会
が
取
り
上
げ
た
ん
で
す
ね
。

熊
野
古
道
検
討
委
員
会
を
作
っ
て
、
各
町
村
か
ら
関
心
の
あ
る
人
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、
初
め
て
組
織
的
に
東
紀
州
地
域
の
熊
野
古

道
を
調
べ
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
案
外
の

結
果
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
歩
い
て
み
る
と
、

昔
の
人
た
ち
が
こ
の
熊
野
に
な
ぜ
集
ま
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と

も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
わ
か
る
よ
う
な
、
精
神
が
開
放
さ
れ
る
よ
う
な

雰
囲
気
の
あ
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

安
食

古
道
の
良
さ
が
見
直
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
東
紀
州
体
験
フ
ェ

ス
タ
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
効
果
も
大
き
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

小
倉

熊
野
古
道
を
見
直
そ
う
と
い
う
機
運
が
出
て
き
た
時
に
、
東

紀
州
体
験
フ
ェ
ス
タ
が
開
か
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
上
手
く
合
致

し
て
、
県
内
の
人
た
ち
に
東
紀
州
に
も
う
少
し
注
目
し
て
来
て
も
ら

お
う
と
、
そ
れ
に
は
こ
の
熊
野
古
道
を
歩
い
て
も
ら
う
と
い
う
事
業

が
非
常
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
取
り
組
み
だ
し
た
ん

で
す
ね
。

◎
鼎
談
◎

三
重
の
街
道
を
語
る

小
倉

肇
×
長
嶋
真
貴
×
安
食

和
宏
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と
こ
ろ
が
、
地
域
の
人
た
ち
が
そ
れ
ま
で
無
視
し
て
い
た
こ
の
道

に
、
地
域
の
人
た
ち
も
驚
く
ほ
ど
新
鮮
な
発
見
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

自
然
的
な
景
観
も
そ
う
で
す
し
、
起
伏
の
あ
る
石
畳
の
道
を
歩
く
こ

と
に
よ
っ
て
自
然
と
の
一
体
感
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
が

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
東
紀
州
を
再
生
す
る
一
つ
の
材
料
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
期
待
が
沸
い
た
時
に
、
平
成
一
二
年
で
し
た
か
、
世

界
遺
産
の
候
補
地
に
な
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
寝
耳
に
水
の
よ
う

な
か
た
ち
で
飛
び
込
ん
で
来
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
私
ど
も
は

文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
分
た
ち
が
良
さ
を

発
見
し
た
ん
で
は
な
く
、
フ
ェ
ス
タ
に
集
ま
っ
て
来
て
い
た
だ
い
た

人
た
ち
と
一
緒
に
歩
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
せ
て
も
ら
っ
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
温
泉
と
か
、
見
た
り
食
べ
た
り
す
る
も
の
な

ど
何
も
な
い
の
に
、
た
だ
自
然
の
中
を
歩
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、

こ
の
道
の
も
つ
魅
力
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
一
番
大
き
い
と

思
い
ま
す
。
今
の
ス
ト
レ
ス
の
多
い
社
会
の
中
に
あ
っ
て
は
、
歩
く

こ
と
に
よ
っ
て
何
か
開
放
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
自
然
と
の
一

体
感
が
も
て
る
と
こ
ろ
に
一
番
熊
野
古
道
の
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま

す
ね
。

熊
野
古
道
の
良
さ
は
自
然
と
の
帰
一
性
、
精
神
の
開
放
感
み
た
い

な
も
の
が
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

安
食

平
成
一
一
年
に
東
紀
州
体
験
フ
ェ
ス
タ
が
開
催
さ
れ
た
時
は
、

熊
野
古
道
訪
問
者
が
年
間
一
四
万
人
で
、
そ
の
後
少
し
減
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
最
新
の
資
料
で
約
九
万
人
で
す
。
昔
は
ほ
と
ん
ど
来
な

か
っ
た
の
に
、
今
で
は
こ
れ
だ
け
人
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、

や
は
り
引
き
つ
け
る
も
の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

小
倉
さ
ん
の
話
で
は
熊
野
古
道
の
魅
力
と
い
う
の
は
、
自
然
と
の

一
体
感
に
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ

の
道
が
作
ら
れ
て
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
文
化
的
な
側

面
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
な
か
な
か
そ
の
点
ま
で
は
あ
ま
り

理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
ん
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

小
倉

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
熊
野
古
道
は
フ
ェ
ス
タ
前

に
は
お
そ
ら
く
年
間
一
万
人
も
歩
か
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

私
ど
も
の
地
方
は
大
正
初
期
ま
で
は
あ
の
道
し
か
な
か
っ
た
。
で
す

か
ら
石
の
道
を
国
道
と
し
て
使
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
大

正
六
、
七
年
に
熊
野
街
道
の
大
改
修
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
ト
ン
ネ
ル

が
抜
け
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
使
っ

て
い
て
急
速
に
使
わ
な
く
な
っ
て
七
、
八
〇
年
眠
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
の
で
、
何
百
年
も
放
っ
て
あ
っ
た
道
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
再
度
見
直
さ
れ
た
時
に
か
な
り
の
と
こ
ろ

が
通
れ
る
状
態
で
残
っ
て
お
っ
た
と
い
う
理
由
だ
と
思
う
ん
で
す
け

ど
も
。

安
食

熊
野
古
道
を
語
る
時
は
「
巡
礼
の
道
」「
参
詣
道
」
と
い
う
言

葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
ね
。

小
倉

熊
野
古
道
は
生
活
の
道
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
三
重

県
の
中
で
も
孤
立
し
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
こ
の
道
を
通
る
よ
そ
の

人
と
い
う
の
は
、
巡
礼
と
か
、
あ
る
い
は
講
な
ど
の
宗
教
的
な
理
由

で
通
る
人
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
地
元
の
人
に
も

こ
の
道
は
生
活
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
時
に
、
巡
礼
た
ち
が
行

き
来
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
道
に

対
す
る
独
特
の
愛
着
や
誇
り
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
昔
か
ら
道
普
請
は

伝
統
的
に
丁
寧
に
行
わ
れ
、
今
で
も
そ
の
名
残
は
残
っ
て
い
ま
す
。

今
度
こ
う
い
う
か
た
ち
で
古
道
が
復
活
し
た
時
に
、
紀
伊
長
島
町
で

い
い
ま
す
と
志
子
地
区
と
か
三
浦
地
区
で
多
く
の
人
が
出
て
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
か
た
ち
で
道
を
修
理
し
て
人
を
案
内
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
割
と
よ
そ
と
比
べ
る
と
で
き
た
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
伝
統
が

あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
巡
礼
た
ち
が
病
気
に
な
っ
た

り
し
た
時
も
看
病
し
て
き
た
し
、
亡
く
な
っ
た
時
は
丁
寧
に
葬
っ
た

巡
礼
墓
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
の
集
落
に
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
道
に
対
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
は
確
か
に
他

の
地
域
に
は
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

安
食

三
重
県
全
体
を
見
ま
す
と
、
昔
の
大
動
脈
の
東
海
道
が
あ
り
、

伊
勢
街
道
と
い
う
伊
勢
神
宮
に
至
る
独
特
の
道
も
あ
り
ま
す
し
、
そ

れ
と
は
ま
た
違
う
宗
教
的
な
熊
野
方
面
の
道
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
っ
た
街
道
が
ま
と
め
て
見
ら
れ
る
の
は
全
国

的
に
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
街
道
と
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
一
〇
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、
○
○
の
道
と
い
っ
た
も
の
が
た

く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
バ
ブ
ル
の
時
代
が
終
わ
っ
た
後

に
、
身
近
な
地
域
資
源
を
見
直
そ
う
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
特
に

中
高
年
の
方
々
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
非
常
に
増
え
て
き
た
と
い
う
時

代
的
な
背
景
も
あ
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で

三
重
県
は
平
成
七
年
度
に
歴
史
街
道
構
想
を
提
唱
し
、
具
体
的
な
活

動
計
画
を
発
表
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
の
説
明
を

長
嶋
さ
ん
か
ら
お
願
い
で
き
ま
す
か
。
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長
嶋

ま
ず
、
み
え
歴
史
街
道
を
作
る
会
の
経
緯
か
ら
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
一
九
八
八
年
三
月
に
松
下
幸
之
助
さ
ん
を
座

長
に
、
堺
屋
太
一
さ
ん
ら
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
世
界
を
考
え
る
京

都
座
会
と
い
う
の
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
歴
史
街
道
と
い
う
の
が

初
め
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
外
国
の
方
々
に
「
日
本
に
つ

い
て
何
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
商
品
の
名
前
で
あ
る

と
か
企
業
の
名
前
が
返
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ち

ょ
っ
と
寂
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
日
本

人
は
高
度
成
長
期
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
物
質
的
な
豊
か
さ
を
求
め
て

き
た
の
で
、
日
本
人
の
根
底
に
あ
る
伝
統
や
文
化
と
い
う
も
の
を
改

め
て
見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
伊
勢
を
出
発
点
に
し
て
飛
鳥
、
奈

良
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
と
、
日
本
の
歴
史
を
古
代
か
ら
中
世
、
近

世
、
近
代
と
い
う
よ
う
に
一
筆
書
き
で
辿
る
ル
ー
ト
を
作
る
と
い
う

か
た
ち
で
歴
史
街
道
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
お
話
が
あ
っ

て
三
重
県
で
は
平
成
八
年
に
み
え
歴
史
街
道
構
想
を
策
定
し
ま
し
た
。

安
食

そ
の
内
容
は
ど
う
い
う
具
合
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

長
島

三
重
県
に
は
伊
勢
神
宮
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
三

重
県
の
街
道
を
、
伊
勢
参
宮
等
で
旅
人
が
行
き
か
っ
た
道
と
し
て
考

え
て
、
そ
の
魅
力
を
、
歴
史
性
、
先
人
の
知
恵
や
技
、
ぬ
く
も
り
と

か
自
然
景
観
、
祭
り
や
伝
統
行
事
な
ど
六
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
二

一
世
紀
の
地
域
づ
く
り
の
資
源
と
し
て
注
目
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
平

成
八
年
に
歴
史
街
道
構
想
が
策
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史

街
道
構
想
は
、
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
協
力
し
て
住
み
続
け
た
い

町
を
つ
く
り
、
そ
の
結
果
、
地
域
外
と
の
交
流
が
生
ま
れ
る
地
域
と

い
う
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま
し
て
、
行
っ
て
み
た
い
地
域
づ
く
り
、

街
道
の
魅
力
を
通
し
て
交
流
の
生
ま
れ
る
地
域
づ
く
り
、
地
域
間
の

共
創
と
い
う
三
つ
の
目
標
を
作
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
キ
ッ
ク
オ
フ
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
歴
史
街
道
フ
ェ

ス
タ
を
開
催
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

歴
史
街
道
フ
ェ
ス
タ
以
降
は
東
紀
州
地
域
を
除
く
七
つ
の
生
活
創

造
圏
で
、
歴
史
街
道
を
活
か
し
た
地
域
別
の
推
進
計
画
と
い
う
も
の

を
作
っ
て
き
ま
し
て
、
東
紀
州
で
は
平
成
八
年
に
熊
野
古
道
整
備
計

画
と
い
う
も
の
が
で
き
て
お
り
ま
し
た
の
で
そ
れ
も
含
め
、
今
現
在

で
は
す
べ
て
の
地
域
で
地
域
別
の
計
画
が
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

基
づ
い
て
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
等
の
冊
子
を
作
っ
た
り
と
か
、
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
イ
ベ
ン
ト
を
し
た
り
、
地
元
の
人
た
ち
に
地
域
の
街
道
の
良
さ

を
知
っ
て
も
ら
う
、
例
え
ば
一
緒
に
調
べ
た
り
企
画
す
る
過
程
で
、

自
分
た
ち
の
町
の
魅
力
に
気
づ
い
て
も
ら
う
と
い
っ
た
よ
う
な
ね
ら

い
で
取
り
組
み
を
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

安
食

地
域
別
の
推
進
計
画
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
目
指

し
て
い
る
ん
で
す
か
。

長
嶋

そ
れ
ぞ
れ
の
街
道
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
と

か
歴
史
性
と
い
う
魅
力
が
違
い
ま
し
て
、
例
え
ば
四
日
市
の
地
域
別

計
画
と
い
う
の
を
見
る
と
、
先
人
、
地
域
の
文
学
史
の
偉
人
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
て
、
そ
れ
を
ま
ち
づ
く
り
の
材
料
に
し
て
い
こ
う
と
か
、

伊
賀
で
す
と
大
和
街
道
、
初
瀬
街
道
、
伊
賀
街
道
、
こ
の
三
つ
の
街

道
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
、
お
宝
の
風
景
と
い
う
こ
と
で
地
域

の
魅
力
を
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
す
。
津
で
す

と
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
い
う
一
つ
の
健
康
ブ
ー
ム
も
あ
っ
て
、
地
元

の
人
た
ち
に
町
を
歩
い
て
も
ら
っ
て
新
し
い
発
見
を
し
て
も
ら
お
う

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
良
さ
を
使
っ
て
推
進
さ
れ
て

い
ま
す
。

安
食

三
重
県
の
中
で
そ
う
し
た
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
地
域
は

ど
こ
で
し
ょ
う
か
。

長
嶋

一
番
進
ん
で
い
ま
す
の
が
東
紀
州
地
域
で
す
ね
。
世
界
遺
産

の
登
録
も
あ
っ
て
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
ま
す
。
あ
と
は
松
阪
の
地

域
で
す
ね
。
か
な
り
取
り
組
み
が
盛
ん
で
す
。
あ
い
の
会
「
松
坂
」

な
ど
の
団
体
を
中
心
と
し
て
、
生
活
創
造
圏
ビ
ジ
ョ
ン
を
作
る
に
あ

た
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
団
体
が
新
た
に
組
織
さ
れ
た
り
、
ま
た
組

織
さ
れ
て
い
た
も
の
が
上
手
く
繋
が
り
、
各
団
体
活
動
が
歴
史
街
道

の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ

り
、
松
阪
の
地
域
と
い
う
の
は
か
な
り
進
ん
で
い
ま
す
。
や
は
り
そ

れ
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り
の
気
運
が
高
い
土
壌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
理
由
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

安
食

今
お
聞
き
し
て
な
る
ほ
ど
な
と
思
っ
た
の
は
、
基
本
は
行
政

が
大
枠
を
作
っ
て
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

実
際
の
活
動
で
は
市
民
グ
ル
ー
プ
の
方
た
ち
が
活
躍
さ
れ
て
い
る
ん

で
す
ね
。

長
嶋

そ
う
で
す
ね
。
行
政
が
ど
こ
ま
で
関
与
す
る
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
あ
ま
り
行
政
が
手
助
け
し
て
し
ま
う
と
ま
ち
の
活
動
が
上

手
く
育
た
な
い
の
で
、
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
地
域
の
盛
り
上
が
り
で
あ
る
と
か
気

運
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
気

運
を
盛
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
、
地
域
ご
と
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
開

催
し
た
り
、
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
な
ど
の
冊
子
を
作
っ
た
り
し
て
地
域
の

良
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
け
を
実
施
し
て
い
る
の
で

す
が
、
行
政
が
関
わ
る
こ
と
で
果
た
し
て
上
手
く
ま
ち
づ
く
り
の
気
運

◎
鼎
談
◎

小
倉

肇
×
長
嶋
真
貴
×
安
食

和
宏

1972年　三重県亀山市生まれ。
1995年　三重大学教育学部卒業
1997年　三重県伊賀県民局　　
2000年　三重県生活部

◎長嶋
ながしま

真貴
まさ き
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が
盛
り
上
が
り
、
活
動
が
育
っ
て
い
る
か
ど
う
か
常
に
考
え
る
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

安
食

熊
野
古
道
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
い
よ
い
よ
世
界
遺
産

登
録
と
い
う
の
を
現
実
的
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
段
階

で
す
が
、
小
倉
さ
ん
は
熊
野
古
道
を
今
後
ど
う
い
う
具
合
に
活
用
し

て
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ
う
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

小
倉

熊
野
古
道
を
地
域
づ
く
り
の
核
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

果
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
、
簡
単
に
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

熊
野
は
よ
そ
と
比
べ
て
古
道
を
活
か
す
構
想
は
上
手
く
進
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
熊
野
は
そ
れ
し
か

な
い
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
地
域
の
活
性
化
を
生
み
出

せ
る
と
は
誰
も
考
え
て
い
な
い
。
熊
野
の
特
徴
は
や
は
り
、
昔
か
ら

過
疎
で
あ
り
今
も
過
疎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

熊
野
と
い
う
の
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
日
本
の
歴
史

の
最
初
に
出
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
姿
を
消
し
て
し
ま
う
ん
で
す

ね
。
そ
こ
に
は
人
類
が
発
生
し
た
段
階
で
一
番
元
に
な
っ
た
も
の
が

ず
っ
と
色
濃
く
残
っ
て
お
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
母
な
る
国
で
あ
る
と

か
言
わ
れ
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
熊
野
各
地
に
祀
ら

れ
て
い
る
神
様
自
体
が
伊
勢
と
は
違
う
ん
で
す
。
祀
っ
て
あ
る
神
自

体
が
反
乱
者
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
風
土
に
大
き
な
関
わ
り
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
地
域
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
話
の
時

代
を
除
く
と
、
絶
え
ず
辺
境
と
し
て
お
か
れ
続
け
て
き
た
。
だ
か
ら

私
ど
も
は
世
界
遺
産
指
定
と
い
う
も
の
を
地
域
を
再
生
す
る
最
後
の

チ
ャ
ン
ス
だ
と
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
何
と
か
地
域
の
人
の
努
力
で
生

か
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
で
は
や
は
り
だ
め
で
、
古
道
に
対
す
る
現
代
人

の
価
値
観
を
活
用
す
る
の
と
同
時
に
、
漁
業
・
林
業
・
農
業
な
ど
の

第
一
次
産
業
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
い
う
努
力
を
一
緒
に
や
ら

な
か
っ
た
ら
、
地
域
の
再
生
に
は
繋
が
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

安
食

熊
野
古
道
の
場
合
は
文
化
遺
産
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
地
域
の
文
化
と
い
う
も
の
も
無
視
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
。

小
倉

熊
野
に
は
暮
ら
し
の
中
に
伝
承
と
か
風
習
そ
の
も
の
が
残
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
お
祭
り
と
か
お
盆
の
行
事
と
か
で
す
ね
。
先
祖

の
霊
を
迎
え
、
そ
れ
を
送
る
た
め
の
熊
野
の
花
火
や
、
紀
伊
長
島
の

灯
籠
祭
な
ど
で
す
。
祭
礼
で
も
神
話
に
結
び
つ
く
花
の
窟
の
お
綱
掛

け
神
事
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
価
値
あ
る
も
の

は
今
後
も
残
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
、
よ
そ
か
ら
来
た
人

に
そ
れ
を
見
て
も
ら
い
、
体
験
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
地
域
の
魅
力

に
し
て
い
き
た
く
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
昔
か
ら
の
も
の
を
残
し
て
お
く
と
い
う
だ
け
で
は
だ
め

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
住
み
や
す
く
な

け
れ
ば
持
続
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
熊
野
古
道
も
世
界
遺
産
に

指
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
木
を
一
本
も

切
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
は
や
は
り
長
続
き
し
な
い
し
、
人

間
が
生
き
て
い
く
環
境
と
し
て
も
望
ま
し
く
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

林
業
家
は
周
囲
の
環
境
に
気
を
配
り
つ
つ
や
は
り
林
業
を
そ
こ
で
営

ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
保
護
条
例
を
最
大
限
尊
重
し
て
条

例
の
許
す
範
囲
で
営
業
を
続
け
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
日
常
の
営
み

を
環
境
を
壊
さ
な
い
限
り
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
大
事
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
保
存
と
い
う
こ
と
と
裏
腹
に
な
る
か
も

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
一
つ
気
を
つ
け
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

安
食

道
と
か
街
道
は
一
つ
の
資
源
で
あ
る
け
れ
ど
も
必
ず
し
も
金

儲
け
に
な
る
か
ど
う
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

街
道
や
街
並
み
を
見
せ
る
、
交
流
す
る
と
い
う
場
合
に
、
住
ん
で
い

る
人
の
生
活
そ
の
も
の
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
あ
る
意
味
で

は
難
し
い
ん
で
す
が
、
例
え
ば
東
海
道
の
関
の
街
並
み
が
高
く
評
価

さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
人
が
住
ん
で
い
る
か
ら
で
、
作
り
物
で
は
な

い
生
活
の
現
場
な
の
で
、
そ
れ
が
面
白
い
の
で
な
い
か
と
私
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。
街
道
と
い
う
も
の
を
い
か
に
活
用
す
る
か
と
い
う
場

合
に
は
そ
う
し
た
視
点
が
基
本
の
一
つ
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

そ
う
し
た
目
で
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
街
道
よ
り
も
個
別
の
建
物
の

話
で
す
が
、
例
え
ば
ま
ち
か
ど
博
物
館
を
最
近
県
が
大
々
的
に
取
り

上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

長
嶋

今
で
は
全
国
各
地
で
地
域
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
よ
う

な
取
り
組
み
は
あ
る
の
で
す
が
、
ま
ち
か
ど
博
物
館
を
作
る
際
の
全

体
構
想
と
し
て
は
、
そ
れ
も
含
め
て
既
存
の
公
立
博
物
館
と
か
資
料

館
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
三
重
県
全
体
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し

た
り
、
あ
る
い
は
街
並
み
を
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
み
た
い
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
、
三
重
県
を
ま
る
ご
と
博
物
館
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
こ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
、
そ
の
中
で
ま
ち
か
ど
博
物
館
と
い
う

◎
鼎
談
◎

小
倉

肇
×
長
嶋
真
貴
×
安
食

和
宏

1962年　山形県生まれ。
1991年 三重大学人文学部講師、93年より助教授。

人文地理学が専門。

◎安食
あじき

和宏
かずひろ
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も
の
に
注
目
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

ま
ち
か
ど
博
物
館
に
つ
い
て
は
三
重
県
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る

前
に
伊
勢
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
独
自
で
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
モ

デ
ル
と
し
て
伊
賀
地
域
で
平
成
一
一
、
一
二
年
こ
ろ
一
番
最
初
に
九

一
館
設
立
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
伊
賀
で
始
め
た
時
は
広
域
で

の
ま
ち
か
ど
博
物
館
と
い
う
も
の
は
全
国
で
も
や
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
以
前
の
ま
ち
か
ど
博
物
館
と
い
う
と
、
商
店
街
で
あ
っ
た

り
と
か
、
町
の
一
角
で
す
ね
、
東
京
の
墨
田
区
で
あ
る
と
か
、
大
阪

の
平
野
区
で
あ
る
と
か
、
商
店
街
の
活
性
化
の
一
環
と
し
て
商
店
に

昔
か
ら
あ
る
お
宝
を
展
示
し
た
り
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
展
示
し
た
り
と
い
う
こ
と
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
す
。

安
食

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
珍
し
い
と
い
う
こ
と
で

す
か
。

長
嶋

え
え
、
伊
賀
の
七
市
町
村
を
ま
た
い
で
広
域
的
に
や
っ
た
と

い
う
の
が
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
。
ま
ち
か
ど
博
物
館
の
中
身
と
し

て
は
、
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
る
ミ
ニ
カ
ー
な
ど
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
展
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
が
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
手
仕
事

み
た
い
な
も
の
、
例
え
ば
つ
る
細
工
で
あ
っ
た
り
と
か
、
瓢
箪
を
育

て
て
そ
れ
を
加
工
し
て
ラ
ン
プ
を
作
っ
た
り
と
か
、
機
織
り
を
見
せ

た
り
と
か
、
あ
る
い
は
お
店
で
す
と
、
代
々
伝
わ
っ
て
い
る
看
板
と

か
、
造
り
酒
屋
さ
ん
で
し
た
ら
酒
を
作
る
工
程
を
見
せ
る
と
か
、
そ

れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
魅
力
を
展
示
物
と
し
て
公
開
し
て
博
物
館
に
し

て
い
ま
す
。

安
食

私
は
三
重
大
の
授
業
で
、
毎
年
津
市
を
一
日
か
け
て
歩
く
と

い
う
実
習
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
例
え
ば
一
身
田
の
高
田
本
山

専
修
寺
あ
た
り
に
行
っ
て
、
街
道
沿
い
で
何
が
観
察
で
き
る
か
、
ま

ち
か
ど
博
物
館
の
よ
う
な
建
物
か
ら
ど
う
い
う
歴
史
的
な
も
の
を
読

み
取
れ
る
か
と
い
う
内
容
で
す
が
、
学
生
は
お
お
む
ね
面
白
が
っ
て

い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
若
い
世
代
に
も
案
外
そ
う
い
う
の
が
好
意
的
に

受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
と
し
て
私
は
持
っ
て
い
ま
す
。

大
学
の
話
も
出
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
見
た
場

合
に
、
大
学
と
の
連
携
と
い
う
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
大
学
は

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
使
い
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
場
合
に
よ

っ
て
は
協
同
し
て
何
か
を
や
る
と
か
、
そ
う
い
う
可
能
性
は
ま
だ
ま

だ
あ
り
そ
う
な
気
は
す
る
ん
で
す
が
。
三
重
大
の
先
生
に
は
も
う
ち

ょ
っ
と
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
期
待
し
た
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
小
倉
さ
ん
い
か
が
で
す
か
。

小
倉

お
お
い
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
去
年
紀
伊
長
島

町
で
初
め
て
三
重
大
学
人
文
学
部
の
先
生
方
の
自
主
的
な
講
座
を
開

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
堅
い
講
座
で
す
か
ら
毎
回
二
〇
人
も
集

ま
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ

ん
来
て
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
平
均
し
て
一
講
座
三
〇
人
以
上
来
ま
し

た
ね
。
地
元
の
人
た
ち
も
大
学
の
先
生
と
触
れ
合
う
こ
と
の
魅
力
が

わ
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
こ
ち
ら
か
ら
も
い
ろ
い
ろ

な
点
で
三
重
大
学
と
の
共
催
を
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

確
か
に
今
ま
で
三
重
大
学
は
あ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
長
島
の
漁
民
の
調
査
と
か
民
俗
調
査
と
か

を
三
重
大
学
が
泊
り
込
み
で
や
っ
た
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
民
俗
調
査
な
ん
か
も
来
て
い
た
だ
け
れ
ば

こ
ち
ら
も
で
き
る
だ
け
援
助
は
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。

安
食

最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
人
文
学
部
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す

ね
。
も
う
一
つ
、
み
え
熊
野
学
研
究
会
が
三
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
ま

し
て
、
毎
年
本
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
三
重
大
学
の
先
生
は
一

部
個
人
的
に
は
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
工
夫
で

き
る
点
も
あ
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
い
か
が

で
す
か
。

小
倉

そ
う
で
す
ね
。
み
え
熊
野
学
と
い
う
の
は
、
東
紀
州
の
地
域

の
歴
史
と
か
民
俗
と
か
文
学
と
か
地
理
と
か
産
業
、
動
植
物
等
の
分

野
に
つ
い
て
、
学
問
的
な
立
場
か
ら
地
域
の
在
住
者
が
中
心
に
な
っ

て
専
門
的
に
研
究
し
て
い
っ
て
、
そ
の
成
果
を
町
お
こ
し
と
か
地
域

の
活
性
化
に
結
び
つ
け
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
発
足
し
た
ん
で
す
け

ど
も
、
そ
の
時
に
地
域
の
者
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
成
果
が
偏
っ
て

し
ま
う
し
見
方
が
限
ら
れ
て
く
る
の
で
、
必
ず
毎
回
基
本
的
な
と
こ

ろ
で
大
学
と
か
研
究
所
の
専
門
家
の
論
文
も
入
れ
て
い
こ
う
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
る
ん
で
す
ね
。

今
ま
で
最
初
は
古
い
旅
行
記
、
二
点
目
は
民
俗
学
、
そ
れ
か
ら
三

点
目
が
去
年
出
し
た
熊
野
の
植
物
や
動
物
と
い
う
よ
う
に
テ
ー
マ
を

決
め
て
出
版
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
年
は
も
う
一
度
道
を

見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
田
丸
か
ら
熊
野
三
山
ま
で
の
道
を
一
度

通
し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
も
是
非
、
三
重
大
学
を
は
じ
め
と
し
た
県
内
の
大

学
関
係
の
先
生
方
に
も
御
指
導
や
御
協
力
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

◎
鼎
談
◎

小
倉

肇
×
長
嶋
真
貴
×
安
食

和
宏

伊勢街道 (伊勢市)



＊ 7 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然 ― 第5号　2004年　3月

TRIO
SPECIAL 鼎×

安
食

長
嶋
さ
ん
に
も
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
が
、
私
た
ち
大
学
の

人
間
が
県
庁
の
仕
事
に
関
わ
る
と
い
う
場
合
、
審
議
会
や
委
員
と
い

う
か
た
ち
で
は
時
々
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
報
告
書
を
一
つ
作
っ
て

お
し
ま
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
工
夫
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
常
日
頃
か
ら
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
生
活
部
の
今
の

お
仕
事
を
通
し
て
大
学
と
の
関
わ
り
で
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
お

願
い
し
ま
す
。

長
嶋

確
か
に
今
ま
で
の
行
政
と
い
う
と
、
自
分
た
ち
の
行
政
の
政

策
策
定
で
あ
る
と
か
推
進
を
す
る
た
め
に
専
門
家
の
方
や
大
学
の
先

生
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
り
と
か
、
各
種
委
員
会
と
か
検
討

会
と
い
う
も
の
を
設
け
た
時
に
有
識
者
と
い
う
か
た
ち
で
参
加
し
て

い
た
だ
い
た
り
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

こ
こ
二
、
三
年
ぐ
ら
い
か
ら
県
と
高
等
教
育
機
関
と
の
共
同
研
究

と
い
う
か
た
ち
で
大
学
の
先
生
の
方
と
県
職
員
が
一
つ
の
チ
ー
ム
に

な
っ
て
、
県
庁
内
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
の
課
題
と
い
う
の
を
見
つ

け
て
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
一
年
間
研
究
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
事
業

を
し
て
お
り
ま
し
て
、
私
も
歴
史
街
道
に
関
し
て
、
い
か
に
し
て
ソ

フ
ト
事
業
と
ハ
ー
ド
事
業
を
セ
ッ
ト
に
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い

け
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
工
学
部
の
方
と
一
緒
に
研

究
し
始
め
て
い
ま
す
。
歴
史
街
道
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
都

市
計
画
や
建
築
の
視
点
も
必
要
で
す
し
、
歴
史
学
的
な
視
点
も
必
要

で
す
し
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
い
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
も
、
社
会
学
的
視
点
か
ら
考
え
る
と
ま
た
違

っ
た
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
研
究
に
対
す
る

期
待
も
あ
り
ま
す
。

専
門
家
の
方
と
一
緒
に
な
っ
て
チ
ー
ム
を
組
ん
で
や
っ
て
い
く
上

で
、
行
政
職
員
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
研
究
を
き

っ
か
け
と
し
て
チ
ー
ム
内
の
交
流
も
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
今

後
こ
う
い
う
作
業
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

安
食

街
道
に
関
す
る
共
同
研
究
な
ら
ば
、
少
し
前
例
も
あ
り
ま
す

が
、
工
学
部
の
建
築
・
計
画
系
、
も
し
く
は
芸
術
系
が
関
わ
り
ま
す

し
、
街
道
文
化
と
い
う
の
は
非
常
に
広
い
で
す
か
ら
、
文
学
、
歴
史
、

地
理
も
あ
り
ま
す
し
、
案
外
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
取
り
組
む
こ

と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
三
重
大
学
は
学
部
が
五

つ
あ
る
総
合
大
学
で
す
か
ら
、
多
様
な
取
り
組
み
方
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
そ
う
い
う
の
を
も
っ
と
意
識
し
て
い

ろ
い
ろ
な
専
門
分
野
の
人
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
元
に
直
接
繋
が
る

方
法
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
学
生

で
す
ね
。
三
重
大
の
学
生
は
お
よ
そ
七
千
人
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

学
生
を
地
域
に
連
れ
て
い
っ
て
皆
で
集
中
し
て
何
か
や
ろ
う
か
と
い

う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

小
倉

灯
籠
祭
と
い
う
紀
伊
長
島
町
で
大
き
な
灯
籠
を
海
に
浮
か
べ

る
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
灯
籠
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
作
り
ま
す

の
で
、
町
民
の
年
齢
が
上
っ
て
き
て
な
か
な
か
数
が
そ
ろ
わ
な
い
ん

で
す
ね
。
今
年
は
学
生
参
加
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
県
外
の
芸
術

系
大
学
な
ど
六
、
七
校
の
参
加
が
あ
っ
た
。
今
後
は
三
重
大
学
を
は

じ
め
県
下
の
大
学
に
も
呼
び
か
け
た
い
で
す
ね
。
地
域
の
伝
統
行
事

へ
の
参
加
も
大
学
生
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
地
元
の
大
学
に
も

こ
れ
か
ら
働
き
か
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
若
い
学
生
が

そ
う
い
う
行
事
に
参
加
し
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
す
る
ん

で
す
ね
。
そ
う
い
う
点
で
も
、
連
携
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

安
食

三
重
県
独
自
の
色
々
な
歴
史
的
・
文
化
的
な
背
景
を
も
っ
て

い
る
街
道
と
い
う
の
は
、
や
は
り
活
用
で
き
る
と
こ
ろ
は
活
用
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
歴
史
街
道
に
は
人
々
の
生
活
が
具
体

化
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
生
か
し
な
が
ら
地
域
・
行
政
・
大

学
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

熊
野
古
道
の
場
合
も
、
世
界
遺
産
登
録
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要

な
で
き
ご
と
で
す
が
、
そ
の
基
盤
に
は
人
々
の
生
活
が
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
上
手
く
共
存
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(

二
〇
〇
三
年
九
月
二
五
日
　
ア
ス
ト
津)

◎
鼎
談
◎

小
倉

肇
×
長
嶋
真
貴
×
安
食

和
宏

熊野古道・馬越峠(海山町)
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新
街
道
風
景
づ
く
り
の
胎
動

〜
環
境
と
文
化
を
つ
む
ぐ
網
の
目
型
社
会
へ
〜

序．

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
社
会
か
ら
網

の
目
型
社
会
へ

二
〇
世
紀
社
会
に
お
い
て
は
、
国
土
計
画

と
し
て
の
全
国
総
合
開
発
計
画
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
中
央
政
府
主
導
の
も
と
に
国
土

か
ら
地
域
へ
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
決
定
す

る
計
画
手
法
が
採
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」
か
ら
「
小
さ
な
物

語
」
を
構
成
す
る
方
法
論
で
す
。

た
し
か
に
高
度
経
済
成
長
期
の
社
会
状
況

に
鑑
み
れ
ば
、
成
長
す
る
都
市
の
時
代
に
多

大
な
社
会
資
本
整
備
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、

中
央
政
府
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮

し
て
、
物
的
に
は
戦
前
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
豊
か
で
安
定
し
た
生
活
環
境
を
つ
く

り
あ
げ
た
の
は
事
実
で
す
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
全
体
性
・
画
一

性
・
経
済
性
な
ど
を
重
視
し
た
国
づ
く
り

は
、
各
地
域
の
長
年
の
歴
史
と
風
土
の
中
で

育
ま
れ
て
き
た
個
性
的
な
生
活
の
環
境
と
文

化
を
消
失
さ
せ
る
と
共
に
、
地
域
社
会
に
よ

る
自
立
し
た
地
域
づ
く
り
（
自
治
）
を
遅
ら

せ
、
結
果
と
し
て
日
本
の
風
景
の
画
一
化
や

無
個
性
化
、
地
域
づ
く
り
体
制
の
中
央
集
権

化
に
拍
車
を
か
け
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
、
新
し
い
国
づ
く
り
の
在
り
方
が
模
索

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
二
一
世
紀
社
会
が
目
指

す
べ
き
社
会
像
を
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

東
京
を
中
心
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
社
会
を

解
体
し
て
、
多
様
な
地
域
や
主
体
が
主
権
を

持
つ
地
域
主
権
型
社
会
を
築
く
こ
と
、
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
主
権

型
社
会
に
お
い
て
は
、
各
地
域
の
個
性
的
な

環
境
と
文
化
が
再
評
価
さ
れ
、
そ
の
特
徴
が

互
い
に
網
の
目
の
よ
う
に
絡
み
な
が
ら
地
域

を
織
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
や

が
て
は
そ
の
動
き
が
地
域
を
越
え
、
網
の
目

状
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て
国
を
カ
バ
ー
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
状
況
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
社
会
に
比
し
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
網
の

目
型
社
会
（
注
1
・
2
）
と
呼
ぶ
こ
と
も
出

来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１．

三
重
県
の
県
土
構
造
ー
街
道

文
化
の
網
の
目
型
社
会

日
本
の
現
代
都
市
の
多
く
は
、
近
世
の
城

下
町
・
宿
場
町
・
門
前
町
な
ど
を
基
盤
に
し

て
発
展
し
て
き
て
い
ま
す
。
三
重
県
に
お
い

て
も
、
伊
勢
市
は
門
前
町
（
鳥
居
前
町
）
と

し
て
、
桑
名
市
、
亀
山
市
、
鈴
鹿
市
、
津
市
、

久
居
市
、
松
阪
市
、
玉
城
町
、
鳥
羽
市
、
上

野
市
、
名
張
市
な
ど
は
城
下
町
（
あ
る
い
は

陣
屋
町
）
と
し
て
発
展
し
、
現
在
に
お
い
て

も
各
地
域
の
拠
点
的
な
都
市
と
し
て
存
在
し

て
い
ま
す
。

ま
た
都
市
の
み
な
ら
ず
、
近
世
に
お
い
て

は
各
地
の
城
下
町
等
を
つ
な
ぐ
街
道
が
数
多

く
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
も
ま
た
網
の
目
状
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
は
、
徒
歩
を
前
提
と
し
た
街
道

に
よ
る
交
通
の
最
盛
期
で
あ
り
、
特
に
江
戸

幕
府
の
主
要
な
政
策
で
あ
っ
た
参
勤
交
代
の

新
街
道
風
景
づ
く
り
の
胎
動

浅

野

聡

制
度
は
、
街
道
整
備
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。
参
勤
交
代
は
莫
大
な
費
用
を
要

す
る
た
め
諸
藩
に
と
っ
て
は
経
済
的
負
担
が

大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
費
用
が
宿
場

町
な
ど
に
落
ち
る
た
め
、
沿
道
に
繁
栄
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
江
戸

を
中
心
と
し
た
全
国
規
模
の
街
道
網
の
改
善

を
促
す
こ
と
と
な
り
、
人
の
移
動
、
物
資
の

輸
送
、
情
報
と
文
化
の
交
流
な
ど
を
円
滑
に

行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
さ

に
街
道
を
通
じ
て
、
各
地
の
環
境
と
文
化
が

網
の
目
の
よ
う
に
交
流
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

三
重
県
に
は
、
東
海
道
を
始
め
と
し
て
伊

勢
街
道
、
伊
勢
別
街
道
、
伊
賀
街
道
、
初
瀬

街
道
、
大
和
街
道
、
和
歌
山
街
道
、
熊
野
街

道
な
ど
の
多
数
の
街
道
が
存
在
し
て
い
ま
す

が
、
全
体
的
に
見
る
と
東
海
道
に
交
差
す
る

も
の
と
、
伊
勢
街
道
に
交
差
す
る
も
の
と
の

２
つ
に
大
別
出
来
ま
す
。
特
に
伊
勢
街
道
に

交
差
す
る
も
の
が
多
く
、
多
く
の
街
道
が
伊

勢
神
宮
を
目
指
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
様
子

か
ら
、
三
重
県
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
重
要

性
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
は
、
伊
勢
街
道

を
南
北
軸
と
し
、
そ
れ
を
起
終
点
と
し
て
京

都
・
奈
良
・
和
歌
山
方
面
へ
と
抜
け
る
複
数

の
東
西
方
向
の
街
道
が
交
差
し
て
い
る
こ
と

が
特
徴
的
で
す
。

特

集

三
重
の
街
道

環
境
と
文
化
を
つ
む
ぐ
網
の
目
型
社
会
へ
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変
容
し
ま
し
た
が
、
上
野
市
や
松
阪
市
の
よ

う
に
城
下
町
と
し
て
の
名
残
を
比
較
的
よ
く

と
ど
め
て
い
る
都
市
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
街
道
は
近
現
代
化
の
中
で
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
か
ら
い
う
と
、
全
体
的
に
見
る
と
道

筋
と
し
て
は
比
較
的
に
よ
く
継
承
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
。
伊
勢
市
、
桑
名
市
、
松
阪
市
、

上
野
市
、
名
張
市
な
ど
と
い
っ
た
歴
史
都
市

を
歩
く
と
、
意
外
に
も
道
筋
は
残
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。

し
か
し
ま
ち
を
実
際
に
歩
い
て
み
る
と
、

歴
史
的
な
雰
囲
気
や
風
情
は
十
分
に
感
じ
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
も
事
実
で
す
。
そ

の
理
由
は
、
道
筋
は
継
承
さ
れ
て
い
て
も
沿

道
の
町
並
み
が
変
容
し
、
す
で
に
現
代
的
な

景
観
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
で

す
。
特
に
伝
統
的
な
町
屋
な
ど
が
姿
を
消
し
、

現
代
的
な
建
築
物
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
景
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
て
い
ま

す
。
ま
た
街
道
の
中
の
特
定
の
場
所
は
、
近

現
代
化
の
中
で
街
道
が
拡
幅
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
地
区
全
体
が
更
新
さ
れ
る
中
で
姿
を

消
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

３．

街
道
の
道
筋
の
継
承
と
変
容
の

要
因そ

れ
で
は
、
な
ぜ
道
筋
は
比
較
的
よ
く
継

承
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
最
大
の
理

由
は
、
す
で
に
街
道
沿
い
に
多
く
の
町
並
み

や
集
落
が
形
成
さ
れ
人
々
の
生
活
の
場
に
な

っ
て
い
た
た
め
、
多
数
の
人
々
や
建
築
物
を

移
動
し
て
道
筋
を
大
幅
に
拡
幅
し
た
り
あ
る

い
は
新
設
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
困
難
だ
っ

た
た
め
で
す
。

そ
こ
で
、
既
存
の
町
並
み
や
集
落
を
さ

け
て
、
自
動
車
交
通
に
対
応
し
た
新
し
い

道
路
を
新
設
す
る
場
合
が
多
く
、
街
道
の

道
筋
も
町
並
み
と
共
に
残
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
す
。

三
重
県
の
道
路
を
見
る
と
、
街
道
と
並
行

し
て
新
し
い
道
路
が
新
設
さ
れ
て
い
る
様
子

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
東
海
道
に

対
し
て
は
国
道
１
号
線
、
伊
勢
街
道
に
対
し

て
は
国
道
23
号
線
と
い
う
よ
う
に
街
道
に
対

し
て
ほ
ぼ
並
行
に
新
し
い
国
道
や
県
道
が
整

備
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
東
海
道
沿
い
の
宿

場
町
の
１
つ
で
あ
り
国
に
よ
っ
て
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
注
3
）
に
選
定
さ

れ
て
い
る
関
町
の
関
宿
を
歩
く
と
、
国
道
１

号
線
が
関
宿
の
町
並
み
を
避
け
て
新
設
さ

れ
、
そ
の
た
め
町
並
み
と
東
海
道
の
道
筋
が

セ
ッ
ト
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
同
様
に
伊
勢
市
の
伊
勢
神
宮
（
内
宮
）

の
鳥
居
前
町
の
内
宮
お
は
ら
い
町
を
歩
い
て

も
、
ま
ち
中
に
は
伊
勢
街
道
の
道
筋
が
よ
く

残
さ
れ
、
国
道
23
号
線
が
お
は
ら
い
町
を
さ

け
て
新
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。し

か
し
一
方
で
、
特
定
の
場
所
に
お
い
て

は
、
街
道
は
大
き
く
拡
幅
さ
れ
た
り
あ
る
い

は
消
失
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
①
既
存
の
町
並
み

や
集
落
の
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
、
街
道

の
道
筋
を
一
部
踏
襲
し
て
道
路
が
新
設
さ
れ

て
街
道
が
拡
幅
さ
れ
た
こ
と
、
②
街
道
が
河

川
を
越
え
る
場
合
は
、
橋
梁
の
移
動
・
新
設

な
ど
に
伴
い
街
道
が
消
失
し
た
こ
と
、
③
河

川
沿
い
に
街
道
が
存
在
す
る
場
合
は
、
河
川

改
修
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
河
川
改
修
と
道
路

新
設
・
改
良
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
街
道
が
消

失
あ
る
い
は
拡
幅
さ
れ
た
こ
と
、
④
農
村
部

に
お
い
て
は
圃
場
整
備
に
よ
っ
て
街
道
が
消

失
し
た
こ
と
、
⑤
桑
名
市
・
四
日
市
市
・
津

市
・
伊
勢
市
に
お
け
る
戦
災
復
興
事
業
の
際

に
、
街
区
が
区
画
整
理
さ
れ
て
街
道
が
消
失

新
街
道
風
景
づ
く
り
の
胎
動

〜
環
境
と
文
化
を
つ
む
ぐ
網
の
目
型
社
会
へ
〜

２．

近
代
以
降
の
街
道
の
変
容

現
代
都
市
の
多
く
が
近
世
の
城
下
町
な
ど

を
基
盤
と
し
て
発
展
し
て
き
て
お
り
、
ま
さ

に
歴
史
都
市
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
は
前
述

し
た
通
り
で
す
。
例
え
ば
城
下
町
を
基
盤
と

し
て
発
展
し
た
都
市
は
、
ま
ち
の
中
心
部
に

い
け
ば
必
ず
城
郭
が
あ
り
、
周
辺
に
は
武
家

地
、
町
人
地
、
寺
社
地
が
残
り
、
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
史
跡
や
建
造
物
な
ど
も
あ

り
ま
す
。
近
現
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、

特
に
戦
後
の
戦
災
復
興
事
業
や
高
度
経
済
成

長
期
の
開
発
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
的
景
観
は

三重県の歴史街道の一覧
（出典：『伊勢街道』建設省中部地方建設局三重工事事務所）



し
た
こ
と
、
⑥
広
幅
員
道
路
あ
る
い
は
鉄
道

が
街
道
を
横
断
す
る
よ
う
に
新
設
さ
れ
て
分

断
・
消
失
し
た
こ
と
、
な
ど
が
上
げ
ら
れ
ま

す
。（
注
4
）
多
く
の
場
合
、
私
た
ち
に
と

っ
て
必
要
な
道
路
・
河
川
・
鉄
道
・
街
区
・

農
地
な
ど
の
社
会
資
本
を
整
備
す
る
中
で
、

街
道
は
変
容
あ
る
い
は
消
失
さ
せ
ら
れ
て
き

た
の
で
す
。

４．

新
街
道
風
景
づ
く
り
の
胎
動

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
二
一
世
紀
に
入
り
、

各
地
域
の
個
性
的
な
環
境
と
文
化
を
再
評
価

し
、
そ
の
特
徴
を
活
か
し
な
が
ら
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
時
代
を
迎
え
始
め
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
街
道
も
注
目
さ
れ
、

そ
の
歴
史
文
化
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
地
域
づ

く
り
に
活
か
そ
う
と
す
る
動
き
も
徐
々
に
盛

ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

三
重
県
で
も
「
み
え
歴
史
街
道
構
想
　
む

す
び
の
く
に
づ
く
り
」（
一
九
九
六
年
）
が

策
定
さ
れ
た
り
、「
歴
史
街
道
フ
ェ
ス
タ
」

（
一
九
九
八
年
）
が
開
催
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
市
町
村
や
市
民
団
体
が
中
心
と
な
っ
て

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
り
と
、
盛

ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
全
体
的
に
見
れ
ば
ま
だ
限
定
的

な
取
り
組
み
で
あ
り
、
街
道
と
町
並
み
や
集

落
を
セ
ッ
ト
で
捉
え
、
そ
の
地
区
が
持
つ
環

境
と
文
化
を
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
に
渡
っ

て
保
全
・
整
備
・
活
用
し
よ
う
と
す
る
事
例

は
、
き
わ
め
て
少
な
い
の
が
実
情
で
す
。
街

道
の
道
筋
は
残
さ
れ
て
も
沿
道
の
景
観
が
地

域
の
歴
史
文
化
と
関
係
な
く
変
容
し
、
そ
の

結
果
、
ま
ち
の
風
情
が
失
わ
れ
る
状
況
は
現

在
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

街
道
の
歴
史
的
環
境
を
総
合
的
に
整
備
す

る
事
例
は
少
な
く
、
特
に
市
町
村
の
条
例
に

よ
っ
て
景
観
保
全
地
区
を
指
定
し
、
そ
の
効

果
が
上
が
っ
て
い
る
ま
ち
は
、
前
述
の
関
宿

と
内
宮
お
は
ら
い
町
程
度
で
す
。
な
お
二
見

町
や
上
野
市
に
お
い
て
も
、
近
年
、
景
観
条

例
が
制
定
さ
れ
て
動
き
始
め
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る

事
例
と
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
熊
野
古
道

が
上
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
で
に
重
要
な

道
筋
は
国
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

近
い
う
ち
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
動
き
始
め
た
取
り
組
み
に
学

び
な
が
ら
、
新
街
道
風
景
づ
く
り
と
も
呼
ぶ

べ
き
、
新
し
い
街
道
づ
く
り
を
展
開
出
来
る

か
が
、
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
二
〇
世
紀
の
取
り
組
み
の
反
省

を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
こ
れ
以
上
街
道
を
壊
さ

な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
く
こ
と
。
そ
し

て
道
筋
だ
け
で
は
な
く
、
沿
道
の
町
並
み

や
集
落
も
一
体
的
に
捉
え
、
そ
の
地
区
の

環
境
と
文
化
を
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
に

わ
た
っ
て
保
全
・
整
備
・
活
用
し
よ
う
と

試
み
て
い
く
こ
と
。

す
ぐ
に
は
前
進
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
ま
ち
づ
く
り
は
百
年
の
計
」
の
教
え

に
従
っ
て
、
あ
せ
ら
ず
じ
っ
く
り
と
そ
し
て

着
実
に
前
に
進
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

街
道
の
魅
力
を
知
る
に
は
、
な
ん
と
言
っ

て
も
「
書
を
捨
て
ま
ち
に
出
よ
」
を
実
践
す

る
の
が
一
番
で
す
。
三
重
県
に
残
さ
れ
て
い

る
数
多
く
の
街
道
を
訪
ね
歩
き
、
そ
の
文
化

に
触
れ
る
と
共
に
動
き
始
め
た
街
道
づ
く
り

に
多
く
の
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

て
い
ま
す
。

あ
さ
の
　
さ
と
し

工
学
部
助
教
授
・
都
市
計
画
・
都
市
設
計

TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第5号　2004年　3月 ＊ 10 ＊

注釈
（1）早稲田大学21世紀グループ　吉坂隆正・宇野政雄編：『ピラミッ
ドから網の目へ　二十一世紀の日本=下』、紀伊国屋書店、1972年
（2）基調提言研究会：「網の目世紀の胎動」『早稲田大学まちづくり
シンポジウム2003講演資料集』、pp.1-46、2003年7月　
（3）文化財保護法と都市計画法にもとづいて指定される町並み保全地
区のこと。
（4）浅野聡・鎌江弘子：「三重県における近代以降の歴史的街道空間
の変容の特徴と要因」『交流から見た伊勢湾文化』 三重大学伊勢湾
文化総合研究グループ、pp.1-15、1996年3月

新
街
道
風
景
づ
く
り
の
胎
動

〜
環
境
と
文
化
を
つ
む
ぐ
網
の
目
型
社
会
へ
〜

伊勢街道と内宮おはらい町の町並み（伊勢市）

東海道と関宿の町並み（関町）



三
重
県
内
の
地
名
に
は
県
名
を
略
す
）
に
籠

も
り
、
秀
吉
方
の
蒲
生
氏
郷
（
近
江
日
野
城

主
）
や
織
田
信
包
（
信
長
弟
、
津
城
主
）
を

は
じ
め
と
す
る
秀
吉
方
の
大
名
連
合
軍
の
攻

撃
を
受
け
、
約
半
年
間
に
わ
た
っ
て
抵
抗
す

る
。こ

の
戦
争
の
最
大
の
特
徴
は
、
秀
吉
方
勢
力

が
戸
木
城
を
包
囲
す
る
付
城
群
を
配
置
し
た
こ

と
で
あ
る
。
攻
撃
・
守
備
拠
点
と
し
て
の
機
能

を
果
た
す
付
城
あ
る
い
は
陣
城
（
繋
ぎ
の
城
）

を
、
ご
く
短
期
間
に
多
数
構
築
し
て
敵
城
を
孤

立
さ
せ
る
と
い
う
戦
法
は
、
戦
国
末
期
か
ら
織

豊
期
に
か
け
て
全
盛
と
な
っ
た
。

木
造
氏
は
、
あ
え
て
本
城
で
あ
る
木
造
城

（
久
居
市
木
造
町
）
を
捨
て
て
戸
木
城
に
籠
城

し
た
。
周
囲
に
水
田
の
広
が
る
湿
地
と
は
い

え
、
平
城

ひ
ら
じ
ろ

で
は
秀
吉
の
派
遣
す
る
軍
勢
に
対

抗
で
き
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
戸

木
城
は
、
初
瀬

は

せ

（
奈
良
）
街
道
を
取
り
込
ん

だ
河
岸
段
丘
の
最
南
端
に
占
地
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
は
西
側
は
谷
を
隔
て
て
お
り
、
北
側

は
沼
田
に
面
し
た
微
高
地
で
あ
る
。
唯
一
、

野
辺
（
久
居
市
）
に
つ
な
が
り
要
害
性
の
低

い
東
側
は
、
地
図
（
一
八
九
一
年
作
製
大
日

本
帝
国
陸
地
測
量
部
「
久
居
町
」）
や
空
中
写

真
（
一
九
四
七
年
米
空
軍
撮
影
）
に
よ
る
と
、

堀
を
設
け
た
り
初
瀬
街
道
を
屈
曲
さ
せ
る
こ

と
で
対
処
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

戸
木
城
の
主
郭
は
、
現
在
の
戸
木
小
学
校

に
ほ
ぼ
重
な
り
、
そ
の
周
囲
に
町
場
が
形
成

さ
れ
て
い
た
。
空
中
写
真
な
ど
の
分
析
か
ら

は
、
主
郭
内
部
に
初
瀬
街
道
を
取
り
込
ん
で

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
一
九
七
七
年
に

お
こ
な
わ
れ
た
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
、
堀
の
一
部
が
検
出
し
て
い

る
。城

下
町
は
、
家
臣
団
屋
敷
と
寺
社
を
中
心

に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
家
臣
団
屋
敷
に
つ
い

て
は
、
城
郭
の
西
側
を
固
め
る
重
臣
大
塚
氏

の
邸
宅
が
、
戸
木
町
字
大
塚
に
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
同
様
に
、
東
側
の
防
衛
を
意
識
し

た
重
臣
田
中
氏
の
邸
宅
が
、
戸
木
町
字
桃
里

に
配
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
戸
木
城
に
接
し
て
段
丘
面
と
初
瀬

街
道
を
取
り
込
ん
で
存
在
し
て
い
た
。

寺
社
に
つ
い
て
は
、
現
在
戸
木
町
に
存
在

す
る
大
蔵
寺
に
、
隣
接
す
る
羽
野
の
字
導
垣

内
か
ら
の
移
転
伝
承
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
戦

国
初
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
城
下
町
の
整
備
に

あ
た
っ
て
、
木
造
氏
が
近
辺
の
寺
社
を
移
転

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

戸
木
城
に
は
、
城
下
町
防
衛
の
た
め
の
支

城
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
城
下
町

の
北
西
外
縁
部
に
位
置
す
る
式
内
社
・
敏
太

と
し
た

神
社
（
戸
木
神
社
）
の
裏
山
に
築
か
れ
た
宮

山
城
で
あ
る
。
軍
記
物
『
木
造
記
』
の
記
載

に
よ
る
が
、
城
下
町
を
望
む
要
衝
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
秀
吉
方
勢
力
が

こ
こ
を
陥
落
さ
せ
て
付
城
に
改
修
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
で
あ
ろ

う
。（

天
正
一
二
年
）
四
月
十
二
日
付
羽
柴
秀

吉
覚
（
長
浜
八
幡
神
社
文
書
）
に
よ
る
と
、

秀
吉
が
戸
木
城
に
比
較
的
近
い
地
域
の
領
主

で
あ
る
小
島
・
田
丸
・
榊
原
の
三
氏
に
あ
て

て
、
戸
木
城
に
対
す
る
付
城
を
四
カ
所
、
厳

重
に
普
請
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
わ
か

る
。小

島
氏
は
、
織
田
信
孝
（
信
長
三
男
）
の

異
父
兄
で
神
戸
城
主
（
鈴
鹿
市
）
で
あ
る
。

田
丸
氏
は
、
北
畠
氏
の
有
力
一
族
で
岩
出
城

主
（
玉
城
町
）
で
あ
り
、
小
牧
・
長
久
手
の

戦
い
の
終
結
後
は
、
松
ヶ
島
城
主
と
な
っ
た

蒲
生
氏
郷
の
与
力
大
名
と
な
っ
て
い
る
。
榊

原
氏
は
徳
川
家
康
の
四
天
王
と
い
わ
れ
た
榊

原
康
政
の
本
家
に
あ
た
り
、
榊
原
城
主
（
久

居
市
）
で
あ
っ
た
。
榊
原
氏
は
、
一
族
が
敵

味
方
に
別
れ
て
戦
う
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
の
戸
木
町
羽
野
の
上

野
遺
跡
に
お
け
る
発
掘
調
査
で
、
河
岸
段
丘

を
背
後
の
台
地
か
ら
独
立
さ
せ
る
た
め
に
穿

た
れ
た
直
線
・
直
角
の
大
堀
が
発
見
さ
れ
た

（
写
真
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

北
側
の
堀
は
、
幅
約
八

、
深
さ
約
三

、

東
西
約
一
〇
〇
　
も
の
規
模
を
も
ち
、
内
側

に
土
塁
遺
構
の
一
部
が
残
存
し
て
い
た
。
北

側
の
堀
に
ほ
ぼ
正
確
に
直
交
し
て
谷
筋
に
向

か
う
西
側
の
堀
は
、
発
掘
が
中
断
さ
れ
て
お

り
全
長
は
不
明
で
あ
る
が
、
幅
や
深
さ
は
北

側
の
そ
れ
と
同
規
模
で
あ
る
。
ま
た
河
岸
段
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天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
四
月
九
日
、

羽
柴
秀
吉
軍
と
織
田
信
雄
（
信
長
次
男
）
・

徳
川
家
康
連
合
軍
は
、
尾
張
国
長
久
手
（
愛

知
県
長
久
手
町
）
で
激
突
し
た
。
膠
着
し
た

戦
況
を
打
開
す
べ
く
、
秀
吉
方
の
池
田
恒

興
・
森
長
可
は
、
家
康
の
拠
点
三
河
国
岡
崎

へ
の
迂
回
攻
撃
を
献
策
す
る
。
そ
れ
に
同
意

し
た
秀
吉
は
、
甥
三
好
秀
次
を
大
将
と
し
て

進
発
さ
せ
る
が
、
家
康
に
攻
撃
さ
れ
て
壊
滅

的
な
敗
北
を
喫
し
た
。

戦
線
の
建
て
直
し
の
た
め
に
、
秀
吉
は
敗

戦
直
後
に
作
戦
を
変
更
す
る
。
す
な
わ
ち
家

康
と
の
直
接
対
決
に
こ
だ
わ
る
よ
り
、
信
雄

に
圧
力
を
加
え
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ

っ
た
。
信
雄
を
孤
立
さ
せ
講
和
に
持
ち
込
め

ば
、
参
戦
し
た
家
康
の
大
義
名
分
が
失
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
具
体
策
の
ひ
と
つ
が
、
信
雄
の
領
国

で
あ
る
南
伊
勢
へ
の
派
兵
で
あ
る
。
こ
こ
を

守
備
し
た
信
雄
の
重
臣
・
木
造

こ
つ
く
り

氏
は
、
要
害

の
戸
木

へ

き

城
（
三
重
県
久
居
市
戸
木
町
、
以
下
、

初
瀬
街
道
沿
い
の
城
郭
群

―
戸
木
城
籠
城
戦
か
ら
―

藤

田

達

生

初
瀬
街
道
沿
い
の
城
郭
群
―
戸
木
城
籠
城
戦
か
ら
―

メ
ー

ト
ル

メ
ー

ト
ル

メ
ー

ト
ル
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丘
の
南
東
先
端
部
で
は
、「
L
」
字
状
で
幅
約

二

、
深
さ
約
一
　
の
二
重
堀
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
城
郭
遺
構
と
み
ら

れ
る
。
立
地
的
に
は
、
戸
木
城
方
面
の
見
通

し
が
よ
く
、
高
度
な
土
木
技
術
が
窺
わ
れ
る

こ
と
か
ら
、
秀
吉
の
命
じ
た
付
城
の
ひ
と
つ

と
み
ら
れ
る
。
城
内
は
、
約
二
万
平
方

も

の
規
模
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま

だ
に
規
模
に
見
合
っ
た
建
造
物
群
の
遺
構
は

み
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
関
係
遺
物
も
遺
構
の

規
模
に
比
し
て
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
戦

後
、
資
材
が
他
の
戦
場
や
城
郭
な
ど
で
転
用

さ
れ
た
か
ら
と
考
え
る
。

上
野
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
付
城
遺
構
は
、

単
体
で
は
全
国
で
も
最
大
級
の
規
模
を
も
つ
。

大
堀
は
、
軍
事
的
緊
張
の
も
と
短
期
間
に
掘

削
さ
れ
、
城
内
に
は
駐
屯
用
の
簡
素
な
建
造

物
や
柵
列
の
み
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
想
定

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
遺
構
が
き
わ
め
て
良

好
に
残
存
し
、
し
か
も
一
次
史
料
も
伝
存
す

る
付
城
は
、
全
国
的
に
み
て
も
希
有
な
事
例

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
他
の
三
カ
所
の
付
城
は
、
ど
こ

に
築
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
第
一
は
、
前
述
し
た
宮
山
城
で
あ
る
。

現
在
も
、
敏
太
神
社
の
裏
山
に
残
存
す
る
遺

構
は
良
好
で
、
周
囲
を
土
塁
に
囲
繞
さ
れ
た

矩
形
の
主
郭
や
二
折
れ
虎
口

こ
ぐ
ち

（
城
郭
の
出
入

口
）
な
ど
、
随
所
に
織
豊
系
城
郭
の
特
徴
が

み
ら
れ
る
。
位
置
的
に
み
て
、
こ
こ
で
秀
吉

方
の
武
将
が
指
揮
し
、
初
瀬
街
道
を
掌
握
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
上
が
指
揮

所
で
、
山
麓
の
現
在
の
神
社
の
境
内
付
近
に

は
土
塁
状
の
遺
構
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

兵
士
の
駐
屯
施
設
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

第
二
は
、
二
〇
〇
一
年
七
月
に
戸
木
城
の

北
方
約
一
〇
〇
〇

に
位
置
す
る
風
早
池
の

東
山
の
字
「
城
山
」
で
発
見
さ
れ
た
。
当
城

に
つ
い
て
は
、
宮
山
城
の
縄
張
を
九
〇
度
傾

け
た
よ
う
な
構
造
を
し
て
お
り
、
堀
な
ど
の

遺
構
の
残
存
状
況
も
、
比
較
的
良
好
で
あ
る
。

『
木
造
記
』
に
み
え
る
、「
織
田
上
野
助

（
信
包
）

は
、

風
早
大
明
神
の
池
之
上
に
付
城
を
拵
て
、
惣

大
将
と
し
て
陣
取
玉
ひ
け
る
」
に
該
当
す
る

と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
が
、
総
大
将
織
田
信
包

の
籠
も
っ
た
本
陣
で
あ
ろ
う
。
信
包
の
城
下

町
・
津
か
ら
戸
木
に
至
る
街
道
沿
い
に
位
置

す
る
こ
と
か
ら
も
、
街
道
を
掌
握
す
る
目
的

か
ら
築
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
の
ち
に
久
居
陣
屋
が
設
け
ら
れ

た
河
岸
段
丘
の
南
西
部
に
築
城
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
は
戸
木
城
を
東
か
ら
見
通

す
適
所
で
あ
り
、
他
の
付
城
の
配
置
か
ら
も
、

こ
の
位
置
以
外
に
は
想
定
す
る
こ
と
が
不
可

能
で
あ
る
。
た
だ
陣
屋
普
請
の
際
に
遺
構
が

破
壊
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
推
測

に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
か
ら
、
秀
吉
が
戸
木
城
攻
め
の
た
め

に
築
城
を
命
じ
た
四
つ
の
付
城
の
配
置
に
つ

い
て
は
、
ほ
ぼ
確
定
で
き
た
と
考
え
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
戸
木
城
は
段
丘
に
よ
っ
て
比

高
差
の
あ
る
南
側
を
除
き
、
東
・
西
・
北
の

三
方
向
を
押
さ
え
ら
れ
、
ま
さ
に
袋
の
鼠
と

い
っ
て
よ
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
注
目
し
た
い
の
は
、
戸
木
城
か

ら
各
付
城
ま
で
直
線
距
離
で
一
〇
〇
〇
　
以

内
の
距
離
し
か
隔
た
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

最
後
に
、
戸
木
城
攻
め
の
付
城
群
に
お
い

て
は
、
他
の
戦
争
で
築
か
れ
た
付
城
と
は
異

初
瀬
街
道
沿
い
の
城
郭
群
―
戸
木
城
籠
城
戦
か
ら
―

発掘された上野遺跡

な
っ
て
、
相
互
の
優
劣
が
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
秀

吉
の
播
磨
三
木
城
攻
め
の
付
城
群
、
あ
る
い

は
明
智
光
秀
の
丹
波
八
上

や
か
み

城
攻
め
の
そ
れ
に

は
、
明
ら
か
に
大
将
の
籠
も
る
指
揮
所
と
、

兵
士
の
駐
屯
所
と
の
違
い
が
明
瞭
に
現
れ
て

い
る
。

確
か
に
戸
木
城
攻
め
の
付
城
群
に
お
い
て

も
規
模
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
確

認
で
き
る
三
つ
の
付
城
に
つ
い
て
は
、
ど
れ

も
相
当
の
技
術
と
資
本
が
投
入
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
自
然
地
形
を
用
い
た
り
手
抜
き

は
み
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
織
田
氏
や
蒲
生
氏
と
い
っ
た
秀
吉
方

の
有
力
大
名
が
籠
も
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
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一
戸
か
ら
一
人
兵
士
を
徴
発
す
る
兵
制

と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
地
形
的
に
見
る
と
、
こ
れ
ら

の
道
は
、
田
地
を
碁
盤
目
条
に
区
画
す

る
条
里
制
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。

条
里
を
区
画
す
る
道
を
太
く
し
て
や
る

と
、
す
ぐ
に
幅
の
広
い
直
線
道
路
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
律
令
制

下
の
道
路
制
度
は
、
い
わ
ば
土
地
の
区

画
・
開
発
と
軍
事
体
制
に
規
制
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
軍
事
体
制
は
、
平

安
時
代
に
大
き
く
転
換
す
る
。
軍
団
と

徴
兵
制
が
廃
止
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

官
道
制
を
支
え
る
大
き
な
柱
の
一
本
で

あ
る
軍
制
崩
壊
の
影
響
は
、
道
路
政
策

に
直
接
現
れ
た
。
不
必
要
な
ま
で
に
広

い
官
道
が
、
本
当
に
不
必
要
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
官
道
は
次
第
に
細
く
な
り
、

わ
ず
か
に
条
里
遺
構
の
一
筋
の
畝
と
し

て
残
る
よ
う
に
な
る
。
全
国
で
確
認
さ

れ
て
い
る
古
代
道
路
に
は
、
こ
う
し
た

歴
史
を
持
つ
も
の
が
多
い
。

さ
ら
に
難
し
い
こ
と
に
、
平
安
時
代

中
期
頃
の
文
献
に
は
、
官
道
の
状
態
や

立
地
な
ど
を
記
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
斎
王
の
群
行
路
に
つ
い

て
も
い
え
る
。
斎
王
制
度
は
、
奈
良
時

代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
わ

け
な
の
だ
か
ら
、「
斎
王
が
ど
の
道
を
通

っ
て
い
た
か
」
と
い
わ
れ
て
も
、
概
観

的
な
ル
ー
ト
は
と
も
か
く
、
恐
ら
く
時

代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、

本
当
に
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
斎
宮
跡
に
お
け
る
道
の
遺
跡

さ
て
、
一
方
で
現
在
、
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
、
継
続
的
に
調
査
が
進
め
ら
れ

て
い
る
斎
宮
跡
で
は
、
い
く
つ
か
の
古

代
の
道
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
現
在
の
近
鉄
斎
宮
駅
か
ら

斎
宮
歴
史
博
物
館
に
向
か
う
と
す
る
と
、

①
　
斎
宮
駅
か
ら
ま
ず
西
に
向
か
っ
て
、

近
鉄
線
沿
い
に
続
く
道
は
、
奈
良
時
代

末
期
の
計
画
道
路
に
沿
っ
て
い
る
。

②
　
つ
ぎ
の
踏
切
を
超
え
て
北
進
す
る

道
は
、
平
安
時
代
中
期
、
一
一
世
紀
頃

に
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
発
掘
調
査
か
ら

わ
か
っ
て
い
る
。

③
　
さ
ら
に
進
ん
で
、
博
物
館
方
向

へ
左
折
す
る
半
分
だ
け
舗
装
さ
れ
た

変
な
道
路
は
、
奈
良
時
代
に
造
成
さ

れ
た
官
道
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
近
鉄
斎
宮
駅
か
ら
斎
宮
歴

史
博
物
館
ま
で
、「
奈
良
・
平
安
時
代
の

斎
宮
の
道
」
を
歩
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
今
歩

い
て
い
る
道
路
が
そ
の
ま
ま
古
代
の
道
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ま
ず
、
道
路
③
に
つ
い
て
見
て
い
こ

う
。
こ
の
道
路
は
、
博
物
館
が
で
き
る

ま
で
は
、
幅
二
　
も
な
い
道
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
博
物
館
周
辺
の
発

掘
調
査
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

道
路
の
左
右
か
ら
、
何
本
も
の
側
溝
跡

が
確
認
さ
れ
、
奈
良
時
代
に
は
幅
九

の
道
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
こ
の
道
を
西
に
延
長
す
る
と
、

松
阪
市
南
部
の
「
駅
部
田

ま
え
の
へ
た

」
町
に
至
り
、

さ
ら
に
斎
宮
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
伊

藤
裕
偉
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
こ
の
道

は
、
斎
宮
の
あ
る
多
気
郡
に
隣
接
す
る

飯
野
郡
の
条
里
と
方
向
を
合
わ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。
条
里
に
沿
っ
た
道
で
、

駅
関
係
の
地
名
が
沿
道
に
あ
る
。
つ
ま

り
こ
の
道
は
、
お
そ
ら
く
鈴
鹿
関
か
ら

伊
勢
神
宮
を
経
て
志
摩
国
府
に
至
る
官

斎
宮
の
道

斎
宮
の
道

斎
宮
歴
史
博
物
館

榎

村

寛

之

一
、
古
代
官
道
の
問
題

斎
宮
歴
史
博
物
館
と
い
う
所
に
勤
め

て
い
る
と
よ
く
あ
る
の
が
、「
斎
王
は
ど

の
道
を
通
っ
て
斎
宮
に
来
て
い
た
の
か
」

と
い
う
質
問
で
あ
る
。

実
は
こ
れ
に
は
大
い
に
困
っ
て
い
る
。

古
代
、
具
体
的
に
は
奈
良
時
代
に
造
成

さ
れ
た
、
平
城
京
・
難
波
京
・
大
宰
府

を
結
ぶ
山
陽
道
を
は
じ
め
と
す
る
官
道

は
、
中
世
以
降
の
道
と
は
か
な
り
異
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
地
形
に
規
制
さ
れ

な
い
程
度
の
平
野
部
で
は
、
幅
一
〇

級

の
直
線
道
路
な
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代

の
五
街
道
の
幅
が
せ
い
ぜ
い
五
　
の
道

だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
不
必
要
な
ま

で
に
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
こ

う
し
た
道
は
軍
事
利
用
を
想
定
し
た
も

の
で
、
各
国
に
置
か
れ
た
「
軍
団
」
や
、

メ
ー

ト
ル

メ
ー

ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル
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四
方
と
な
っ
て
い
る
。
道
路
①
の
原

形
と
見
ら
れ
る
道
に
つ
い
て
は
、
東
に

延
伸
し
た
部
分
で
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

ど
う
や
ら
道
路
幅
は
官
道
よ
り
広
く
、

溝
の
中
心
か
ら
中
心
ま
で
の
幅
が
四
〇

〇
尺
、
約
一
二
　
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
う
し
た
道
路
は
史
跡
内
の
各
所
で

現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
幅
二
　
程
度
の
道
と
化
し
て
い

る
。
た
だ
一
箇
所
、
い
つ
き
の
み
や
歴

史
体
験
館
か
ら
北
に
、
斎
王
の
森
に
向

か
っ
て
伸
び
る
道
は
、
斎
王
の
森
の
前

で
発
掘
調
査
に
基
づ
い
て
修
景
さ
れ
て

お
り
、
左
右
の
溝
と
と
も
に
幅
約
一
〇
　

以
上
の
古
代
の
区
画
道
路
を
体
感
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（
写
真
３
）

こ
の
よ
う
に
三
本
の
道
を
比
べ
て
み

る
と
、
古
代
に
お
い
て
は
道
と
い
う
も

の
が
実
に
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
奈
良
時
代
の
官

道
で
あ
る
道
路
③
は
広
く
造
ら
れ
た
が
、

日
常
的
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
な
っ

て
作
ら
れ
た
道
路
②
が
、
し
っ
か
り
し

た
造
り
な
の
に
幅
三
　
程
度
だ
っ
た
の

は
、
当
時
の
実
用
的
な
道
路
の
あ
り
か

た
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
一
方
、
道
路
①
は
、
明
か

に
軍
用
道
路
で
は
な
い
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
最
大
幅
一
二

と
、
官
道
を
し
の

ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
京
や

平
城
京
と
同
じ
く
、
企
画
性
の
高
い
区

画
を
造
営
で
き
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
、
王
権
の
権
威
付
け
を
図
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、

実
用
的
な
必
要
性
は
全
く
無
い
に
等
し

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
権
が
斎
宮
の

た
め
に
造
っ
た
道
路
な
の
で
あ
る
。

三
、
斎
宮
跡
と
「
斎
宮
辻
」

さ
て
、
こ
う
し
た
斎
宮
跡
の
道
路
は
、

施
設
と
し
て
の
斎
宮
の
廃
絶
し
た
鎌
倉

時
代
後
期
以
降
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

い
た
の
か
、
二
、
三
の
史
料
を
紹
介
し

て
お
こ
う
。

室
町
時
代
の
応
永
二
五
年
（
一
四
一

八
）、
将
軍
足
利
義
持
の
伊
勢
参
宮
に
随

行
し
た
花
山
院

か
ざ
ん
い
ん

（
藤
原
）
長
親
な
が
ち
か

と
い
う

貴
族
の
旅
日
記
『
耕
雲
紀
行

こ
う
う
ん
き
こ
う

』
に
次
の

よ
う
な
一
節
が
あ
る
。（
伊
藤
裕
偉
氏
の

教
示
に
よ
る
）

「
こ
こ
か
し
こ
ゆ
き
す
き
て
、
斎
宮

の
つ
し
と
い
ふ
所
あ
り
。
む
か
し
の
斎

宮
の
あ
と
な
り
。
木
竹
し
け
り
あ
ひ
て
、

斎
宮
の
道

道
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
地

図
上
に
落
と
し
て
み
て
も
、
史
跡
外
で

こ
の
道
の
延
長
線
上
に
正
確
に
一
致
す

る
道
は
、
一
部
近
世
の
参
宮
街
道
と
重

な
る
ほ
か
は
、
ご
く
断
片
的
な
も
の
な

の
で
あ
る
。（
写
真
１
）

次
に
道
路
②
に
つ
い
て
。

現
在
こ
の
道
に
は
、
側
溝
が
左
右
に

付
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
数
年
前
に
整

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
溝
の
遺

構
表
示
と
い
う
役
割
を
も
果
た
し
て
い

る
。
こ
の
溝
の
遺
構
は
、
場
所
に
も
よ

る
が
、
深
さ
六
〇
　
以
上
、
底
の
幅
が

三
〇
〜
七
〇
　
も
あ
る
立
派
な
も
の
な

の
に
、
道
幅
は
道
①
に
比
べ
る
と
各
段

に
狭
く
、
せ
い
ぜ
い
三
　
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
側
溝
は
一
一
世
紀
頃
に
掘
削
さ
れ

た
も
の
ら
し
く
、
道
幅
は
、
一
〇
〇
〇

年
近
く
に
わ
た
り
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。（
写
真
２
）

最
後
に
道
路
①
に
つ
い
て
。
こ
の
道

は
、
奈
良
時
代
後
半
（
七
七
〇
〜
八
〇

〇
年
頃
）
に
、
史
跡
西
側
に
造
成
さ
れ

た
斎
宮
の
方
格
地
割
を
構
成
す
る
直
線

道
路
の
推
定
線
に
沿
っ
て
い
る
。
こ
の

区
画
は
道
路
に
よ
っ
て
最
大
個
所
で
東

西
七
列
、
南
北
四
列
に
区
画
さ
れ
、
各

区
画
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
一
二
〇
　
　

写真1 道路③（古代宮道跡）

写真2 道路②(平安時代の道路）

セ
ン
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セ
ン
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ル
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ル
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ル
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ル
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い
つ
く
と
も
み
え
ぬ
や
ふ
の
う
ち
な
り
。

あ
れ
て
ひ
さ
し
け
れ
と
も
、
い
ま
も
そ

の
し
る
し
に
、
空
よ
り
絵
馬
を
か
く
る

こ
と
た
え
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
土
俗

あ
る
ひ
は
ゑ
む
ま
の
つ
し
と
も
い
ふ
と

か
や
、
さ
き
さ
き
は
き
か
す
、
こ
の
た

ひ
の
下
向
に
、
案
内
者
あ
り
て
か
た
り

し
か
は
（
下
略
）」

こ
こ
に
は
、
斎
宮
の
辻
、
あ
る
い
は

絵
馬
の
辻
と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
る
。

そ
し
て
同
じ
く
室
町
時
代
の
興
福
寺
別

当
で
あ
っ
た
、
九
条
家
出
身
の
僧
侶
で

あ
る
経
覚

き
ょ
う
が
く

の
日
記
、『
経
覚
私
要
抄

き
ょ
う
が
く
し
よ
う
し
ょ
う

』
の

寛
正
か
ん
し
ょ
う

二
年
（
一
四
六
一
）
正
月
の
記
事

に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
伊
勢
斎
宮
辻
絵
馬
、
当
年
黒
シ
テ

稲
ヲ
負
云
々
、
吉
凶
如
何
。」

ど
う
も
『
耕
雲
紀
行
』
で
は
、
斎
宮

の
辻
の
絵
馬
の
話
は
、
案
内
者
か
ら
聞

く
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

四
三
年
後
に
は
、
興
福
寺
の
高
僧
が
、

奈
良
に
あ
っ
て
絵
馬
の
吉
凶
を
気
に
す

る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
絵
馬
は
、
室
町
時
代
後

期
に
作
ら
れ
た
謡
曲
『
絵
馬
』
に
、「
絵

馬
の
馬
の
毛
色
で
翌
年
の
晴
雨
豊
凶
を

占
う
」
と
し
て
出
て
く
る
ほ
ど
に
有
名

に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
郷
土
史
に
見
る
斎
王
』（
一
九
七
八

年
　
明
和
町
　
絶
版
）
所
収
の
「
斎
宮

村
郷
土
誌
」（
一
九
三
五
年
斎
宮
村
商

工
会
編
）
の
「
絵
馬
殿
」
の
項
目
に
よ

る
と
、

「
い
つ
し
か
、
十
二
月
晦
日
の
真
夜

中
に
、
新
し
く
掛
け
替
え
ら
れ
る
絵
馬

の
図
様
に
よ
つ
て
、
翌
年
の
豊
凶
を
占

ふ
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
噂
が
弘
ま
り

ま
し
た
。
そ
の
絵
馬
は
縦
一
尺
五
寸
許

り
、
横
二
尺
余
り
の
無
地
の
木
板
の
中

央
に
水
墨
で
稲
束
を
背
負
っ
た
馬
を
描

き
、
そ
の
上
に
打
ち
出
の
小
槌
と
、
龍

の
玉
の
模
様
を
配
し
た
砂
金
袋
と
、
隠

れ
笠
と
、
隠
れ
簑
と
が
描
か
れ
て
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
馬
が
背
負
つ
た
稲
束
の

色
調
に
よ
つ
て
、
早
稲
が
何
分
、
中
稲

が
何
分
、
晩
稲
が
何
分
と
現
さ
れ
る
の

だ
と
云
ひ
伝
へ
ら
れ
て
い
ま
す
。
之
を

『
斎
宮
の
世
だ
め
し
』
と
申
し
ま
し
た
。

(
仮
名
遣
い
原
文
の
ま
ま)

」

と
い
う
。
さ
ら
に
、
北
伊
勢
か
ら
伊

賀
・
大
和
・
山
城
な
ど
に
「
絵
馬
講
社
」

が
あ
り
、
代
参
者
が
見
に
来
た
り
、
一

九
三
五
年
頃
に
も
手
紙
で
「
世
だ
め
し
」

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
斎
宮
辻
」
は
現
存

し
て
い
る
。
絵
馬
堂
の
伝
承
地
は
、
斎

宮
の
方
格
地
割
の
東
の
端
の
南
北
道
路

と
、
現
・
参
宮
街
道
が
交
差
す
る
所
な

の
で
あ
る
。
こ
の
南
北
道
路
は
現
在
も

道
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
西
側

を
流
れ
る
側
溝
を
兼
ね
た
小
川
は
、「
エ

ン
マ
川
」
つ
ま
り
「
絵
馬
川
」
と
い
う
。

斎
宮
の
道

し
か
も
、
こ
の
交
差
点
に
は
、
室
町
時

代
に
六
地
蔵
石
灯
が
建
て
ら
れ
て
い
る

（
こ
の
六
地
蔵
も
場
所
を
少
し
東
よ
り
に

し
て
現
存
）。
高
橋
昌
明
『
酒
呑
童
子
の

誕
生
』（
中
公
新
書
）
に
よ
る
と
、
中
世

京
都
で
は
、
六
地
蔵
は
辻
に
立
て
ら
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絵

馬
伝
承
と
六
地
蔵
の
存
在
か
ら
、
斎
宮

の
境
界
は
斎
宮
廃
絶
後
も
生
き
つ
づ
け

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
、「
斎
宮
村
郷
土
誌
」
で
は
絵
馬

殿
の
位
置
を
、
参
宮
街
道
と
エ
ン
マ
川

の
交
差
点
よ
り
北
と
し
て
お
り
、
江
戸

時
代
の
絵
図
で
も
、
も
う
一
本
北
の
細

い
道
と
の
交
差
点
に
絵
馬
殿
を
描
い
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
現
在
の
参
宮
街
道

は
方
格
地
割
の
北
か
ら
四
本
目
、
斎
宮

内
院
の
南
側
に
面
し
た
道
路
が
原
形
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
あ
る
い
は
一
本

北
の
道
路
と
の
交
点
が
本
来
の
「
辻
」

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
〇
世
紀
の

『
延
喜
斎
宮
式
』
に
よ
る
と
、
斎
王
は
伊

勢
神
宮
に
参
詣
す
る
時
、
斎
宮
の
東
の

境
界
で
祓は
ら

え
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
そ
う
し
た
境
界
意
識
が
斎
宮
廃
絶

後
も
「
辻
」
と
し
て
残
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
の
は
、
単

な
る
土
俗
伝
承
の
よ
う
な
占
い
に
こ
れ

だ
け
の
関
心
が
集
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
斎
宮
」
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
「
道
」

の
築
い
た
結
界
は
、
斎
宮
の
制
度
的
廃

絶
か
ら
百
年
以
上
過
ぎ
て
も
、
強
い
イ

ン
パ
ク
ト
を
保
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

え
む
ら
　
ひ
ろ
ゆ
き 写真3 「斎王の森」前の道（方格地割区画道路）



こ
ろ
に
も
、
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
意
味
で
文
化
財
保
護
法
を
尊
重

し
、
保
存
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
区

と
い
え
る
。

関
の
町
並
み
の
価
値
は
、
近
年
に

な
っ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
大
正
一
二
年
か
ら
昭
和
八
年

ま
で
町
長
（
旧
関
町
）
を
つ
と
め
た

大
北
源
次
郎

お
お
き
た
げ
ん
じ
ろ
う

氏
の
頃
に
、
保
存
を
し

て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
す
で
に
あ

り
、
大
正
の
頃
に
は
江
戸
時
代
の
面

影
が
貴
重
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
窺

い
知
れ
る
が
、
こ
の
頃
の
町
並
み
保

存
の
動
き
を
引
き
継
い
だ
と
す
れ
ば
、

町
並
み
保
存
の
歴
史
は
八
〇
年
を
超

え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
町
並
み

は
、
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
々
の
ご

関
町
関
宿
の
町
並
み
保
存

鈴
鹿
郡
関
町
の
町
並
み
保
存
の
歴

史
は
古
い
。
法
整
備
の
面
か
ら
い
え

ば
一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
に
関

宿
町
並
み
保
存
条
例
が
制
定
さ
れ
、

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
）
に
は
文

化
庁
か
ら
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
の
選
定
を
受
け
た
。
す

で
に
二
〇
年
を
経
過
し
つ
つ
あ
る
。

関
の
町
並
み
の
価
値
は
、
宿
場
町

独
自
の
形
態
で
あ
る
街
道
に
沿
っ
て

一
本
街
村
状
に
四
〇
〇
戸
の
町
屋
が

軒
を
連
ね
る
景
観
に
あ
り
、
そ
の
長

さ
は
約
一
・
八
　
　
に
も
な
る
。
東

海
道
沿
い
は
高
度
経
済
成
長
期
に
特

に
開
発
が
す
す
ん
だ
地
区
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
地
区
が
歴

史
的
な
町
並
み
を
残
せ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
関
宿
が
東
海
道
で
唯
一
、

伝
統
的
な
建
造
物
を
有
す
る
町
並
み

を
残
す
地
区
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
関
の
町
並
み
保
存
は
「
観
光
化

し
な
い
」
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た
と

関
町
関
宿
の
町
並
み
保
存

寺

嶋

明
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理
解
と
ご
協
力
の
も
と
、
役
場
と
の

連
携
の
も
と
す
す
め
ら
れ
、
今
日
も

町
並
み
を
「
残
す
」
努
力
が
、
一
日

も
休
む
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
町
並
み
の
保
存
の
取
り

組
み
は
建
物
の
保
存
だ
け
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
保
存
に
対
す
る

啓
発
活
動
と
し
て
町
並
み
保
存
会
の

皆
さ
ん
が
活
動
を
さ
れ
て
お
ら
れ
、

そ
の
広
報
誌
と
し
て
「
町
並
み
か
わ

ら
版
」
を
作
成
し
て
い
る
。
紙
面
は

防
火
意
識
の
向
上
の
ほ
か
、
関
宿
の

歴
史
、
他
の
宿
場
や
伝
建
地
区
の
情

報
な
ど
だ
が
、
こ
れ
を
町
内
全
戸
に

配
布
し
、
保
存
地
区
外
に
も
町
並
み

保
存
に
理
解
を
求
め
て
い
る
。
ま
た

関
宿
周
辺
の
松
並
木
の
復
元
や
、
夏

祭
り
に
は
保
育
園
や
幼
稚
園
の
子
供

た
ち
に
関
の
商
家
に
伝
わ
る
「
子
山

車
」（
こ
や
ま
）
を
曳
か
せ
る
な
ど
、

伝
統
文
化
に
ふ
れ
る
き
っ
か
け
づ
く

り
を
通
じ
て
、
町
並
み
保
存
の
裾
野

を
広
げ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
は
関
の
町
並
み
が
景

観
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保

存
地
区
へ
の
観
光
客
の
流
入
は
激
し

く
な
っ
て
お
り
、
休
日
に
な
る
と
町

並
み
が
観
光
客
で
あ
ふ
れ
か
え
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
。
観
光
客
の
マ
ナ

ー
は
け
っ
し
て
よ
い
と
は
い
え
ず
、

町
屋
へ
の
覗
き
込
み
や
、
私
有
地
へ

の
入
り
込
み
な
ど
、
用
心
が
悪
く
な

っ
た
と
感
じ
る
人
は
年
々
増
え
て
い

る
。
特
に
バ
ス
で
く
る
団
体
客
は
、

関
の
歴
史
に
ふ
れ
る
で
も
な
く
「
ど

っ
と
き
て
、
さ
っ
と
」
帰
っ
て
い
く
、

騒
が
し
い
だ
け
の
存
在
で
、
評
判
が

よ
く
な
か
っ
た
が
、
町
内
の
有
志
の

方
々
が
、
無
償
で
ガ
イ
ド
を
引
き
受

け
、
地
域
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
案
内
を
さ
れ
て
か
ら
は
、

団
体
の
観
光
客
は
い
て
も
町
並
み
は

落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

現
在
三
〇
名
前
後
の
方
が
参
加
さ
れ

て
い
る
が
、
近
年
の
出
動
回
数
は
の

べ
四
〇
〇
回
を
超
え
て
い
る
か
ら
毎

日
、
誰
か
が
案
内
を
し
て
い
る
計
算

に
な
る
。

ま
た
、
ガ
イ
ド
の
方
々
は
月
一
回
、

研
修
会
を
開
き
、
歴
史
な
ど
の
知
識

を
蓄
え
る
よ
り
は
、
ど
の
よ
う
に
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
か
、
団
体
客
の

動
線
を
み
こ
し
た
案
内
、
安
全
な
案

内
（
事
故
防
止
）
と
は
な
に
か
に
つ

い
て
研
鑚
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

町
並
み
保
存
に
か
か
わ
る
方
々
は
、

ま
だ
ま
だ
お
ら
れ
て
、
と
て
も
書
き

き
れ
な
い
。

一
昨
年
の
二
〇
〇
一
年
は
近
世
東

海
道
が
開
設
さ
れ
て
四
〇
〇
年
と
い

う
節
目
の
年
で
あ
っ
た
。
三
重
県
も

県
内
の
東
海
道
沿
い
の
各
自
治
体
も
、

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
街
道
文
化
を

育
ん
だ
が
、
関
宿
で
は
、
町
並
み
保

存
会
が
音
頭
を
と
っ
て
例
年
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
街
道
祭
り
の
前
夜
祭
と

し
て
、
四
〇
〇
周
年
と
四
〇
〇
軒
と

い
う
数
字
を
か
け
た
四
〇
〇
個
の
灯

関
町
関
宿
の
町
並
み
保
存
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篭
を
作
り
、
保
存
地
区
約
一
・
八
　

の
街
灯
を
す
べ
て
消
灯
し
、
江
戸
時

代
の
夜
の
再
現
を
試
み
た
。

灯
篭
は
す
べ
て
町
民
の
み
な
さ
ん

の
手
作
り
。
町
内
の
建
具
屋
さ
ん
に

技
術
指
導
し
て
も
ら
い
、
加
工
を
し
、

灯
篭
の
障
子
張
り
に
は
老
人
ク
ラ
ブ

の
方
々
が
協
力
。
お
か
げ
で
前
夜
祭

に
は
無
事
四
〇
〇
戸
の
町
屋
の
軒
先

に
灯
篭
が
な
ら
び
、
江
戸
時
代
の
夜

を
再
現
で
き
た
。
む
ろ
ん
役
場
を
は

じ
め
、
町
内
諸
団
体
の
協
力
が
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

業
者
が
闊
歩
す
る
都
市
型
の
イ
ベ
ン

ト
の
姿
は
な
い
の
で
あ
る
。

て
ら
し
ま
　
よ
し
あ
き

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

日
本
近
世
史

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
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亀
山
市
・
関
町
の
研
究
　
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
報
告
会

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

特集

は
じ
め
に

平
成
一
六
年
一
月
二
七
日
、
三
重
大
学
と
亀
山
市
、
関
町
と
の
あ
い
だ
で
、
文
化
、

教
育
、
学
術
の
分
野
で
の
協
力
を
定
め
た
「
相
互
友
好
協
力
協
定
」
が
締
結
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
尾
鷲
市
、
上
野
市
、
四
日
市
市
に
つ
い
で
、
ち
ょ
う
ど
四
、
五
番

目
の
締
結
に
あ
た
る
。
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
で
は
、
こ
の
「
協
定
」
に

先
行
す
る
か
た
ち
で
、
平
成
一
五
年
四
月
よ
り
、
亀
山
市
、
関
町
に
て
大
学
院
生

た
ち
に
よ
る
調
査
研
究
を
続
け
て
き
た
。

そ
も
そ
も
、
本
研
究
科
の
大
学
院
生
が
、
三
重
県
下
の
自
治
体
で
組
織
的
に
調

査
研
究
活
動
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
一
三
年
度
に
新
設
さ
れ
た

講
義
科
目
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
の
開
講
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
講
義
を
履
修

し
た
大
学
院
生
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
、
一
三
年
度
に
は
香
良
洲
町
、
一
四
年
度
に

は
紀
伊
長
島
町
で
、
個
々
の
専
攻
に
も
と
づ
く
研
究
を
進
め
て
き
た
。

そ
し
て
今
回
、
一
五
年
度
は
、
シ
ャ
ー
プ
の
誘
致
等
に
よ
り
県
下
で
最
も
変
化

の
著
し
い
地
域
で
あ
り
、
ま
た
関
宿
な
ど
歴
史
・
文
化
的
な
事
象
も
数
多
い
亀
山

市
、
関
町
の
二
つ
の
自
治
体
を
対
象
地
と
し
た
。
豊
富
な
「
研
究
材
料
」
に
囲
ま

れ
た
大
学
院
生
た
ち
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
調
査
活
動
を
通
じ
て
、
自
ら
の

研
究
を
着
実
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
六
月
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
、
八
月
の

合
宿
、
そ
し
て
月
一
度
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
現
地
で
の
調
査
を
重
ね
な
が
ら
、
八

ヶ
月
余
り
に
わ
た
る
研
究
を
よ
う
や
く
こ
こ
に
結
実
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以

下
に
掲
載
す
る
研
究
報
告
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
の
概
要
を
と
り
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
地
域
研
究
の
成
果
が
、
現
地
の
方
々
、
な
ら
び
に
読
者
の

方
々
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
今
回
の
亀
山
市
、
関
町
で
の
調
査
研
究
は
、
亀
山
市
役
所
、
関
町
役
場
を

は
じ
め
と
す
る
関
係
諸
機
関
、
な
ら
び
に
住
民
の
方
々
の
ご
協
力
な
く
し
て
は
実

現
し
え
な
か
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

科
目
指
導
教
官
　
石
阪
督
規
　
い
し
ざ
か
　
と
く
の
り
　
人
文
学
部
助
教
授

鹿
嶋
　
洋
　
か
し
ま
　
　
ひ
ろ
し
　
　
人
文
学
部
助
教
授

「三重の文化と社会」
報告会

2004年1月24日に、亀山市総合保健福祉センター
と関町老人福祉センターにおいて、「三重の文化と
社会」の現地報告会が開催され、亀山市、関町の
両会場であわせて約80名の参加がありました。報
告会の様子は、翌日の新聞紙上でも取り上げられ
るなど、どちらもたいへん有意義な報告会となり
ました。報告の成果については、報告書「亀山
市・関町の研究」（A4、全73ページ）としてまと
められています。 会場風景（１）

会場風景（３）会場風景（２）



る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
中
心
に
、

亀
山
市
が
シ
ャ
ー
プ
進
出
を
、
魅
力
あ

る
ま
ち
づ
く
り
に
ど
う
生
か
し
て
い
け

る
か
を
探
る
。

国
内
産
業
は
現
在
、
若
者
の
現
場
離

れ
、
日
本
企
業
の
ア
ジ
ア
進
出
な
ど
に

よ
り
空
洞
化
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

シ
ャ
ー
プ
亀
山
工
場
の
誘
致
は
、
年
間

出
荷
額
四
千
億
円
、
一
五
〇
〇
人
の
新

規
雇
用
が
創
出
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
企
業
誘
致
は
、
地
域
経
済
・
雇
用

に
計
り
知
れ
な
い
波
及
効
果
を
も
た
ら

し
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
も
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
特
に
特
定
大
企
業
の
立
地

は
企
業
城
下
町
を
形
成
す
る
こ
と
が
多

い
。
シ
ャ
ー
プ
亀
山
工
場
に
お
い
て
も
、

液
晶
産
業
と
い
う
特
殊
か
つ
高
成
長
産

業
で
あ
り
、
液
晶
以
外
の
技
術
は
蓄
積

さ
れ
に
く
い
。
ま
た
、
激
し
い
国
際
競

争
の
展
開
の
中
で
、
企
業
の
衰
退
や
撤

退
に
よ
る
地
域
の
衰
退
も
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
亀
山
市
が
産
業
を
持
続
的
に

発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
誘
致
し
た
企

業
を
定
着
化
さ
せ
、
新
た
な
企
業
の
進

出
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
地
域
の
居
住
環
境
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
産
業

は
、
ひ
と
か
ら
生
ま
れ
、
ひ
と
や
そ
の

地
域
に
よ
っ
て
発
展
す
る
か
ら
で
あ
る
。

生
活
環
境
が
よ
け
れ
ば
、
人
が
定
着
し

新
た
な
も
の
も
生
ま
れ
や
す
い
。
こ
の

可
能
性
を
他
の
分
野
に
ま
で
広
げ
、
産

業
だ
け
で
な
く
“
ま
ち
”
全
体
に
活
力

を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

地
域
住
民
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
。

地
域
住
民
は
、
住
ん
で
い
る
当
事
者
で

あ
り
、
自
分
た
ち
の
“
ま
ち
”
の
良
い

と
こ
ろ
も
悪
い
と
こ
ろ
も
知
っ
て
い
る
。

“ま
ち
”
を
生
か
す
も
殺
す
も
住
民
次
第

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

シ
ャ
ー
プ
の
進
出
は
、
亀
山
市
に
大

き
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
。
魅
力

あ
る
地
域
づ
く
り
に
は
、
シ
ャ
ー
プ
と

い
う
大
企
業
の
立
地
を
、
地
域
を
よ
り

良
く
す
る
転
換
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、

こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
住
民
が
ど
う
利
用

で
き
る
か
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

多
気
町
は
、
一
九
九
五
年
の
シ
ャ
ー

プ
進
出
後
、「
シ
ャ
ー
プ
の
ま
ち
」
と
し

て
名
を
馳
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
多
気

町
が
、
株
式
会
社
ミ
エ
テ
ッ
ク
・
シ
ャ

ー
プ
株
式
会
社
従
業
員
を
対
象
に
、
二

〇
〇
二
年
九
月
に
行
っ
た
「
多
気
町
ま

ち
づ
く
り
拠
点
整
備
計
画
　
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
結
果
」
を
も
と
に
、
他
地
域
か

ら
越
し
て
き
た
人
々
が
地
域
に
何
を
求

め
る
か
を
分
析
す
る
。

性
別
は
男
性
が
九
六
・
二
%
と
圧
倒

的
に
多
く
、
年
代
で
は
約
八
割
が
四
十

歳
以
下
と
若
者
層
が
多
く
、
こ
の
調
査

か
ら
は
若
年
層
が
地
域
に
求
め
る
も
の

が
何
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
居
住
区
で
は
、
松
阪
市
（
四
一
・

九
%
）
に
住
む
人
が
多
く
、
工
場
が
あ

る
多
気
町
に
は
二
九
・
八
%
が
住
ん
で

い
る
。
多
気
町
に
す
ま
な
い
理
由
と
し

て
、
生
活
利
便
施
設
が
少
な
い
（
一

九
・
八
%
）、
交
通
の
便
が
悪
い
（
一

八
・
一
%
）、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
住
む
と
こ

ろ
が
な
い
（
一
六
・
四
%
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
多
気
町
に
あ
れ
ば
良
い

と
思
う
施
設
の
中
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
（
五
五
・
二
%
）、
レ
ス
ト
ラ

ン
（
三
六
・
三
%
）、
飲
食
店
（
三
二
・

八
%
）、
映
画
館
（
三
一
・
三
%
）、
共

同
駐
車
場
（
四
五
・
一
%
）
等
が
挙
げ

ら
れ
る
。
他
地
域
か
ら
入
っ
て
き
た

人
々
の
視
点
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
の

問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
は
多
い
。

こ
の
問
題
点
が
、
実
際
に
亀
山
市
で
は

ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
次
に
検
証
し
、

住
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
ど
う
生
か

せ
る
か
を
考
察
し
た
い
。

次
に
、
産
業
立
地
が
促
進
さ
れ
て
い

る
亀
山
市
に
住
む
人
々
が
、
現
在
の
生

活
環
境
や
住
ん
で
い
る
ま
ち
へ
の
意
識
、

新
産
業
に
対
す
る
期
待
や
不
安
に
つ
い
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近
年
、
各
地
域
に
お
い
て
市
街
地
の

空
洞
化
、
産
業
の
空
洞
化
な
ど
、
地
域

に
お
け
る
空
洞
化
問
題
が
顕
著
化
し
て

き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
亀
山

市
は
三
重
県
と
連
携
し
、
シ
ャ
ー
プ
株

式
会
社
（
以
下
「
シ
ャ
ー
プ
」
と
略
称
）

の
液
晶
工
場
の
誘
致
に
成
功
し
た
。
産

業
は
地
域
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
誘

致
が
地
域
社
会
を
良
い
方
向
へ
変
え
る

と
は
限
ら
な
い
。
地
域
社
会
が
よ
り
良

い
変
貌
を
遂
げ
る
に
は
、
企
業
・
行

政
・
住
民
が
互
い
に
連
携
し
、
行
動
を

起
こ
す
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
か
ら

だ
。
そ
し
て
、
地
域
を
魅
力
あ
る
も
の

に
す
る
こ
と
が
、
企
業
の
更
な
る
進
出
、

定
住
化
を
促
進
し
、
そ
れ
が
若
者
を
定

住
化
へ
と
向
か
わ
せ
、
ま
た
地
域
全
体

へ
の
波
及
効
果
へ
と
つ
な
が
る
と
考
え

る
。
本
稿
で
は
、
亀
山
市
住
民
に
行
っ

た
「
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
調
査
す

亀
山
市
の
企
業
誘
致
と
ま
ち
づ
く
り

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

亀
山
市
の
企
業
誘
致
と
ま
ち
づ
く
り

肥

田

幹

子

特集

は
じ
め
に

一
、
企
業
誘
致
と
ま
ち
づ
く
り

二
、
多
気
町
で
は
ど
う
か

三
、
住
民
は

ど
う
捉
え
て
い
る
か
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亀
山
市
の
企
業
誘
致
と
ま
ち
づ
く
り

の
の
、
亀
山
市
で
し
か
味
わ
え
な
い
よ

う
な
飲
食
施
設
は
少
な
い
。
亀
山
市
に

し
か
な
い
飲
食
施
設
が
あ
れ
ば
、
近
隣

市
か
ら
そ
の
食
事
を
目
当
て
に
訪
れ
る

人
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
図
１
よ
り
住
民
が
望
む
亀
山

市
の
ま
ち
づ
く
り
を
見
て
み
る
と
、
上

位
よ
り
「
自
然
豊
か
な
ま
ち
」（
三
六
・

四
%
）「
福
祉
の
ま
ち
」（
一
七
・
三
%
）

「
歴
史
・
文
化
の
ま
ち
」（
一
四
・
四
%
）

と
な
る
。
ま
た
図
２
よ
り
、「
自
然
が
多

い
と
こ
ろ
」（
五
〇
・
八
%
）、「
居
住
環

境
が
良
い
と
こ
ろ
」（
二
五
・
六
%
）、

「
歴
史
・
文
化
が
あ
る
と
こ
ろ
」（
一

六
・
四
%
）
が
、
亀
山
市
の
良
い
と
こ

ろ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
１
と

図
２
の
結
果
よ
り
、
亀
山
市
に
は
豊
か

な
自
然
と
古
い
歴
史
や
文
化
が
残
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
多

い
と
分
か
る
。
ま
た
、
居
住
環
境
の
良

さ
は
、
企
業
定
着
の
要
因
に
な
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
も
住
環
境
を

整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
亀
山
市
の
改
善
す
べ
き
点

と
し
て
は
、「
交
通
の
便
が
悪
い
と
こ
ろ
」

（
三
三
・
五
%
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
多
気
の
事
例
で
も
同
じ
要
望
が
出

て
い
た
が
、
車
社
会
の
反
面
、
公
共
交

通
機
関
を
利
用
し
た
い
と
考
え
る
人
も

多
い
と
思
わ
れ
る
。
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

に
合
わ
せ
た
、
市
街
地
循
環
バ
ス
を
増

や
す
こ
と
で
、
買
物
を
市
内
で
済
ま
す

人
も
増
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
番
目
の
課
題
は
「
若
者
に
と
っ
て
魅

力
が
な
い
と
こ
ろ
」（
一
六
・
一
%
）
で

あ
る
。
こ
れ
は
特
に
高
齢
者
側
か
ら
言

わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
若
者
が
い
な
い

こ
と
へ
の
不
安
感
が
募
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
若
者
が
定
住
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
ま
ち
は
老
人
の
ま
ち
と
化
し
、
後

に
は
消
え
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。

自
分
た
ち
の
ま
ち
を
守
り
た
い
と
い
う

意
気
込
み
と
も
感
じ
ら
れ
る
。

シ
ャ
ー
プ
へ
の
期
待
（
図
３
）
と
し

て
最
も
多
か
っ
た
回
答
が
、「
雇
用
が
増

え
る
」（
三
〇
・
八
%
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
不
況
の
中
で
、
大
企
業
の
進
出
に
伴

う
雇
用
面
へ
の
波
及
効
果
を
期
待
す
る

気
持
ち
が
伺
え
る
。
し
か
し
機
械
化
が

進
む
日
本
に
お
い
て
、
企
業
進
出
イ
コ

ー
ル
雇
用
創
出
と
は
い
か
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
進
出
に
よ
る

雇
用
創
出
に
は
、
企
業
撤
退
に
よ
る
失

業
創
出
と
い
う
リ
ス
ク
も
生
み
出
し
か

ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
事
態
に
備
え
て
、
新
規

進
出
企
業
の
み
で
は
な
く
、
地
場
産
業

の
基
盤
を
強
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。

シ
ャ
ー
プ
誘
致
に
伴
う
不
安
面
と
し

て
は
、「
環
境
が
悪
化
す
る
」（
三
〇
・

九
%
）、「
交
通
渋
滞
が
起
こ
る
」（
二

七
・
九
%
）、「
居
住
環
境
が
悪
化
す
る
」

（
二
三
・
八
%
）
等
、
日
常
生
活
へ
の
影

響
を
懸
念
す
る
声
が
大
き
い
。
現
段
階

に
お
い
て
既
に
、
猿
に
よ
る
被
害
等
、

山
を
開
拓
し
た
た
め
に
出
て
き
た
環
境

問
題
を
訴
え
る
人
が
多
い
。
ま
た
、
国

道
一
号
の
朝
夕
の
混
雑
に
困
っ
て
い
る

人
も
多
い
。
今
後
住
民
生
活
に
お
け
る

不
安
要
素
を
改
善
す
る
必
要
性
が
高
ま

る
だ
ろ
う
。

亀
山
市
は
今
大
き
な
転
機
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
行
政
側
は
、
シ
ャ
ー

プ
や
関
連
企
業
の
進
出
に
合
わ
せ
、
都

市
整
備
を
急
ピ
ッ
チ
で
行
っ
て
い
る
。

企
業
側
と
し
て
、
多
気
町
の
シ
ャ
ー
プ

で
は
社
会
貢
献
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
亀
山
市
に
お
い
て
も
実
現
可
能

な
活
動
で
あ
り
、
今
後
に
期
待
が
持
て

る
。
住
民
側
で
は
、
企
業
進
出
に
合
わ

せ
た
動
き
は
今
の
と
こ
ろ
出
て
き
て
い

な
い
。
し
か
し
、
二
、
三
年
前
か
ら
、

て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
報
告
す
る
。

多
気
町
の
事
例
で
は
、
多
気
町
に
住

ま
な
い
理
由
と
し
て
、「
生
活
利
便
施
設

が
少
な
い
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
亀
山
市
に
も
当
て
は
ま
る
。
六

一
・
八
%
の
人
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
や
百
貨
店
と
い
っ
た
、
大
規
模
か

つ
専
門
化
さ
れ
た
施
設
が
欲
し
い
と
感

じ
て
お
り
、
こ
れ
が
鈴
鹿
市
の
大
型
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
人
が
流
れ
る

原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

飲
食
施
設
に
関
し
て
も
、
七
六
・
一
%

の
人
が
レ
ス
ト
ラ
ン
や
喫
茶
店
を
求
め

て
い
る
。
亀
山
市
に
は
、
旧
一
号
線
沿

い
に
四
・
五
軒
チ
ェ
ー
ン
店
が
あ
る
も

0％ 　20％ 　40％ 　60％ 　80％ 　100％ 

観光のまち　　　　　自然豊かなまち　　　　　福祉のまち 
産業のまち　　　　　若者でにぎわうまち　　　教育のまち 
歴史・文化のまち　　市民活動が活発なまち　　その他合計 

4.1％ 8.0％ 8.3％ 

1.5％ 

＜図1＞亀山はどのようなまちになっていくべきだと思いますか。 

36.4％ 17.3％ 

5.4％ 4.6％ 

14.4％ 

0％ 　20％ 　40％ 　60％ 　80％ 　100％ 

自然が多いところ　　　　　　歴史・文化があるところ 
居住関係が良いところ　　　　市民の交流が盛んなところ 
福祉が充実しているところ　　その他合計 

50.8％ 16.4％ 25.6％ 

2.0％ 
3.1％ 

2.1％ 

＜図2＞亀山の好きなところ・良いところはどこですか。 

四
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

へ
の
可
能
性

0％ 　20％ 　40％ 　60％ 　80％ 　100％ 

1.5％ 

＜図3＞どのような期待を持っていますか。 

30.8％ 

6.8％ 

10.3％ 22.8％ 

16.6％ 

11.5％ 

雇用が増える　　　　道路などのインフラが整備される 
来訪者が増える　　　まちに活気が出てくる 
商業施設等が増えて生活が便利になる　　亀山市のイメージアップ 
その他合計 につながる 



せ
る
な
ど
、
祭
り
を
通
じ
て
若
年
層
と

高
齢
層
の
交
流
の
場
を
築
き
、
地
域
に

活
気
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
他
、
亀
山
市
で
購
入

で
き
る
も
の
は
亀
山
市
で
購
入
し
て
も

ら
う
、
い
わ
ゆ
る
地
産
地
消
運
動
を
促

進
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
在

既
に
、
毎
月
第
二
、
第
四
土
曜
に
「
亀

の
市
」
と
い
う
朝
市
が
開
催
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
朝
市
の
情
報
を
聞
き
つ
け
、

亀
山
市
以
外
の
地
域
か
ら
訪
れ
る
人
も

少
な
く
な
い
。
有
機
栽
培
な
ど
、
安

心
・
安
全
な
食
品
を
求
め
る
人
が
増
加

す
る
中
で
、
亀
山
市
で
買
い
た
い
時
に

安
心
で
き
る
農
作
物
が
買
え
る
な
ら
ば
、

わ
ざ
わ
ざ
鈴
鹿
市
ま
で
足
を
延
ば
す
必

要
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

亀
山
市
に
は
、
最
先
端
技
術
を
持
つ

企
業
が
進
出
し
、
そ
の
一
方
で
亀
山
宿

と
い
う
江
戸
時
代
の
城
下
町
の
面
影
も

残
っ
て
い
る
。
地
域
に
住
む
人
々
は
、

自
分
た
ち
の
“
ま
ち
”
を
も
う
一
度
見

直
し
、
こ
れ
ら
新
旧
を
ど
の
よ
う
に
分

断
・
融
合
し
て
い
く
か
を
考
え
、
住
み

続
け
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
、
他
地
域

と
は
違
う
特
色
を
も
っ
た
“
ま
ち
”
を

創
り
上
げ
て
い
け
る
存
在
で
あ
る
。
魅

力
あ
る
地
域
と
は
、
産
業
や
環
境
、
そ

し
て
そ
こ
に
住
む
人
々
が
元
気
な
ま
ち

で
あ
る
。
亀
山
市
の
企
業
・
行
政
・
住

民
は
、
シ
ャ
ー
プ
進
出
の
イ
ン
パ
ク
ト

を
契
機
に
、
自
立
し
た
地
域
へ
と
変
貌

を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
々

で
行
動
す
べ
き
部
分
は
各
々
で
、
協
働

で
き
る
部
分
は
協
働
で
行
動
を
起
こ
し

て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

ひ
だ
　
み
き
こ

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

社
会
学

河
川
Ｎ
Ｐ
Ｏ
比
較
検
討
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住
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
動
き
が

活
発
に
な
っ
て
お
り
、
シ
ャ
ー
プ
進
出

を
バ
ネ
に
、
現
段
階
で
で
き
る
こ
と
か

ら
始
め
る
こ
と
は
可
能
だ
。
例
え
ば
、

住
民
が
考
え
る
亀
山
市
の
魅
力
あ
る
点

で
あ
る
「
自
然
」「
歴
史
・
文
化
」
に
焦

点
を
当
て
て
は
ど
う
か
。「
自
然
」
で
は
、

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
自
然
に
触

れ
、
環
境
保
全
に
協
力
す
る
こ
と
で
、

亀
山
市
へ
の
愛
着
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
る
。「
歴
史
・
文
化
」
に
つ
い
て
は
、

傘
鉾
祭
り
、
か
ん
こ
踊
り
等
の
伝
統
行

事
を
継
続
さ
せ
、
さ
ら
に
か
つ
て
地
域

に
根
付
い
て
い
た
伝
統
文
化
を
復
活
さ

お
わ
り
に

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

河
川
Ｎ
Ｐ
Ｏ
比
較
検
討

中

原

栄

子

平

石

恵

理

特集

戦
後
、
地
域
住
民
ら
は
あ
ら
ゆ
る
問
題

が
起
こ
っ
て
初
め
て
行
政
等
に
対
峙
す
る

と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
れ

は
い
わ
ば
受
身
の
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は

対
立
関
係
を
含
ん
だ
様
相
を
呈
し
て
い

た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
変
化
が
見
え
て
き

た
の
は
こ
こ
数
年
で
あ
る
。
後
方
的
な
活

動
で
は
な
く
、
行
政
、
産
業
に
先
立
つ
、

も
し
く
は
同
時
期
に
活
動
を
行
う
N
P
O

（N
on-
Profit

O
rganization：

非
営
利
団

体
）
の
台
頭
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

N
P
O
は
自
主
性
・
自
発
性
を
有
す
る
独

立
し
た
団
体
を
指
し
、
非
営
利
で
あ
る
も

の
の
有
償
、
無
償
双
方
の
事
業
を
行
う
。

平
成
十
年
に
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

（
N
P
O
法
）
が
成
立
し
、
住
民
サ
イ
ド

な
ら
び
に
行
政
サ
イ
ド
双
方
に
よ
る
協
働

を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
基
盤
整
備
も
少

な
か
ら
ず
進
ん
で
い
る
。

本
稿
で
は
亀
山
、
名
古
屋
の
河
川
に
関

す
る
N
P
O
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ

る
。一
九
七
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
以
降
、

日
本
に
お
け
る
河
川
環
境
は
戦
後
の
工
業

化
に
伴
い
、回
復
の
兆
し
は
今
だ
小
さ
い
。

し
か
し
、
平
成
九
年
の
河
川
法
改
正
に
よ

っ
て
、
そ
の
活
動
の
幅
は
広
が
り
を
見
せ

る
。
法
改
正
に
よ
り
、「
河
川
環
境
の
整

備
と
保
全
」、「
地
域
の
意
見
を
反
映
し
た

河
川
整
備
に
関
す
る
計
画
制
度
の
導
入
」

と
い
う
「
環
境
」
の
項
目
が
新
た
に
組
み

込
ま
れ
、
河
川
N
P
O
の
活
動
が
よ
り
活

発
に
行
わ
れ
る
下
地
が
少
な
か
ら
ず
整
っ

た
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
調
査
対
象
は
河
川
に
関
す
る
活

動
を
行
う
亀
山
市
の
N
P
O
「
水
辺
づ
く

り
の
会
鈴
鹿
川
の
う
お
座
」
と
名
古
屋
市

の
「
名
古
屋
堀
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」

の
２
団
体
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
一
〇
月

に
双
方
の
団
体
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
、
各
団
体
の
主
催
す
る
研

究
会
へ
の
出
席
や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
新

聞
等
よ
り
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
（
表

１
参
照
）。
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河
川
Ｎ
Ｐ
Ｏ
比
較
検
討

地
域
住
民
の
生
活
基
盤
や
、
特

に
河
川
N
P
O
に
関
し
て
は
対

象
河
川
の
性
質
に
関
す
る
相
違

は
活
動
内
容
や
団
体
規
模
、
他

N
P
O
を
含
む
協
力
体
系
と
い

っ
た
活
動
の
あ
り
方
そ
の
も
の

に
相
違
点
を
生
み
出
す
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
N
P
O
構
成

員
の
意
向
も
活
動
の
相
違
を
生

む
決
定
要
因
と
な
り
得
る
（
図

１
参
照
）。
今
回
調
査
し
た
両

団
体
は
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
巻
く

環
境
に
則
し
て
う
ま
く
活
動
の

幅
を
広
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
N

P
O
の
あ
り
方
が
画
一
的
な
も

の
で
な
く
、
多
様
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
人
材
的
視
点
か
ら
述
べ
る
。

両
活
動
は
男
性
の
発
案
に
よ
り
始
ま
っ

た
も
の
で
あ
り
、
女
性
か
ら
の
視
点
に

欠
け
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
市
民
サ

イ
ド
の
活
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
民

と
い
う
視
点
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
多
く
の
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
有
益

な
活
動
に
発
展
さ
せ
て
い
く
な
ら
ば
、

よ
り
多
く
の
人
材
が
一
市
民
と
し
て
意

見
を
述
べ
、
活
動
を
専
門
的
か
つ
多
角

的
視
野
（
世
代
別
・
性
別
・
職
業
別
な

ど
）
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
か
は
ら
　
え
い
こ

ひ
ら
い
し
　
え
り
　

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

地
理
学

社
会
学

各
団
体
の
概
要
は
表
１
の
と
お
り
で

あ
る
。
行
政
へ
働
き
か
け
る
際
の
手
法

と
一
部
の
活
動
内
容
、
団
体
自
身
の
成

り
立
ち
、
将
来
展
望
は
異
な
る
。
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
団
体
自
ら
が
国
へ
直

接
的
に
働
き
か
け
て
い
る
の
に
対
し
、

う
お
座
は
各
地
区
の
自
治
会
や
漁
協
と

い
っ
た
他
組
織
へ
の
働
き
か
け
を
通
じ

て
、
間
接
的
に
行
政
へ
の
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
将
来
の
展
望
に

つ
い
て
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
会
員

数
や
資
金
を
増
や
し
規
模
を
拡
大
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

う
お
座
は
新
会
員
を
受
け
入
れ
る
体
制

で
あ
る
も
の
の
、
規
模
に
関
し
て
は
現

状
維
持
を
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ

い
て
も
相
違
が
見
ら
れ
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
相
違
を
生
む
決
定
要

因
と
し
て
、
第
一
に
地
域
性
と
い
う
視

点
か
ら
考
え
る
。
人
口
、
行
政
の
規
模
、

団体名

前身団体

現体制の成立

主な事業

（＊注）

活動内容・

成果（＊注）

活動形態

水辺づくりの会鈴鹿川のうお座

鈴鹿川に魚をもどす運動の会うお座

2002年11月

会員数を1名から3名に増やし現在の名称

で活動開始

1）バリアフリーの川づくり

2）流域調査

3）ため池等の外来魚の駆除

4）水辺づくり条例（仮称）の実現

5）河川工事における地元小学生の参加

・自治体、漁協名義の要望書および提案

書を行政へ提出

・住民・行政等との高塚池かいぼり

・ネコギギの調査

・「御贄祭」復活活動への協力

既存のコミニュティや個人単位への働き

かけによる協働

名古屋堀川ライオンズクラブ

堀川の浄化と交流を実現する会

2003年4月

ライオンズクラブとの合併を経て活動

開始

1）庄内川からの導水事業実現のための

市民活動

2）堀川の歴史博物館の実現運動

3）堀川を通して魅力ある名古屋を考える　

イベント事業

4）機関紙発行

5）堀川と堀川流域の街づくり調査研究

6）政策提言

・庄内川からの試験通水の実現

・調査研究および市民大学の講座開設

・署名活動への参加

・国の助成事業対象団体に選出される

市民を巻き込んだ独自活動

（［アクションを起こす］→［結果を報告］

→［市民から資金を徴収］の循環による

活動）

（＊　前身団体の活動を含む）出所：ヒアリングをもとに筆者が作成

表１　各団体の概要

NPO活動 

NPO数・会員 ＜ 決 定 項 目＞ NPIO以外の協力団体 

活動・交渉対象・活動内容 個々へのサービス 

対象河川 

人口規模 

行政の規模 

地域住民の生活基盤 

地　域 ＜決定要因＞ 

NPO構成員 
の意向 

出所：ヒアリングをもとに筆者が作成

図１　NPO活動の決定要因
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亀
山
老
人
保
険
施
設
に
み
る
入
所
者
家
族
の
現
状

―
入
所
者
と
家
族
の
関
係
と

そ
れ
に
及
ぼ
す
施
設
の
地
理
的
要
因
に
つ
い
て
―

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

亀
山
老
人
保
健
施
設
に
み
る

入
所
者
家
族
の
現
状緑

川

奈

那

特集

は
じ
め
に

一
般
に
、
社
会
福
祉
施
設
は
中
心
街

か
ら
ひ
と
き
わ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
設
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
高
齢
者
施

設
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
、
要
介
護
者
を

施
設
に
入
所
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
入

所
者
と
家
族
は
、
在
宅
時
と
比
べ
空
間

的
に
も
時
間
的
に
も
引
き
離
さ
れ
る
場

合
が
多
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
ゆ
え

に
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
介
護
者
側
の

視
点
か
ら
、
入
所
者
と
家
族
の
関
係
性

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
施
設
の
立
地
条

件
の
重
要
性
に
つ
い
て
広
域
連
合
地
域

を
題
材
に
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
方

法
と
し
て
、
亀
山
老
人
保
健
施
設
の
入

所
者
89
人
の
家
族
を
対
象
と
し
て
今
回

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を

も
と
に
考
察
し
て
い
く
。

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
40
人
か

ら
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
回
収
率

は
44
・
94
％
で
あ
っ
た
。

「
入
所
に
い
た
っ
た
き
っ
か
け
」（
複

数
回
答
可
。
全
回
答
数
81
）
か
ら
は
、

「
居
住
環
境
」
20
人
や
「
時
間
が
な
い
」

16
人
等
、
介
護
者
側
の
状
態
が
入
所
の

要
因
と
な
る
質
問
に
対
し
て
の
該
当
者

の
方
が
多
か
っ
た
。
一
方
、「（
要
介
護

者
の
）
要
介
護
度
が
上
が
っ
た
」
や

「（
要
介
護
者
と
の
）
折
り
合
い
が
か
ん

ば
し
く
な
い
」
と
い
う
、
要
介
護
者
側

の
状
態
の
変
化
や
要
介
護
者
と
の
関
係

の
悪
化
が
問
題
と
な
っ
て
入
所
に
い
た

っ
た
と
い
う
回
答
は
少
な
か
っ
た
。

続
い
て
、「
施
設
へ
の
期
待
」（
単
数

回
答
）
へ
の
回
答
結
果
か
ら
は
、
入
所
者

家
族
は
入
所
者
の
身
体
的
ケ
ア
16
人
と
入

所
後
も
入
所
者
の
体
を
気
に
か
け
て
い
る

こ
と
が
最
も
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次

に
多
か
っ
た
回
答
は
「
入
所
で
き
た
だ
け

で
充
分
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
該
当
者
が
60
歳
以
上
と
い
う
点
か
ら

世
代
的
な
謙
虚
さ
か
ら
く
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
入
所
者
の
精
神
的
な
ケ

ア
に
つ
い
て
は
、
数
値
の
上
で
は
高
い
該

当
率
で
は
な
か
っ
た
が
自
由
解
答
欄
に
お

い
て
は
、
母
が
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
わ

れ
る
）
手
芸
の
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
る

の
で
回
数
を
増
や
し
て
欲
し
い
や
「
母
が

話
し
相
手
が
お
ら
ず
つ
ま
ら
」
な
が
っ
て

い
る
等
、
入
所
者
の
精
神
面
を
気
遣
っ
て

い
る
声
も
多
数
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
か
ん
が
み
て
、
今

回
の
回
答
者
に
限
っ
て
い
え
ば
、
入
所
者

と
家
族
の
関
係
性
は
良
好
な
状
態
の
者
の

方
が
多
い
と
予
測
さ
れ
た
。

ま
た
、「
施
設
ま
で
の
時
間
と
訪
問
回

数
」
の
相
関
関
係
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、

短
時
間
で
通
え
る
者
ほ
ど
通
う
回
数
も
多

く
な
る
と
出
て
き
た
。
家
族
と
入
所
者
と

の
親
密
度
、
家
族
の
就
労
状
態
や
健
康
状

態
な
ど
他
の
要
因
を
考
え
て
も
、
施
設
ま

で
の
時
間
と
訪
問
回
数
の
相
関
は
高
い
と

い
え
よ
う
。

以
上
の
分
析
か
ら
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー

ト
回
答
者
に
関
し
て
は
、
入
所
後
も
入
所

者
と
家
族
の
関
係
は
比
較
的
好
ま
し
い
状

態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
要

介
護
者
を
施
設
に
入
所
さ
せ
た
と
な
る

と
、
介
護
者
は
入
所
者
と
の
よ
り
多
く

の
面
会
等
の
直
接
的
な
交
流
を
望
ん
で

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

施
設
ま
で
の
時
間
が
訪
問
回
数
に
影
響

し
て
い
る
可
能
性
は
非
常
に
高
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
今
回
の
調
査
結
果
か
ら
い
え

る
こ
と
と
し
て
、
施
設
の
立
地
条
件
は

自
動
車
道
や
（
特
に
老
老
介
護
の
増
加

傾
向
下
で
は
）
バ
ス
の
本
数
等
、
施
設

ま
で
の
ア
ク
セ
ス
手
段
を
考
慮
し
周
縁

部
に
住
む
者
に
も
比
較
的
通
い
や
す
い

地
域
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。

み
ど
り
か
わ
　
な
な

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

社
会
学

分
析

結
論



亀
山
市
・
関
町
の
研
究

う
亀
山
市
役
所
商
工
農
林
課
に
も
話

を
伺
っ
た
。

調
査
の
結
果
、
以
下
の
点
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
い
ず
れ
の

企
業
も
強
力
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
の

経
営
方
針
で
あ
り
、
加
え
て
年
功
序

列
で
は
な
く
、
実
力
主
義
で
あ
る
こ

と
。
第
二
に
、
人
材
の
育
成
を
重
要

視
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
消
費

者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
則
し
た
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
実
行
し
て
い
る
こ

と
。
中
小
企
業
の
場
合
、
市
場
の
変

化
に
大
き
く
翻
弄
さ
れ
や
す
く
、
常

に
市
場
の
動
向
に
注
目
し
、
素
早
く

手
を
打
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
方
で
、
中
小
企
業
に
は
不
利
な

点
も
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
に
は
、

研
究
費
な
ど
の
資
金
不
足
の
問
題
が

あ
る
。
ま
た
、
亀
山
市
の
よ
う
に
大

企
業
の
下
請
け
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
た
地
域
で
は
、
産
業
の
空
洞
化

の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え

地
域
内
の
中
小
企
業
の
連
携
や
産
学

官
連
携
な
ど
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
そ

の
場
合
も
、
技
術
の
発
展
の
方
向
性

や
、
市
場
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら

経
営
方
針
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

中
小
企
業
間
の
連
携
や
産
学
官
連
携

を
実
際
に
進
め
る
際
に
は
、
当
然
、

行
政
や
大
学
に
も
企
業
が
求
め
る
ニ

ー
ズ
へ
の
最
大
限
の
対
応
が
求
め
ら

れ
る
。

亀
山
市
の
産
業
政
策
を
み
る
と
、

〇
四
年
に
活
動
を
開
始
す
る
シ
ャ
ー

プ
亀
山
工
場
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に

大
企
業
の
工
場
誘
致
に
力
点
を
置
い

て
き
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
誘
致
頼
り
の

政
策
に
は
限
界
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
今
こ
そ
、
地
元
中
小
企
業
の
振

興
を
通
し
た
真
の
意
味
で
の
産
業
集

積
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。ま

つ
も
と
　
よ
う
す
け

人
文
社
会
科
学
研
究
科
社
会
科
学
専
攻

経
営
学

特集
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亀
山
・
関
地
区
の
地
域
企
業
の
企
業
戦
略

本
研
究
は
、
関
・
亀
山
地
域
の
経

済
活
性
化
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
ビ

ジ
ョ
ン
を
展
望
す
る
手
が
か
り
を
探

る
べ
く
、
地
域
企
業
の
経
営
戦
略
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
対
象

に
は
、
亀
山
・
関
地
区
に
本
拠
を
置

く
、
セ
キ
デ
ン
、
カ
メ
ヤ
マ
、
山
忠

食
品
工
業
の
三
社
を
選
ん
だ
。
こ
の

三
社
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
を
満
た

し
て
い
る
。
第
一
に
大
き
な
利
益
を

上
げ
て
い
る
企
業
、
第
二
に
ニ
ッ
チ

市
場
で
成
功
を
収
め
て
い
る
企
業
、

第
三
に
あ
る
分
野
で
成
功
を
収
め
、

新
た
な
市
場
を
開
拓
し
よ
う
と
し
て

い
る
企
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当

地
域
の
他
の
中
小
企
業
の
戦
略
に
と

っ
て
も
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
加
え
て
、
地
域
経
済
振
興
を
担

亀
山
・
関
地
区
の

地
域
企
業
の
企
業
戦
略

松

本

陽

介

2004年１月に稼動したシャー
プ（株）亀山工場。液晶パネ
ル工場と液晶テレビ工場を統
合した一貫生産工場で、25型
以上の大型液晶テレビを月産
10万台生産する能力を持つ。
（2004年１月　鹿嶋撮影）
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中
国
と
の
関
係
を
強
め
る
亀
山
市
の
自
動
車
関
連
企
業

私
は
日
中
経
済
関
係
を
学
ぶ
中
国

人
留
学
生
で
、
中
国
進
出
企
業
を
対

象
に
し
よ
う
と
考
え
、
亀
山
市
内
の

自
動
車
関
連
企
業
二
社
に
聞
き
取
り

を
行
っ
た
。
そ
れ
は
1
ヒ
ラ
タ
亀
山
製

作
所
と
1
エ
フ
テ
ッ
ク
亀
山
事
業
所
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
ホ
ン
ダ
鈴
鹿
製
作

所
に
部
品
を
納
入
し
、
本
社
は
関
東

地
方
に
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に

亀
山
市
に
工
場
を
進
出
し
た
。
以
下

で
は
、
両
社
の
中
国
進
出
の
経
緯
と

問
題
点
、
中
国
か
ら
の
研
修
生
の
受

け
入
れ
の
二
点
を
報
告
す
る
。

中
国
国
内
で
の
需
要
拡
大
を
見
込

み
、
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
対

中
投
資
が
活
発
化
す
る
な
か
で
、
部

品
業
者
も
メ
ー
カ
ー
の
厳
し
い
コ
ス

ト
要
求
に
応
え
る
た
め
中
国
進
出
を

進
め
て
い
る
。

ヒ
ラ
タ
は
、
広
州
本
田
汽
車
に
部

品
を
供
給
す
る
た
め
、
〇
一
年
一
二

月
に
広
東
省
広
州
市
へ
の
進
出
を
決

め
、
〇
二
年
一
二
月
に
操
業
開
始
し

た
。
総
投
資
額
は
二
八
四
〇
万
ド
ル

で
、
〇
五
年
に
は
従
業
員
四
二
〇
人
、

売
上
四
〇
億
円
を
見
込
む
。
進
出
に

よ
る
問
題
点
は
、
第
一
に
技
術
者
の

不
足
、
第
二
に
中
国
進
出
に
伴
う
国

内
の
生
産
の
急
減
で
あ
る
。
亀
山
の

生
産
量
も
減
少
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、

同
社
は
国
内
外
で
新
し
い
取
引
先
の

開
拓
に
注
力
す
る
。
一
方
エ
フ
テ
ッ

ク
は
〇
一
年
一
二
月
に
同
じ
広
東
省

の
中
山
市
に
会
社
を
設
立
、
〇
三
年

に
操
業
開
始
し
た
。
今
後
の
競
争
激

化
を
予
想
し
、
中
国
の
自
動
車
メ
ー

カ
ー
の
需
要
に
応
じ
た
生
産
体
制
を

作
っ
て
い
る
。
ま
た
国
内
工
場
の
生

産
量
向
上
も
期
待
し
て
い
る
。

次
に
中
国
人
研
修
生
の
受
け
入
れ

を
み
る
。
両
社
と
も
、
生
産
現
場
を

中
心
に
非
正
規
労
働
力
の
活
用
を
進

め
て
い
る
。
多
く
の
日
系
人
に
加
え
、

研
修
生
と
い
う
形
で
中
国
人
も
雇
用

す
る
。
ヒ
ラ
タ
で
は
一
五
名
、
エ
フ

テ
ッ
ク
で
は
一
四
名
の
中
国
人
研
修

生
が
い
る
。
彼
ら
は
高
卒
以
上
の
学

歴
を
持
ち
、
技
術
の
習
熟
も
早
い
が
、

日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
難
点
だ
と
い
う
。

エ
フ
テ
ッ
ク
が
行
っ
た
研
修
生
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
彼
ら
の
実
情
を

教
え
て
く
れ
る
。
七
割
の
研
修
生
は
、

日
本
の
労
働
条
件
は
中
国
よ
り
良
い

と
考
え
、
半
数
は
三
年
の
研
修
期
間

の
後
も
日
本
に
残
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
日
本
の
生
活
水

準
や
給
与
の
高
さ
に
あ
る
。
し
か
し

帰
国
し
て
同
社
の
中
国
工
場
で
働
き

た
い
と
い
う
者
は
一
名
に
過
ぎ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
山
東
省
の
出
身
で
、

同
社
が
進
出
す
る
広
東
省
は
遠
す
ぎ

る
か
ら
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
を
通
し
て
日
中
両
国

の
経
済
面
で
の
交
流
の
実
情
を
覗
く

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
日
本
企
業
で

働
く
中
国
研
修
生
た
ち
と
接
触
で
き
、

彼
ら
の
生
活
と
仕
事
ぶ
り
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
。
末
筆
な
が
ら
取
材
に

快
く
応
じ
て
下
さ
っ
た
両
社
の
担
当

者
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

お
う
　
う
こ
く

人
文
社
会
科
学
研
究
科
社
会
科
学
専
攻

ア
ジ
ア
経
済
論

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

特集中
国
と
の
関
係
を
強
め
る
亀
山
市

の
自
動
車
関
連
企
業
＿

対
中
投
資
と

研
修
生
受
け
入
れ

王

宇
谷

(株)ヒラタ亀山製作所にて

(株)エフテック亀山事業所にて(中央が著者)
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江
戸
時
代
の
初
め
に
公
的
な
荷
物
の
継

ぎ
送
り
を
す
る
た
め
、
幕
府
に
よ
り
伝
馬

制
が
定
め
ら
れ
た
。
宿
駅
常
備
の
人
馬
で

は
正
常
業
務
を
行
い
き
れ
な
い
場
合
に
宿

役
人
方
よ
り
呼
び
出
さ
れ
、
補
助
を
行
っ

た
村
々
が
助
郷
村
で
あ
る
。
ま
た
宿
と
助

郷
は
藩
領
・
幕
領
に
関
係
な
く
道
中
奉
行

の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
役
負
担
の
条
例
な

ど
が
定
め
ら
れ
た
。
宿
駅
の
負
担
の
増
加

が
進
む
中
で
同
時
に
助
郷
村
も
負
担
が
大

き
く
な
り
、
新
た
に
助
郷
に
指
定
さ
れ
る

村
が
増
え
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
村
々

は
そ
の
割
替
の
時
期
や
形
態
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
、
そ
の
負
担
も
違
っ
て
い
た
。
助

郷
と
宿
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
対
立
関
係

に
あ
り
、
亀
山
に
お
い
て
そ
れ
が
表
面
化

し
た
も
の
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

二
月
に
起
こ
っ
た
亀
山
宿
定
助
郷
十
四
ヶ

村
一
揆
で
あ
る
。

一
揆
前
年
の
亀
山
地
域
の
事
情
を
見
て

み
る
と
、
七
月
九
日
、
八
月
七
日
に
洪
水

が
あ
り
、
家
や
木
、
橋
な
ど
が
流
さ
れ
、

作
物
も
被
害
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
が
当

時
の
助
郷
村
々
を
疲
弊
さ
せ
た
の
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
一
揆
の
背
景
の
ひ
と
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。

慶
応
三
年
二
月
五
日
、
定
助
郷
の
内
の

数
村
に
人
足
の
動
員
が
な
さ
れ
働
い
て
い

た
が
、
午
後
三
〜
四
時
頃
、
宿
方
の
人
足

が
割
の
良
い
商
人
の
荷
物
を
選
ぶ
な
ど
の

不
正
を
行
っ
た
た
め
に
口
論
と
な
り
、
才

配
人
（
人
足
の
世
話
や
宿
と
の
交
渉
を
行

う
者
）
が
取
り
押
え
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
押
さ
え
き
れ
な
く
な
り
、
取
り
押
え
て

貰
お
う
と
役
所
へ
向
か
っ
た
が
誰
も
お
ら

ず
、
ま
た
大
庄
屋
も
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
。

そ
の
間
に
定
助
郷
の
人
足
達
は
、
阿
野
田

河
原
へ
立
ち
退
き
、
こ
の
日
は
人
足
触
れ

が
出
て
い
な
い
亀
山
領
内
の
定
助
郷
の
者

も
集
ま
っ
て
、
午
後
五
時
頃
に
は
約
五
百

人
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
揆
は
突
発
的
に
起
こ
っ
た
よ
う

に
見
え
る
が
、
役
所
に
誰
も
お
ら
ず
大
庄

屋
も
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
話

が
出
来
す
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
近
郷
と
は
い

え
、
事
前
に
打
ち
合
わ
せ
が
な
け
れ
ば
一

時
間
で
何
百
人
も
の
人
数
が
集
ま
れ
る
と

は
思
え
な
い
。
以
上
の
事
か
ら
事
前
に
打

ち
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。

こ
の
騒
動
に
対
応
し
て
藩
は
午
前
二
時

頃
、
助
郷
村
の
庄
屋
、
肝
煎
を
十
人
ほ
ど

呼
び
出
し
て
河
原
へ
出
向
い
た
。
し
か
し

一
揆
勢
は
収
ま
ら
ず
十
ヶ
条
の
要
求
を
出

し
、
さ
ら
に
城
下
へ
上
り
打
ち
壊
し
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
揆
衆
は
一
揆

後
の
主
犯
探
し
や
吟
味
を
し
な
い
と
い
う

事
を
解
散
条
件
と
し
て
出
し
、
そ
れ
を
藩

の
重
役
が
承
諾
し
た
こ
と
で
、
一
揆
は
終
結

を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

亀
山
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
入
百
姓
拝

借
金
請
取
券
帳
」
に
は
、
一
揆
前
年
の
五

月
に
亀
山
領
内
の
「
石
薬
師
宿
助
郷
四
日

市
助
郷
庄
野
宿
代
助
郷
助
合
村
々
亀
山
関

両
宿
助
合
村
々
」
四
十
ヶ
村
が
書
い
た
覚

書
き
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は

助
合
郷
（
藩
か
ら
設
定
さ
れ
た
助
郷
）、
定

助
郷
（
昔
か
ら
の
助
郷
）
の
負
担
が
平
等

に
な
る
事
に
反
対
し
つ
つ
、
他
領
へ
助
郷

を
指
定
す
る
事
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
覚
書
の
村
々
の
中
に
は
、「
石
薬
師
宿

助
郷
」「
四
日
市
宿
助
郷
」
が
含
ま
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
亀
山
宿
の
定
助
郷
の
村
々

は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
亀
山
に
お
け
る
助

郷
同
士
の
対
立
関
係
と
い
う
も
の
が
見
出

せ
る
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
、
亀
山
宿

定
助
郷
の
村
の
代
役
（
代
助
郷
）
と
し
て
、

鳥
羽
藩
領
、
西
条
藩
領
の
九
カ
村
が
指
定

さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
村
は
、
遠
距
離
の

た
め
役
を
銀
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
は
亀
山
宿

が
困
窮
の
た
め
、
新
た
に
十
二
カ
村
の
助

郷
（
増
助
郷
）
が
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
内
、
鳥
羽
藩
・
西
条
藩
・
八
田
藩
の
村

に
つ
い
て
は
、
亀
山
宿
ま
で
遠
距
離
の
た

め
に
助
郷
役
の
代
銀
納
が
承
諾
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
件
に
つ
い
て
、
後
者
の
増
助

郷
村
に
関
し
て
は
宿
か
ら
の
嘆
願
で
あ
り
、

宿
方
へ
の
補
足
と
し
て
の
役
で
あ
っ
た
が
、

前
者
の
代
助
郷
村
々
に
関
し
て
は
定
助
郷

村
か
ら
の
嘆
願
で
あ
り
、
設
定
の
対
象
が

違
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
は
何

故
か
、
代
助
郷
村
か
ら
の
代
銀
が
宿
方
に

回
っ
て
し
ま
い
、
定
助
郷
は
代
助
郷
設
置

に
よ
る
負
担
軽
減
の
恩
恵
に
与
れ
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
今
回

の
一
揆
は
助
郷
と
宿
と
の
対
立
の
み
で
な

く
、
助
郷
同
士
の
対
立
で
も
あ
り
、
こ
の

二
つ
の
対
立
が
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
し
は
ま
　
こ
う
す
け

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

日
本
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世
史

亀
山
宿
助
郷
と
幕
末
期
の
助
郷
一
揆

亀
山
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研
究

亀
山
宿
助
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と

幕
末
期
の
助
郷
一
揆

西

濱

広

亮

特集

序一
、
亀
山
宿
助
郷
一
揆
の

背
景
と
経
過

二
、「
助
郷
」
村
々
の
対
立
構
造

入百姓拝借金請取券帳
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古
墳
時
代
後
期
の
亀
山
・
関

鈴
鹿
川
流
域
は
伊
勢
国
内
に
お
い
て
安
濃
川

流
域
、
雲
出
川
流
域
と
並
ん
で
多
く
の
古
墳
が

築
か
れ
た
地
域
で
あ
る
。
畿
内
か
ら
東
国
へ
の

ル
ー
ト
上
に
あ
る
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
る
。

中
で
も
亀
山
市
が
関
町
と
接
す
る
山
下
・
太
岡

寺
地
区
は
畿
内
か
ら
伊
勢
国
へ
出
た
場
合
、
最

初
に
開
け
る
平
野
で
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

今
回
は
亀
山
・
関
（
亀
山
は
山
下
、
太
岡
寺

地
区
を
中
心
と
し
た
地
区
に
限
る
。）
地
域
を

見
て
い
き
、
伊
勢
国
内
に
お
け
る
当
地
域
の
歴

史
的
位
置
付
け
を
行
い
た
い
。

太
岡
寺
古

墳
群
は
鈴
鹿

川
の
左
岸
、

平
野
を
見
下

ろ
す
よ
う
に

突
き
出
す
丘

陵
の
突
端
に

位
置
す
る
。

五
世
紀
後
半

か
ら
七
世
紀

初
頭
ま
で
の
約
百
年
に
わ
た
り
六
基
の
古
墳
が

連
綿
と
築
か
れ
た
。
主
体
部
の
構
成
も
木
棺
直

葬
が
二
基
、
横
穴
式
石
室
が
二
基
確
認
さ
れ
て

い
る
。
木
棺
直
葬
か
ら
横
穴
式
石
室
へ
の
移
行

は
六
世
紀
中
頃
に
行
わ
れ
て
い
る
。

太
岡
寺
古
墳
群
と
鈴
鹿
川
を
挟
ん
だ
対
岸
地

域
に
は
木
ノ
下
古
墳
、
山
下
古
墳
な
ど
の
前
方

後
円
墳
が
築
か
れ
て
い
る
。
五
世
紀
後
半
か
ら

六
世
紀
初
頭
ま
で
の
時
期
に
連
続
し
て
築
か

れ
、
木
ノ
下
古
墳
で
は
最
終
的
に
六
世
紀
中
頃

ま
で
追
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
点

は
太
岡
寺
古
墳
群
、
木
ノ
下
古
墳
、
山
下
古
墳

は
そ
の
築
か
れ
た
年
代
に
あ
ま
り
差
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
徴
を
も
つ
こ

と
で
あ
る
。
副
葬
品
や
構
造
、
古
墳
が
築
か
れ

た
時
期
か
ら
は
多
少
の
共
通
点
が
見
ら
れ
て

も
、
そ
れ
ら
古
墳
の
被
葬
者
に
連
続
し
た
関
係

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
木
ノ
下
古
墳
は
山
下

古
墳
と
と
も
に
、
亀
山
･
亀
山
地
域
を
支
配
し

て
い
た
有
力
者
の
古
墳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
世
紀
中
頃
に
な
る
と
木
ノ
下
古
墳
の
追
葬

が
終
了
す
る
。
以
後
、
前
方
後
円
墳
を
築
く
有

力
者
は
確
認
で
き
な
い
。
木
ノ
下
古
墳
に
お
け

る
埋
葬
の
終
焉
と
同
じ
時
期
に
太
岡
寺
古
墳
群

で
は
横
穴
式
石
室
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
関

台
古
墳
、
引
地
古
墳
な
ど
の
横
穴
式
石
室
が
築

か
れ
、
亀
山
・
関
地
域
に
横
穴
式
石
室
が
定
着

す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
太
岡
寺
古
墳
群
の
副
葬
品
の
中
に
は
い

わ
ゆ
る
東
海
系
須
恵
器
と
在
地
系
須
恵
器
と
が

副
葬
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

伊
勢
国
内
に
は
太
岡
寺
古
墳
群
と
同
様
に
東

海
系
須
恵
器
と
在
地
系
須
恵
器
が
混
在
し
て
副

葬
さ
れ
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、

ま
と
ま
っ
て
須
恵
器
が
出
土
す
る
古
墳
を
見
て

い
き
た
い
。

図
１
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
分
布
を
み
る
と
大

き
く
分
け
て
４
つ
の
ま
と
ま
り
が
確
認
さ
れ
る
。

四
日
市
地
域(

Ａ)

に
は
青
木
川
古
墳
群
（
１
）、

和
田
ヶ
平
古
墳
群
（
２
）、
東
起
古
墳
（
３
）

が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
内
部
川
流
域
の
同
一

台
地
に
展
開
し
て
お
り
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七

世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。
内
部
主
体
は

い
ず
れ
も
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。

亀
山
、
関
地
域
（
Ｂ
）
に
は
正
知
浦
古
墳
群

（
４
）、
太
岡
寺
古
墳
群
（
５
）
が
あ
る
。
正
知

浦
古
墳
群
は
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
前
半
の

古
墳
で
あ
る
。

松
阪
地
域
（
Ｃ
）
の
浅
間
五
号
墳
（
６
）
は

十
二
基
あ
る
古
墳
群
の
一
つ
で
、
内
部
主
体
は

木
棺
直
葬
で
あ
る
。

伊
勢
地
域
（
Ｄ
）
に
は
南
山
古
墳
（
７
）、

昼
河
古
墳
群
（
８
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
横
穴

式
木
芯
室
を
内
部
主
体
に
持
つ
こ
と
が
特
徴
的

で
あ
り
、
六
世
紀
中
頃
か
ら
七
世
紀
前
半
ま
で

に
か
け
て
の
古
墳
で
あ
る
。

以
上
の
地
域
で
Ａ
地
区
の
青
木
川
古
墳
群
、

和
田
ヶ
平
古
墳
群
、
Ｂ
地
区
の
亀
山
・
関
地
域

の
正
知
浦
古
墳
群
で
は
、
横
穴
式
石
室
の
玄
室

の
平
面
形
態
が
中
央
の
や
や
膨
ら
む
い
わ
ゆ
る

胴
張
り
型
を
と
る
。
北
勢
地
方
に
多
く
見
ら
れ

る
内
部
主
体
で
あ
り
、
共
通
性
が
見
て
取
れ
る
。

Ａ
・
Ｂ
地
区
の
古
墳
で
は
、
副
葬
さ
れ
て
い

る
在
地
系
須
恵
器
の
産
地
の
一
つ
に
は
岸
岡
山

古
窯
が
あ
げ
ら
れ
る
。
岸
岡
山
古
窯
は
六
世
紀

後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
操
業
さ
れ
た

窯
で
あ
り
、
環
伊
勢
湾
地
域
に
も
こ
の
窯
の
須

恵
器
が
搬
入
さ
れ
て
い
る
５
）。
関
町
で
は
太

岡
寺
古
墳
群
の
ほ
か
に
も
関
台
古
墳
で
岸
岡
山

古
窯
産
須
恵
器
が
確
認
で
き
る
６
）。
こ
の
た

め
Ａ
・
Ｂ
地
区
は
一
つ
の
文
化
圏
と
し
て
認
識

で
き
る
。

Ｃ
・
Ｄ
地
区
の
古
墳
群
は
東
海
系
土
器
と
在

地
系
土
器
と
が
混
在
す
る
が
、
主
体
部
の
形
態

が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
Ａ
・
Ｂ
地
区
と
は
異

な
る
文
化
圏
に
属
す
る
と
考
え
る
。

亀
山
、
関
地
域
で
は
五
世
紀
後
半
に
は
様
々

な
古
墳
の
様
相
が
見
ら
れ
た
が
、
六
世
紀
後
半

以
降
、
北
勢
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
古
墳
が
築

か
れ
、
独
自
性
を
失
っ
て
い
く
様
子
が
見
受
け

ら
れ
る
。
ま
た
横
穴
式
石
室
の
導
入
と
前
方
後

円
墳
の
終
焉
時
期
が
あ
た
か
も
対
応
す
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
以
上
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
、

亀
山
、
関
地
域
は
六
世
紀
の
中
頃
以
降
に
、
そ

れ
ま
で
の
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
に
よ
る
支
配

体
制
か
ら
、
北
勢
地
方
一
帯
に
及
ぶ
一
つ
の
支

配
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

や
ま
だ
　
ま
さ
や
す

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

考
古
学

古
墳
時
代
後
期
の
亀
山
・
関

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

山

田

真

靖

特集

第一図　伊勢国における東海系土器と在地系　

土器の混在古墳の分布

は
じ
め
に

一
、
亀
山
・
関
の
古
墳

二
、
他
地
域
か
ら
の
須
恵
器
の

搬
入
古
墳

ま
と
め
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室
町
・
戦
国
時
代
の
伊
勢
国
は
、
北
部
の

十
カ
所
人
数
・
北
方
一
揆
と
呼
ば
れ
る
集
団

や
関
氏
、
長
野
氏
と
い
っ
た
国
人
領
主
、
北

畠
氏
な
ど
大
小
多
く
の
勢
力
の
入
り
乱
れ
る

地
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
守
護
以
外
の
諸
勢

力
が
な
ぜ
伊
勢
国
で
多
く
の
力
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多

い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
と
幕
府
と
の
関
係

が
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
足
利
将
軍
参
宮
時
の
道
中
に
お
け
る

将
軍
へ
の
饗
応
に
つ
い
て
そ
の
実
施
場
所
や

実
施
者
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
人
領

主
の
成
長
の
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
。

足
利
将
軍
の
伊
勢
神
宮
参
宮
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
足
利
義
満
に
よ
る
明
徳
四

年
（
一
三
九
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
足
利
将

軍
の
な
か
で
義
満
、
義
持
、
義
教
は
特
に
数

多
く
の
回
数
の
参
宮
を
行
っ
て
い
る
。
将
軍

の
参
宮
は
、『
耕
運
紀
行
』
に
「
い
つ
も
御
参

詣
の
時
は
、
大
名
近
習
已
下
数
千
人
の
か
み

し
も
の
人
数
の
お
ほ
さ
に
、
み
ち
も
さ
り
あ

へ
ね
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
数
千
人
と
い
う

大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
数
千
人
規
模
の
将
軍
一
行
に
昼
食
休

憩
や
宿
泊
す
る
た
め
の
施
設
を
準
備
し
、
饗

応
を
行
う
の
は
、
道
中
の
守
護
、
守
護
代
の

役
割
で
あ
っ
た
。
守
護
は
普
段
は
京
都
に
い

る
の
で
将
軍
の
参
宮
に
先
立
っ
て
数
日
前
に

国
元
に
帰
り
、
饗
応
の
用
意
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

将
軍
の
参
宮
に
関
し
て
は
、
そ
の
行
程
に

お
け
る
宿
泊
、
休
憩
場
所
や
そ
の
饗
応
者
に

つ
い
て
、
義
満
段
階
の
も
の
が
あ
る
程
度
踏

襲
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
宿
泊
、
休
憩
場
所
と
饗
応
者
に
つ
い

て
判
明
し
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

一
日
目
　

昼
　
草
津六

角
氏
（
近
江
国
守
護
）

宿
　
水
口京

極
氏
（
近
江
国
守
護
）

二
日
目
　

昼
　
坂
下
？

不
明
　
応
永
二
五
年

（『
耕
雲
紀
行
』）

新
所

関
・
長
野
・
北
方
一
揆
等

応
永
二
九
年

（『
花
営
三
代
記
』）

坂
下不

明
　
応
永
三
一
年

（『
室
町
殿
伊
勢
参
宮
記
』

坂
下
？

不
明
　
　
永
享
五
年

（『
伊
勢
参
宮
紀
行
』）

栢
原長

野
　
　
　
文
正
元
年

（『
親
基
日
記
』）

宿
　
安
濃
津

伊
勢
守
護

三
日
目
　

昼
　
平
尾国

司
（
北
畠
氏
）

宿
　
山
田祭

主

通
常
は
守
護
や
守
護
代
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
将
軍
へ
の
饗
応
が
、
伊
勢
国
で
は
関
氏
、

長
野
氏
や
北
畠
氏
と
い
っ
た
守
護
以
外
の
勢

力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

守
護
し
か
行
え
な
い
将
軍
参
宮
時
の
饗
応

を
行
う
関
氏
、
長
野
氏
、
北
畠
氏
等
は
、
守

護
と
同
等
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
幕

府
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
。

将
軍
の
参
宮
に
際
し
て
休
憩
、
宿
泊
を
行

う
場
所
は
二
日
目
の
昼
以
外
は
固
定
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
な
か
で
応
永
二
九
年
（
一
四
二

二
）
の
新
所
で
の
饗
応
は
特
殊
な
事
例
で
あ

る
。
第
一
は
一
人
が
行
う
将
軍
の
饗
応
を
関
、

長
野
、
加
太
、
雲
林
院
、
北
方
一
揆
と
い
っ

た
複
数
で
行
っ
た
事
で
あ
り
、
第
二
に
こ
の

時
期
の
参
宮
時
に
多
く
用
い
ら
れ
る
坂
下
で

は
な
く
、
八
月
の
将
軍
御
台
の
参
宮
、
九
月

の
将
軍
の
参
宮
の
二
回
だ
け
新
所
で
行
っ
て

い
る
事
で
あ
る
。

関
、
長
野
、
加
太
、
雲
林
院
、
北
方
一
揆

の
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
地
域
は
、
北
方
一
揆
は

三
重
、
朝
明
、
員
弁
郡
の
北
伊
勢
三
郡
一
帯
、

関
・
加
太
は
鈴
鹿
郡
、
長
野
・
雲
林
院
は
安

濃
郡
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
、
地
理

的
に
大
き
く
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
純

に
近
隣
の
も
の
に
よ
っ
て
饗
応
が
行
わ
れ
た

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
長
野
、
雲
林
院
が
当

番
の
場
合
で
も
、
そ
れ
以
外
の
国
人
も
新
所

に
集
ま
っ
て
饗
応
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
新
所
で
の
饗
応
は
単
に
饗
応
の
み

が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
別
の
目
的

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

新
所
で
の
饗
応
は
、
将
軍
の
饗
応
を
行
わ

せ
る
こ
と
で
国
人
た
ち
に
守
護
の
支
配
権
の

及
ば
な
い
領
地
を
与
え
、
当
時
謀
反
の
噂
の

あ
っ
た
伊
勢
守
護
の
世
保
氏
に
対
抗
す
る
勢

力
に
す
る
事
を
目
的
と
し
て
い
た
。
伊
勢
国

の
雲
出
川
以
南
は
南
北
朝
期
よ
り
北
畠
氏
が

支
配
し
て
お
り
、
守
護
の
権
限
の
及
ば
な
い

地
域
で
あ
っ
た
た
め
、
伊
勢
に
お
け
る
伊
勢

守
護
の
支
配
地
域
は
北
中
勢
の
み
で
あ
っ
た
。

新
所
に
集
ま
っ
た
国
人
の
支
配
地
域
を
除
く

と
伊
勢
守
護
の
支
配
地
域
は
海
岸
周
辺
に
限

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
守
護
の
勢
力
を
大
い

に
削
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
反
対
に
守
護

か
ら
独
立
し
た
権
限
を
保
証
さ
れ
、
幕
府
と

の
結
び
つ
き
を
強
め
る
事
と
な
っ
た
国
人
た

ち
は
、
こ
れ
を
契
機
に
勢
力
の
伸
張
さ
せ
て

い
っ
た
。
特
に
関
氏
、
長
野
氏
は
大
き
な
力

を
持
ち
、
守
護
の
不
在
期
間
に
は
代
わ
り
に

連
署
で
支
配
を
行
う
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。

新
所
で
の
国
人
た
ち
に
よ
る
饗
応
は
、
守

護
の
世
保
氏
が
逐
電
し
た
こ
と
か
ら
一
時
期

だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
独

自
の
力
を
手
に
し
た
国
人
は
そ
れ
ぞ
れ
成
長

を
遂
げ
、
多
く
の
勢
力
が
存
在
す
る
伊
勢
の

政
治
情
勢
を
創
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

や
ま
う
ち
　
ひ
ろ
ゆ
き

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

日
本
中
世
史

室
町
将
軍
の
参
宮
と
新
所
で
の
饗
応

亀
山
市
・
関
町
の
研
究

室
町
将
軍
の
参
宮
と

新
所
で
の
饗
応

山

内

宏

之

特集

は
じ
め
に

一
、
室
町
将
軍
の
参
宮
に

つ
い
て

二
、
新
所
で
の
饗
応
に
つ
い
て



＊ 29 ＊　TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第5号　2004年　3月

現
在
、
津
駅
東
口
を
で
る
と
左
側
に
津

市
最
高
層
ビ
ル
の
「
ア
ス
ト
津
」
が
あ

り
、
正
面
に
も
右
側
に
も
ビ
ル
が
建
ち

並
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
一
〇
年

前
の
関
西
鉄
道
支
線
津
駅
の
開
業
当
時

に
は
、
現
在
と
は
全
く
異
な
る
景
色
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

三
重
県
内
最
初
の
鉄
道
建
設
計
画
は
一

八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
五
月
に
四
日

市
の
稲
葉
三
右
衛
門
ら
が
、
関
ヶ
原
と

四
日
市
間
を
結
ぶ
鉄
道
敷
設
（
官
営
）

を
上
申
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
こ

の
頃
、
京
阪
神
と
敦
賀
を
結
ぶ
鉄
道
建

設
が
進
行
中
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
と
連

結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
海
側
と
太

平
洋
側
と
を
繋
ぐ
メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
た

も
の
で
し
た
が
、
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

翌
年
四
月
に
は
、
民
営
の
鉄
道
会
社

に
よ
っ
て
四
日
市
と
岐
阜
県
垂
井
間
に

濃
勢
鉄
道
を
敷
設
し
、
官
線
の
関
ヶ
原

駅
と
連
絡
す
る
計
画
が
出
願
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
計
画
も
官
営
鉄
道
を
建
設
す

る
可
能
性
が
あ
る
ル
ー
ト
の
一
つ
で
し

た
か
ら
、
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

新
橋
・
神
戸
間
の
東
海
道
線
は
一
八
八

九
年
（
明
治
二
二
）
七
月
に
開
通
し
ま

し
た
。
そ
の
名
古
屋
・
大
阪
間
の
敷
設

計
画
に
は
、
関
ヶ
原
・
米
原
を
通
る
北

回
り
と
三
重
県
を
通
る
南
回
り
（
従
来

の
東
海
道
）
の
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
り

ま
し
た
が
、
南
回
り
に
は
鈴
鹿
山
脈
を

越
え
る
難
工
事
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
か

ら
、
北
の
路
線
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
三
重
県
内
に
は
幹
線
鉄
道
が

全
く
通
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

こ
れ
を
契
機
に
、
八
八
年
一
月
、
関

西
鉄
道
会
社
創
立
委
員
に
よ
る
四
日

市
・
草
津
間
の
起
業
請
願
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
計
画
に
は
三
重
県
・
滋
賀

県
両
知
事
の
後
押
し
が
あ
り
ま
し
た
。

草
津
・
四
日
市
間
だ
け
で
な
く
、
桑

名
・
四
日
市
間
、
河
原
田
・
津
間
の
三

路
線
の
同
時
建
設
が
出
願
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
同
年
三
月
、
四
日
市
に
関
西
鉄

道
会
社
が
設
立
さ
れ
、
鉄
道
建
設
が
始

ま
り
ま
し
た
。
河
原
田
・
津
間
は
沿
線

地
主
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
八
月
に
は

亀
山
か
ら
津
ま
で
支
線
を
延
ば
す
計
画

に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

四
日
市
・
亀
山
間
は
八
九
年
一
一
月

に
開
通
し
、
九
〇
年
一
二
月
に
は
草

津
・
四
日
市
間
が
開
業
し
ま
し
た
。
一

九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
）
に
は
名
古

屋
・
湊
町
（
大
阪
）
間
を
全
通
さ
せ
ま

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
亀
山
か
ら
津
方
面
へ
延
び

る
支
線
は
、
九
一
年
八
月
二
一
日
に
は

一
身
田
駅
ま
で
、
一
一
月
四
日
に
は
津

駅
ま
で
開
通
し
ま
し
た
。
亀
山
・
津
間

の
所
要
時
間
は
約
四
〇
分
、
津
・
四
日

市
間
は
一
時
間
三
〇
分
で
し
た
。
図
は

開
業
時
の
津
駅
周
辺
の
風
景
を
描
い
た

筆
画
で
す
。
駅
舎
の
背
後
に
は
密
蔵
院

（
現
存
）
が
あ
り
、
遠
景
に
高
田
本
山
の

屋
根
が
見
え
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
何

も
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

津
駅
が
設
置
さ
れ
た
所
は
城
下
町
津
の

外
に
あ
り
、
八
八
年
の
市
制
実
施
時
に

津
市
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
は
奄
芸
群
大

部
田
村
で
し
た
。
駅
は
津
市
の
中
心
部

で
は
な
く
、
周
辺
部
に
開
設
さ
れ
た
訳

で
す
。
前
記
し
た
よ
う
に
河
原
田
・
津

間
の
鉄
道
建
設
は
地
主
（
農
民
）
の
協

力
が
得
ら
れ
ず
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
全

国
を
見
て
も
京
都
駅
を
初
め
と
し
て
鉄

道
駅
は
市
街
の
中
心
部
で
は
な
い
所
に

設
置
さ
れ
た
例
が
多
い
の
で
す
。
初
期

の
鉄
道
及
び
駅
の
建
設
は
必
ず
し
も
住

民
か
ら
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

津
駅
か
ら
更
に
南
に
延
び
る
参
宮
鉄
道

の
建
設
は
、
八
九
年
八
月
宇
治
山
田
住

民
等
か
ら
出
願
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
鉄

道
は
伊
勢
参
宮
客
の
輸
送
を
狙
い
に
し

て
い
ま
し
た
の
で
、
徒
歩
に
よ
る
参
宮

客
を
宿
泊
さ
せ
て
い
た
各
地
の
宿
屋
な

ど
は
客
を
奪
わ
れ
る
と
し
て
鉄
道
建
設

に
反
対
し
ま
し
た
。
現
在
、
新
幹
線
等

の
誘
致
合
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
見
る
と
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。

に
し
か
わ
　
ひ
ろ
し

人
文
学
部
教
授
・
日
本
政
治
史

三
重
の
歴
史
と
風
景

関
西
鉄
道
・
津
駅
の
開
業

西

川

洋

『伊勢新聞』（明治24年11月3日）より

開業当時の津駅の図

関
西
鉄
道
・
津
駅
の
開
業



TRIO ―三重の文化・社会・自然― 第5号　2004年　3月 ＊ 30 ＊

ツ

研究室紹介
考古学研究室

地域から海外へ～海の見える研究室～

服部 英世　

三
重
大
学
考
古
学
研
究
室
は
不
夜
城
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
城
内
で
は
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究

科
の
院
生
、
人
文
学
部
文
化
学
科
日
本
地
域
の
学

生
総
勢
一
六
人
余
が
主
に
日
本
考
古
学
を
学
ん
で

い
る
。
城
主
は
山
中
章
先
生
で
あ
る
。
研
究
室
の

活
動
は
、
第
一
に
地
元
三
重
県
で
の
発
掘
調
査
で

あ
る
。
第
二
に
遺
跡
確
認
の
た
め
の
分
布
調
査
、

各
種
市
町
村
史
の
た
め
の
測
量
調
査
、
累
積
す
る

出
土
資
料
の
調
査
な
ど
で
あ
る
。
第
三
に
調
査
で

得
た
資
料
の
分
析
・
研
究
が
大
切
な
活
動
に
な

る
。
そ
の
他
、
調
査
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
不
定

期
に
他
府
県
で
の
発
掘
・
分
布
調
査
や
海
外
で
の

発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

最
近
の
発
掘
調
査
の
成
果
で
興
味
深
い
も
の
を

二
〜
三
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
員
弁
郡
大
安

町
で
行
っ
た
宇
賀
新
田
古
墳
群
の
調
査
が
あ
る
。

鈴
鹿
関
に
近
い
伊
勢
国
北
部
に
大
和
王
権
と
の
関

係
を
持
つ
人
々
が
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
か
ら
一
四
〇
〇
年
も
昔
か
ら
伊
勢
国
は
大
和
の

勢
力
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
春

報
告
書
も
無
事
刊
行
し
、
全
国
に
配
布
し
た
。

海
外
で
の
第
一
号
調
査
が
中
国
陝
西
省
商
州
市

で
行
っ
た
東
龍
山
漢
墓
の
調
査
で
あ
る
。
現
地
の

人
々
と
三
ヶ
月
余
り
の
共
同
生
活
を
し
な
が
ら
発

掘
を
進
め
た
。
そ
の
成
果
を
生
か
し
て
卒
業
論
文

を
書
い
た
学
生
も
い
た
。
現
在
陝
西
省
の
西
北
大

学
に
留
学
中
で
あ
る
。
国
内
だ
け
で
は
な
く
世
界

中
に
目
を
向
け
た
調
査
研
究
が
私
た
ち
の
自
慢
で

あ
る
。
国
際
的
な
交
流
を
も
と
に
し
た
海
外
で
の

調
査
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い

る
。
現
在
中
国
側
と
協
議
し
な
が
ら
報
告
書
の
刊

行
に
つ
い
て
計
画
中
で
あ
る
。

城
を
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
不
夜

城
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
い
つ
も
誰
か
が
朝
ま
で

「
何
か
」
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
発
掘
調
査

は
屋
外
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
雨
や
雪
が
降
れ

ば
さ
す
が
に
難
し
い
が
（
そ
れ
で
も
時
間
が
な
い

時
は
強
行
す
る
こ
と
も
あ
る
）、
夏
の
暑
さ
に
も
、

冬
の
寒
さ
に
も
負
け
ず
調
査
が
あ
る
時
に
は
朝
か

ら
晩
ま
で
地
面
を
な
め
る
よ
う
に
し
て
掘
る
。
現

在
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
一
志
郡
白
山
町
や
安
濃
郡
安

濃
町
、
多
気
郡
明
和
町
、
い
な
べ
市
だ
か
ら
、
た

い
て
い
現
地
に
泊
ま
り
込
ん
で
発
掘
す
る
。

掘
り
出
し
た
も
の
を
遺
物
と
呼
ぶ
が
、
ほ
と
ん

ど
が
粉
々
に
壊
れ
て
い
て
、
泥
ま
み
れ
で
あ
る
。

こ
れ
を
洗
浄
し
、
元
の
形
に
戻
す
作
業
も
考
古
学

の
大
切
な
調
査
の
一
つ
で
あ
る
。
元
に
戻
す
と
い

っ
て
も
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
言
う
な
れ
ば
模
様

の
な
い
無
数
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
混
ぜ
、
そ
の

一
部
が
失
わ
れ
た
状
態
か
ら
パ
ズ
ル
を
復
元
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
根
気
と
注
意
力
を
集
中
さ

せ
て
作
業
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
復
元
後
、
土

器
の
作
り
方
や
特
徴
を
観
察
し
、
そ
の
成
果
を
実

測
図
に
表
す
。
何
と
か
復
元
で
き
て
も
そ
の
一
部

は
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
を
推
定
さ
れ
る
形
に
石
膏

で
戻
す
の
で
あ
る
。
復
元
品
に
色
を
塗
り
、
写
真

を
撮
り
、
そ
の
成
果
を
報
告
書
に
ま
と
め
て
よ
う

や
く
「
調
査
」
が
終
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
地
で
は

こ
ん
な
作
業
は
難
し
い
。
だ
か
ら
授
業
の
合
間
や

夜
に
作
業
を
す
る
の
で
あ
る
。
不
夜
城
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
だ
。

城
の
あ
る
場
所
は
共
通
教
育
四
号
棟
の
五
階
で

あ
る
。
全
国
か
ら
次
々
と
送
ら
れ
て
く
る
報
告
書
、

発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
各
種
遺
物
、
調
査
で
作

成
し
た
図
面
、
増
え
続
け
る
資
料
が
教
室
か
ら
は

み
出
し
、
廊
下
に
並
び
、
教
室
に
進
出
し
て
い
る
。

五
階
に
上
が
る
と
全
て
が
考
古
学
研
究
室
で
あ
る

か
の
ご
と
き
錯
覚
を
覚
え
る
。
し
か
し
発
掘
調
査

は
こ
れ
だ
け
の
人
数
で
は
足
り
な
い
の
で
、
ま
だ

専
門
的
授
業
を
受
け
て
い
な
い
一
・
二
年
生
や
他

の
研
究
領
域
の
学
生
・
院
生
も
参
加
す
る
。
特
に

日
本
史
を
学
ぶ
学
生
と
は
一
身
同
体
で
あ
る
。
総

勢
三
〇
名
近
い
学
生
で
ご
っ
た
返
す
研
究
室
一
帯

は
随
分
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。

最
近
、
増
え
続
け
る
資
料
に
対
応
す
る
た
め
、

よ
う
や
く
遺
物
整
理
室
を
借
り
る
こ
と
が
で
き

た
。
し
か
し
こ
れ
も
暫
定
的
で
あ
る
。
人
文
学
部

に
考
古
学
研
究
室
が
で
き
る
前
は
三
重
大
学
歴
史

学
研
究
会
の
原
始
古
代
史
部
会
が
調
査
を
担
当
し

て
お
り
、
そ
う
し
た
先
輩
方
の
発
掘
し
た
資
料
が

小
さ
な
プ
レ
ハ
ブ
に
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
す
ば

ら
し
い
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
お
蔵
入
り
の 中国陝西省 東龍山漢墓での調査風景
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状
態
で
あ
る
。
何
と
か
大
学
に
資
料
館
が
で
き
な

い
も
の
か
と
働
き
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
研
究
室
に
泊
ま
り
込
み
朝
方
東
の
窓

か
ら
は
い
る
朝
日
を
眺
め
る
と
、「
ア
ー
伊
勢
に

い
る
ん
だ
な
ー
」
と
い
う
感
動
を
覚
え
る
。
朝
日

に
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
伊
勢
湾
、
そ
の
向
こ
う
に
赤
く

映
え
る
知
多
半
島
、
時
に
は
伊
勢
湾
の
先
ま
で
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
朝
は
充
実
感
で
一
杯

で
あ
る
。

研
究
室
の
活
動
は
幅
広
い
。
発
掘
調
査
と
い
う

の
は
市
町
村
に
あ
る
遺
跡
抜
き
に
は
語
れ
な
い
の

で
、
地
域
と
の
連
携
は
欠
か
せ
な
い
。
当
た
り
前

の
よ
う
に
市
町
村
教
育
委
員
会
と
連
携
を
図
り
、

交
流
し
、
そ
の
成
果
を
還
元
し
て
い
る
。
現
地
で

発
掘
調
査
す
る
時
に
は
見
学
に
来
る
地
元
の
人
々

は
も
ち
ろ
ん
、
小
学
生
や
中
学
生
な
ど
に
も
遺
跡

の
様
子
を
わ
か
り
や
す
く
話
を
す
る
。
子
供
た
ち

の
中
か
ら
三
重
大
学
に
進
学
し
よ
う
と
思
う
子
が

出
る
こ
と
を
密
か
に
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

分
布
調
査
で
は
水
田
の
中
、
山
林
の
奥
、
家
の

周
り
と
歩
き
回
る
の
で
、
地
元
の
方
々
の
理
解
は

欠
か
せ
な
い
。
時
に
は
話
が
弾
ん
で
お
茶
を
ご
ち

そ
う
に
な
る
時
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
逆
に
大
声
で

怒
鳴
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
社
会
勉
強

だ
と
思
っ
て
い
る
。

大
学
の
中
で
は
毎
月
第
一
・
三
水
曜
日
の
夜
19

時
か
ら
学
生
の
研
究
発
表
会
を
開
催
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
参
加
は
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
年
持

ち
回
り
で
奈
良
女
子
大
学
、
京
都
府
立
大
学
と
交

流
会
を
も
っ
て
い
る
。
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
技
術

の
伝
播
」
で
、
三
重
大
学
は
今
夏
発
見
さ
れ
た
鬼

が
塩
屋
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
よ
う

な
形
を
し
て
い
る
の
で
そ
の
名
の
あ
る
瓢
壺

ひ
き
ご
つ
ぼ
の
成

立
と
展
開
を
テ
ー
マ
に
発
表
を
行
っ
た
。
最
後
の

一
週
間
は
何
人
も
が
徹
夜
を
し
て
準
備
し
た
。
そ

の
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
瓢
壺
と
い
う
特
殊
な
土

器
が
三
重
大
学
も
含
め
た
津
市
北
部
を
中
心
に
生

ま
れ
、
こ
こ
か
ら
名
古
屋
や
伊
賀
に
も
た
ら
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
か
ら
一
七

〇
〇
年
ほ
ど
前
、
こ
の
地
が
文
化
の
発
祥
地
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
も

こ
う
し
た
資
料
を
研
究
し
て
日
本
の
考
古
学
を
牽

引
す
る
力
を
つ
け
た
く
思
っ
て
い
る
。

な
お
、
大
学
院
に
進
学
す
る
学
生
の
全
て
が
考

古
学
の
で
き
る
研
究
機
関
や
教
育
委
員
会
の
発
掘

部
局
へ
の
就
職
を
希
望
し
、
多
く
の
先
輩
方
が
各

地
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
私
も
早
く
そ
う
な
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

は
っ
と
り
　
ひ
で
よ

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

地
域
に
根
ざ
し
た
研
究
室
を

め
ざ
し
て

考
古
学
研
究
室
の
力
だ
け
で
発
掘
調
査
や
研
究

が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
方
自
治
体
関
係
機

関
の
ご
協
力
は
言
う
に
及
ば
ず
、
調
査
地
に
住
ん

で
お
ら
れ
る
地
元
の
方
々
の
ご
理
解
な
く
し
て

は
、
研
究
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
研
究
成
果
を
公
表
し
、
社
会
に
還

元
す
る
こ
と
は
、
大
学
研
究
室
に
与
え
ら
れ
た
責

務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
重
県
内
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
遺
跡
調
査
、

発
掘
調
査
で
の
現
地
説
明
会
、
調
査
後
の
報
告
書

の
刊
行
、
整
理
が
終
了
し
た
後
の
遺
物
展
示
や
子

ど
も
向
け
の
考
古
学
講
座
へ
の
参
加
な
ど
は
、
先

の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
今
後
も
地
域
に

根
ざ
し
た
研
究
室
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
こ
う

と
考
え
て
い
る
。

近
年
で
は
、
考
古
学
の
調
査
・
研
究
成
果
が
マ

ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
脚
光

を
浴
び
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
華
々
し
い
成

果
は
、
日
常
の
地
道
な
活
動
よ
り
生
ま
れ
た
も
の

で
、
そ
の
活
動
は
大
学
研
究
室
の
み
な
ら
ず
各
地

方
自
治
体
の
関
係
機
関
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
当

研
究
室
の
活
動
の
紹
介
を
通
し
て
全
国
各
地
で
毎

日
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
調
査
・
研
究
に
ご

理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
山
中
章
）

三重県員弁郡大安町宇賀新田古墳群現地説明会
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三重から世界へ
世界から三重へ

日本人とアメリカ人の類似点を求める
『12人の優しい日本人』と『12人の怒れる男』の比較研究

グットマン・ティエリー（Thierry Guthmann）

照
明
を
当
て
て
み
た
い
と
思
う
。

両
映
画
の
設
定
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ど
ち
ら
の
映
画
で
も
12
人
の
陪
審
員
が
、

殺
人
事
件
の
容
疑
者
の
有
罪
か
無
罪
か
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
い
る
。
細
か
い
内
容
を
こ
こ
で

は
お
話
で
き
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
映
画
で
は
あ

る
老
人
が
殺
さ
れ
第
一
容
疑
者
は
そ
の
息
子

だ
。
日
本
映
画
で
は
中
年
の
男
性
が
殺
さ
れ
容

疑
者
は
被
害
者
の
別
れ
た
前
妻
だ
。
ど
ち
ら
も

状
況
証
拠
か
ら
判
断
す
る
と
、
容
疑
者
は
限
り

な
く
黒
に
近
い
。
ア
メ
リ
カ
映
画
で
は
最
初
12

人
の
陪
審
員
の
内
11
人
が
容
疑
者
を
有
罪
と
判

断
し
た
。
つ
ま
り
死
刑
判
決
を
選
択
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
日
本
人
陪
審
員
は
12
人
の
内
11
人

が
容
疑
者
を
無
罪
に
し
た
。
要
す
る
に
両
映
画

の
出
発
点
は
正
反
対
で
あ
る
。
日
本
人
は
優
し

く
て
（
悪
く
言
え
ば
甘
い
）、
な
か
な
か
人
を

有
罪
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
国
民
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
人
は
他
人
に
厳
し
く
容
疑
者
を
ほ
と

ん
ど
迷
わ
ず
に
電
気
椅
子
に
送
る
国
民
で
あ

る
。
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
員
の
間
に
見
ら

れ
る
こ
の
対
照
的
な
差
が
日
本
映
画
の
題
名
の

元
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
も
、
ア
メ
リ
カ
映
画
に
出
て
い
る
人

物
達
と
対
照
を
な
す
二
人
の
典
型
的
な
日
本
の

叔
父
さ
ん
と
叔
母
さ
ん
が
日
本
映
画
に
は
登
場

す
る
。
彼
ら
は
全
く
理
屈
に
欠
け
た
論
拠
に
基

づ
き
自
分
の
判
断
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

「
ど
う
し
て
被
告
を
無
罪
だ
と
思
う
の
で
す
か
」

と
聞
か
れ
た
叔
父
さ
ん
が
「
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
か

な
ぁ
」
と
答
え
る
場
面
な
ど
は
、
笑
う
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
は
根
本
的
に

違
う
と
思
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
二
つ
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

一
つ
は
、
日
本
人
を
描
く
こ
と
が
中
原
監
督

の
目
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
中
原
監
督
の
映

画
は
一
種
の
「
日
本
人
論
」
で
あ
る
。
必
然
的

に
、
ア
メ
リ
カ
映
画
に
出
て
来
る
人
物
と
日
本

人
と
の
差
を
強
調
す
る
傾
向
が
出
て
来
る
。
ち

な
み
に
、
も
う
一
つ
の
映
画
は
「
ア
メ
リ
カ
人

論
」
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
う
で
も
な

い
。
一
般
国
民
に
陪
審
制
度
に
つ
い
て
、
ま
た

死
刑
判
決
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ

と
が
監
督
の
重
要
な
狙
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
様
々
な
人
間
の
人
格
が
描
写
さ
れ
て

い
る
の
で
「
ア
メ
リ
カ
人
論
」
と
し
て
そ
の
映

画
を
受
け
止
め
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
監
督
に

「
ア
メ
リ
カ
人
論
」
を
作
る
意
図
が
あ
っ
た
と

は
思
え
な
い
。

次
に
、
中
原
監
督
の
映
画
は
コ
メ
デ
ィ
、
む

し
ろ
風
刺
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
と
の
差
を
描

く
こ
と
で
人
を
笑
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
描
写
が
大
げ
さ
な
も
の
に
な

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
登
場
人
物
の
日

本
人
的
態
度
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
映

画
の
場
合
で
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
特
に
こ
の

映
画
の
場
合
は
描
か
れ
て
い
る
内
容
と
現
実
の

間
に
大
き
な
程
度
の
差
が
見
ら
れ
る
。

映
画
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ

カ
人
と
日
本
人
の
態
度
の
差
は
実
際
に
存
在
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
笑
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
日

本
映
画
の
風
刺
コ
メ
デ
ィ
的
な
性
質
を
忘
れ
る

と
日
本
人
に
対
し
て
歪
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
し
ま
う
虞
が
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、

以
降
、
両
映
画
の
人
物
の
類
似
点
に
注
目
し
て

行
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
社
会
の
利
益
を
考
え
よ
う
と
し
な
い

二
つ
の
映
画
の
考
察
を
通
じ
て
欧
米
と
日
本

文
化
の
比
較
研
究
を
試
み
た
い
。
ア
メ
リ
カ
映

画
、
一
九
五
七
年
の
シ
ド
ニ
ー
・
ル
メ
ッ
ト

（S
idney

Lum
et

）
監
督
の
『
12
人
の
怒
れ
る

男
』
と
、
一
方
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
一
九

九
一
年
の
中
原
俊
監
督
・
三
谷
幸
喜
脚
本
の

『
12
人
の
優
し
い
日
本
人
』
で
あ
る
。
こ
の
エ

ッ
セ
ー
を
面
白
く
読
む
に
は
予
め
二
つ
の
映
画

を
見
て
お
け
ば
良
い
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
限

ら
れ
た
行
数
で
こ
れ
ら
両
映
画
を
見
た
い
気
分

に
さ
せ
る
の
が
、
私
の
も
う
一
つ
の
目
的
で
も

あ
る
。

さ
て
、
二
つ
の
映
画
の
対
照
的
な
題
名
か
ら

考
え
る
と
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
態
度
の
差

が
本
研
究
の
焦
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
逆
説
的
な

観
点
か
ら
、
二
つ
の
映
画
に
お
け
る
類
似
点
に
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わ
が
ま
ま
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
人
物
が
両
映

画
共
に
登
場
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
一
人

の
ア
メ
リ
カ
人
は
野
球
の
試
合
を
見
逃
し
た
く

な
い
、
そ
れ
に
対
し
て
一
人
の
日
本
人
は
仕
事

が
忙
し
く
、
早
く
陪
審
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
い

う
態
度
を
と
る
。
つ
ま
り
、
日
本
社
会
の
場
合

で
も
ア
メ
リ
カ
社
会
の
場
合
で
も
公
益
に
対
す

る
関
心
の
な
い
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
気

付
く
。
次
に
、
二
つ
の
映
画
に
お
け
る
英
雄
的

な
存
在
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

ア
メ
リ
カ
映
画
で
は
、
全
員
の
意
見
に
流
さ

れ
ず
に
、
最
初
か
ら
全
員
に
一
人
で
抵
抗
し
、

勇
気
を
見
せ
て
い
る
登
場
人
物
が
間
違
い
な
く

映
画
の
英
雄
で
あ
る
（
名
俳
優
の
ヘ
ン
リ
ー
・

フ
ォ
ン
ダ
﹇H

enry
Fonda

﹈
が
演
じ
て
い
る
）。

意
志
の
強
さ
に
加
え
、
格
好
も
良
く
、
考
え
も

鋭
く
、
頭
の
回
転
も
早
い
。
格
好
や
頭
の
良
さ

と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
映
画
に
も
、

そ
れ
に
当
て
は
ま
る
人
物
が
一
人
い
る
（
豊
川

悦
司
が
演
じ
て
い
る
人
物
）。
し
か
し
、
そ
の

人
物
は
ア
メ
リ
カ
映
画
の
英
雄
の
よ
う
に
最
初

か
ら
他
の
陪
審
員
に
抵
抗
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
途
中
か
ら
映
画
の
本
当
の
英
雄
を
応
援

す
る
た
め
に
動
き
出
し

た
人
物
で
あ
る
（
最
初

彼
は
議
論
に
そ
れ
ほ
ど

関
心
を
見
せ
て
い
な
か

っ
た
）。
で
は
、
日
本
人

陪
審
員
の
中
で
本
当
の

英
雄
は
一
体
誰
だ
ろ
う

か
。
実
は
映
画
の
頭
で

理
屈
に
欠
け
た
論
拠
に

よ
っ
て
自
分
の
判
断
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
い

た
叔
父
さ
ん
だ
と
私
は
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
を
紹
介
す
る
前
に
日
本

映
画
の
話
し
の
展
開
を
少
し
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
徐
々
に
、
陪
審
員
の
票
決
の
分
配

は
正
反
対
の
状
態
に
な
っ
て
来
た
。
つ
ま
り
、

無
罪
だ
と
思
っ
て
い
る
陪
審
員
は
一
人
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
例
の
叔
父
さ

ん
だ
。
11
人
の
陪
審
員
は
被
告
に
執
行
猶
予
付

き
の
有
罪
判
決
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
叔
父
さ
ん
は
皆
の
圧
力
に
屈
せ
ず
無
罪
と

い
う
自
分
の
立
場
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
。
彼

は
一
見
典
型
的
な
優
し
い
日
本
人
の
叔
父
さ
ん

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
集
団
の
意
見
に
流
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
叔
父
さ
ん
は
、
確
か
に
ア

メ
リ
カ
映
画
の
英
雄
と
比
べ
て
、
頭
が
回
転
し

始
め
る
ま
で
に
か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
が
、

勇
気
の
点
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
映
画
の
英
雄
に

劣
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
叔
父
さ
ん
は
頭
が
一
旦
動
き

始
め
れ
ば
天
才
的
な
発
想
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。
少
し
種
明
か
し
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
元

の
主
人
に
頼
ま
れ
て
飲
物
を
買
っ
た
被
告
は

「
死
ん
じ
ゃ
え
！
」
と
叫
ん
だ
の
で
は
な
く
、

実
は
「
ジ
ン
ジ
ャ
ー
エ
ー
ル
！
」
と
叫
ん
だ
だ

け
で
あ
る
と
い
う
発
想
だ
。
ま
た
、
映
画
の
頭

で
は
自
分
の
立
場
を
裏
付
け
る
た
め
に
合
理
的

な
論
拠
を
一
つ
も
言
え
な
か
っ
た
そ
の
叔
父
さ

ん
は
、
映
画
の
終
わ
り
に
は
正
反
対
の
態
度
を

見
せ
、
被
害
者
の
心
理
状
態
を
見
事
な
理
屈
で

他
の
陪
審
員
に
説
明
す
る
。

そ
の
叔
父
さ
ん
の
存
在
に
よ
っ
て
「
日
本
人

は
感
情
的
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
は
合
理
的
で

あ
る
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
が
極
端
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
確
か

に
程
度
の
差
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
普
段
、

思
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
そ
の
差
は
大
き
く
な
い
。

日
本
と
ア
メ

リ
カ
映
画
に

お
け
る
陪
審

員
の
最
終
判

断
の
場
面
を

比
較
分
析
す

れ
ば
、
こ
の

点
は
更
に
明

か
に
な
る
と

思
う
。

ア
メ
リ
カ

映
画
で
ど
う

し
て
も
被
告
を
有
罪
に
し
た
が
る
陪
審
員
は
、

最
近
、
自
分
の
息
子
と
大
げ
ん
か
し
、
息
子
が

家
出
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
日
本
映
画
の
場

合
は
、
ど
う
し
て
も
容
疑
者
を
有
罪
に
し
た
が

る
若
い
陪
審
員
は
、
最
近
、
奥
さ
ん
に
捨
て
ら

れ
た
。
そ
し
て
映
画
の
最
後
の
場
面
で
彼
ら
は
、

実
は
、
無
意
識
に
被
告
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
息

子
あ
る
い
は
元
妻
を
重
ね
て
裁
い
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
要
す
る
に
彼
ら
の
陪
審
員
と
し
て

の
判
断
は
、
個
人
的
感
情
に
流
さ
れ
た
時
点
で

決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
彼
ら
は
相
手

を
説
得
す
る
た
め
に
、
ま
た
自
分
自
身
を
説
得

す
る
た
め
に
、
自
ら
の
立
場
を
客
観
的
な
論
拠

で
裏
付
け
よ
う
と
し
て
行
く
。

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
、
日
本
人
で
あ
れ
、
多

く
の
場
合
、
人
間
の
行
動
の
根
本
に
あ
る
の
は
、

理
性
で
は
な
く
、
感
情
だ
と
い
う
の
は
両
映
画

に
共
通
す
る
教
訓
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

グ
ッ
ト
マ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
ー

（T
hierry

G
uthm

ann

）

人
文
学
部
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教
授
・
比
較
文
化
論
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地
域
っ
て
、
何
だ
ろ
う
？
６
年
前
に
男
の
子
を

出
産
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
三
重
県
の
子
育

て
支
援
事
業
に
関
わ
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と
き
、「
地

域
に
よ
る
子
育
て
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
い
、「
え

ー
、
地
域
が
子
育
て
し
て
く
れ
る
の
〜
」「
地
域
っ

て
誰
の
こ
と
〜
」「
地
域
が
子
ど
も
を
預
か
っ
て
く

れ
る
の
〜
」
と
び
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
乳
飲
み
子
を
抱
え
、
新
し
い
経
験
の
連
続
に

と
ま
ど
い
、
と
り
あ
え
ず
一
番
確
実
な
実
母
に
助

け
て
も
ら
い
な
が
ら
、「
地
域
に
よ
る
子
育
て
」
っ

て
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
は
じ
め

ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
・
・
・
。
子
ど
も
を
通
じ
て
、

多
く
の
地
域
の
方
々
と
知
り
合
い
に
な
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
子
育
て
サ
ー
ク
ル
や
地
域
の
イ
ベ

ン
ト
で
出
会
う
子
育
て
奮
闘
中
の
皆
さ
ん
、
そ
う

し
た
サ
ー
ク
ル
や
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
力
を
貸
し

て
く
だ
さ
る
諸
先
輩
方
、
子
ど
も
の
育
ち
、
あ
る

い
は
親
の
育
ち
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の

皆
さ
ん-----

地
域
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
人
た

ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
を
い
う
の
か
も
し
れ

な
い
、「
地
域
に
よ
る
子
育
て
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
も
、
あ
な
が
ち
予
算
の
な
い
行
政
の
言
い
訳
で

は
な
い
の
だ
な
と
、（
そ
れ
な
り
に
）
納
得
す
る
に

い
た
り
ま
し
た
。

子
ど
も
に
よ
り
地
域
へ
と
導
か
れ
た
私
は
、「
地

域
っ
て
や
っ
ぱ
り
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
」「
地
域
っ

て
、
こ
れ
か
ら
の
少
子
高
齢
化
社
会
に
と
っ
て
、

頼
り
が
い
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
い
と

こ
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
な
ど
と
思
い
は
膨
ら
ん

で
い
き
ま
し
た
。

そ
の
思
い
は
、
新
居
を
購
入
さ
れ
た
こ
と
で
地

域
に
目
覚
め
ら
れ
た
樹
神
成
さ
ん
（
社
会
科
学
科

教
授
・
行
政
学
）
に
通
じ
、
三
重
大
学
人
文
学
部

２
０
周
年
記
念
行
事
『
地
域
力
の
向
上
を
め
ざ
す

市
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
〜
違
い
を
認
め
合

う
市
民
た
ち
の
絆
！
〜
』
と
い
う
企
画
へ
と
結
実

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
新
旧
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方

で
、
地
域
づ
く
り
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
を
、

不
信
感
や
無
関
心
で
は
な
く
、
信
頼
に
よ
り
、
つ

な
げ
て
い
こ
う
、
そ
の
た
め
の
場
を
つ
く
っ
て
い

こ
う
、
と
い
う
企
画
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
企
画
自
体
、
地
域
に
開
か
れ
た
も

の
に
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
企
画
の
立
案

の
段
階
か
ら
、
三
重
県
庁
健
康
福
祉
部
地
域
福
祉

チ
ー
ム
の
森
西
宏
巳
さ
ん
に
仲
間
に
な
っ
て
い
た

だ
き
、
同
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
チ
ー
ム
の
出
丸
朝
代
さ

ん
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
青
空
の
理

事
長
で
あ
る
沼
田
康
弘
さ
ん
、
久
居
市
子
育
て
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ど
ん
ど
の
代
表
理
事
で

あ
る
佐
橋
俊
美
さ
ん
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の

方
々
と
と
も
に
、「
地
域
っ
て
何
だ
」
か
ら
始
ま
っ

て
、「
具
体
的
に
ど
う
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
の
か
」

ま
で
、
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
企
画
を
練
り

上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

「
地
域
に
つ
い
て
な
ら
何
時
間
で
も
語
れ
る
」

強
力
な
仲
間
を
得
て
、
平
成
15
年
11
月
８
日
、
ア

ス
ト
津
３
階
イ
ベ
ン
ト
情
報
コ
ー
ナ
ー
に
て
、『
地

域
力
の
向
上
を
め
ざ
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
』

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
内
容
は
、
現
在
小
地
域
（
町
内
会
程
度
）
で

の
新
た
な
助
け
合
い
の
し
く
み
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス

青
空
の
沼
田
さ
ん
に
、
地
域
再
生
に
向
け
て
の
夢

と
課
題
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
は

じ
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ど
ん
ど
の
佐
橋
さ
ん
ら
か
ら
コ
メ

ン
ト
を
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
７
〜
８
名
の
グ
ル

ー
プ
に
分
か
れ
て
、「
地
域
っ
て
何
な
の
」「
ど
ん

な
地
域
が
望
ま
し
い
の
」「
今
地
域
に
何
が
必
要
な

の
」「
ど
う
す
れ
ば
頼
り
が
い
の
あ
る
地
域
を
作
れ

る
の
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
討
議
し
ま
し
た
。
老

若
男
女
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
方
々
、
30
数
名
に

お
集
ま
り
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
各
グ
ル
ー
プ

か
ら
の
報
告
も
、
個
性
豊
か
で
、
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

こ
の
成
功
に
気
を
よ
く
し
て
、
樹
神
さ
ん
、
森

西
さ
ん
ら
と
と
も
に
、
今
後
も
、
三
重
県
内
の
い

ろ
い
ろ
な
地
域
を
訪
れ
、
地
域
の
あ
り
方
を
具
体

的
に
調
査
研
究
し
て
い
こ
う
と
、
は
り
き
っ
て
い

ま
す
。「
頼
れ
る
地
域
づ
く
り
へ
！
　
そ
し
て
頼
れ

る
三
重
大
学
人
文
学
部
づ
く
り
へ
！
」
地
域
の
皆

さ
ん
！
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
、
最
高
で
す
。

あ
さ
の
ま
さ
こ

人
文
学
部
助
教
授
・
政
治
思
想
史
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人
間
は
食
べ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
食
べ
な
け
れ

ば
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
生
命
の
あ
る
と
こ

ろ
に
は
必
ず
食
が
あ
り
ま
す
。
人
間
は
、
食

に
様
々
な
加
工
技
術
と
世
界
観
を
注
入
し

て
、
世
界
の
各
地
で
実
に
み
ご
と
な
食
文
化

を
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
食
文
化
に

様
々
な
角
度
か
ら
ナ
イ
フ
を
入
れ
て
、
美
味

し
く
食
べ
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
が
今
回
の

公
開
講
座
の
目
的
で
し
た
。
テ
ー
マ
は
、

「
世
界
食
べ
歩
る
記
　P

a
rtII
----

パ
ー
テ
ィ

食
の
現
在
と
未
来---

」
で
し
た
。
い
つ
も
の

食
事
を
新
た
な
視
点
で
見
つ
め
な
お
す
た
め

の
切
っ
掛
け
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

今
回
の
講
座
で
は
学
外
か
ら
は
志
摩
観
光

ホ
テ
ル
で
長
ら
く
総
料
理
長
を
勤
め
ら
れ
、

そ
の
個
性
と
風
格
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
新
た

な
地
平
を
切
り
開
い
た
高
橋
忠
之
氏
を
む
か

え
ま
し
た
。「
素
材
を
い
か
す
と
い
う
こ
と

は
魚
は
魚
以
上
、
海
老
は
海
老
以
上
に
す
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
」「
私
に
と
っ
て
自
然

は
、
太
陽
と
海
と
土
の
恵
み
に
よ
っ
て
育
ま

れ
た
素
材
に
挑
戦
し
、
創
造
す
る
対
象
で
あ

る
」
な
ど
と
い
っ
た
料
理
の
プ
ロ
を
極
め
た

方
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
深
い
感
銘
を
覚
え

ま
し
た
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
を
啜
っ

て
も
「
美
味
い
！
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な

小
生
の
浅
は
か
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
講
演

と
な
り
ま
し
た
。

浅
は
か
な
食
文
化
し
か
持
た
な
い
小
生
は

別
と
し
て
、
学
部
内
の
講
師
は
、
世
界
の
あ

ち
こ
ち
の
料
理
を
食
べ
つ
く
し
た
ツ
ワ
モ
ノ

ば
か
り
。
三
重
、
日
本
、
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
な
ど
様
々
な
地
域
の
食
文
化
を
体
験
談

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
楽
し
く
講
義
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
岩
本
先
生
が
過
食
や
拒

食
な
ど
の
現
代
的
な
食
の
問
題
に
も
鋭
く
切

り
込
ん
だ
の
も
「
人
文
学
部
」
的
と
い
え
ま

し
た
。
石
井
先
生
は
文
化
人
類
学
的
な
視
点

か
ら
儀
礼
の
中
の
食
を
扱
い
、
な
か
な
か
聞

け
な
い
興
味
深
い
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
安
食
先
生
は
、
環
境
と
食
と
の
関
係
を

海
老
と
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
実
例
を
挙
げ
な

ら
が
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
朴
先
生

に
は
、
北
朝
鮮
の
食
糧
危
機
の
問
題
を
話
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
生
は
、
三
重
の
食

文
化
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。

受
講
者
数
は
59
名
で
、
受
講
終
了
証
を
受

け
取
っ
た
人
は
47
名
で
し
た
。
か
な
り
高
い

出
席
率
で
、
喜
ん
で
い
ま
す
。
最
高
齢
の
方

は
75
歳
で
、
最
低
年
齢
の
方
は
32
歳
で
し
た
。

食
は
、
生
活
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
す
。

あ
ら
た
め
て
食
の
大
切
さ
を
考
え
る
機
会
と

な
る
な
ら
望
外
の
喜
び
で
す
。
今
後
、
さ
ら

に
公
開
講
座
を
発
展
・
充
実
さ
せ
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。

こ
だ
ま
　
か
つ
や

人
文
学
部
助
教
授
・
平
和
学

公
開
講
座
実
施
委
員

第18回
三重大学
人文学部
公開講座
児玉克哉



で
、
運
動
の
指
導
者
か
ら
も
看
過
さ
れ
た

〈
声
な
き
人
び
と
〉
を
〈
歴
史
の
主
体
〉
と

し
て
浮
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方

法
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
の
構
造
が
よ

り
明
確
に
な
り
、〈
声
〉
を
奪
わ
れ
て
き
た

者
た
ち
の
連
帯
の
可
能
性
が
生
み
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

『
地
域
史
の
な
か
の
部
落
問
題
』
は
、
右

の
よ
う
な
新
し
い
方
法
を
意
識
し
て
著
述
さ

れ
た
一
書
で
あ
る
。
著
者
の
黒
川
み
ど
り
氏

に
は
、
三
重
県
の
水
平
運
動
史
を
扱
っ
た
研

究
業
績
と
し
て
『
論
集
・
近
代
部
落
問
題
』

『
米
騒
動
と
被
差
別
部
落
』『
異
化
と
同
化
の

間
』
等
の
著
書
、「
三
重
県
近
代
部
落
史
年

表
」（
一
）
〜
（
八
）
等
の
論
文
が
あ
る
。

斯
界
第
一
人
者
と
い
っ
て
よ
い
著
者
の
研
究

視
点
は
「
た
ん
に
運
動
と
政
策
の
対
抗
関
係

を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
地

域
の
被
差
別
部
落
の
人
々
の
実
態
や
部
落
問

同
和
地
区
の
経
済
的
な
低
位
性
と
劣
悪
な

生
活
環
境
を
早
急
に
改
善
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
た
特
別
措
置
法
は
二
〇
〇
一
年
度
末
に

失
効
し
た
。
一
九
六
九
年
以
来
三
三
年
間
、

三
度
に
わ
た
っ
て
制
定
さ
れ
た
特
別
措
置
法

（
同
対
法
、
地
対
法
、
地
対
財
特
法
）
に
基

づ
い
て
、
特
別
対
策
と
し
て
同
和
対
策
事
業

は
推
進
さ
れ
て
き
た
が
、
同
法
失
効
後
は
、

一
般
対
策
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

他
方
、
水
平
運
動
史
研
究
で
は
、
運
動
に

支
配
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
指
導
者
を
中

心
に
し
た
歴
史
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年

そ
れ
に
代
わ
る
方
法
と
し
て
、
被
差
別
部
落

の
生
活
に
密
着
し
た
住
民
の
視
点
か
ら
運
動

史
を
と
ら
え
返
す
試
み
が
活
発
に
な
っ
て
い

る
。
社
会
の
底
辺
に
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
の

語
り
得
な
か
っ
た
記
憶
に
光
を
当
て
る
こ
と

題
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
と
ら
え
返

す
よ
う
に
努
め
た
い
」（「
は
じ
め
に
」）
と

い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
戦
前
の
三
重

県
は
全
国
で
も
屈
指
の
解
放
運
動
の
激
戦
地

で
あ
っ
た
。
松
阪
の
被
差
別
部
落
出
身
の
メ

ン
バ
ー
が
運
動
を
リ
ー
ド
し
、
ボ
ル
シ
ェ
ビ

キ
の
階
級
闘
争
第
一
主
義
に
基
づ
い
て
闘
争

を
過
激
に
導
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
共
産
主

義
と
社
民
主
義
と
が
分
岐
対
立
し
た
時
代
に

は
、
県
連
本
部
と
し
て
、
労
働
組
合
は
全
協
、

農
民
組
合
は
全
農
全
会
派
、
水
平
社
は
全
水

解
消
派
と
、
ど
れ
も
日
本
共
産
党
の
影
響
を

受
け
た
陣
営
に
属
し
て
い
た
。

だ
が
当
時
の
資
料
を
よ
く
読
め
ば
分
か
る

の
だ
が
、
彼
ら
が
三
重
の
解
放
運
動
の
全
て

を
代
表
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
小
作
人
の

な
か
に
は
差
別
意
識
の
た
め
に
彼
ら
と
共
に

行
動
を
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
同
じ
農
民
組

合
に
入
ら
な
か
っ
た
者
が
い
る
。
ま
た
県
連

の
意
向
を
受
け
入
れ
ず
全
水
解
消
派
に
属
さ

な
か
っ
た
水
平
社
支
部
も
あ
る
。
黒
川
氏
に

よ
れ
ば
「
戦
闘
的
な
運
動
が
存
在
し
た
地
域

は
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
細
か
な
差
異
に
注
意
を
払
え
ば
地
域
の

「
単
線
的
で
は
な
い
」
歴
史
が
記
述
で
き
る

と
い
う
。

通
説
の
相
対
化
と
い
う
点
で
は
、
府
県
融

和
団
体
を
統
制
す
る
政
府
の
推
進
力
と
な
っ

た
中
央
融
和
事
業
協
会
を
、
従
来
の
よ
う
に

上
か
ら
の
押
付
け
と
し
て
否
定
的
に
見
る
の

で
は
な
く
、
黒
川
氏
は
そ
れ
が
実
際
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
住
民
に
与
え
た
か
を
注
視
す

る
。
度
重
な
る
弾
圧
を
通
じ
て
共
産
主
義
運

動
が
逼
塞
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
融
和
運
動

が
急
速
に
広
が
っ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
、

地
域
の
実
態
に
即
し
て
叙
述
し
そ
の
影
響
を

詳
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
水
平
社
運
動
の
草
分
け
で
あ
り
、
戦

後
も
部
落
解
放
全
国
委
員
会
書
記
長
と
し
て

全
国
的
に
名
を
馳
せ
た
上
田
音
市
に
つ
い
て

黒
川
氏
は
「
徹
心
同
志
会
を
立
ち
上
げ
て
以

来
、
地
域
に
根
ざ
し
、
部
落
差
別
へ
の
憤
り

を
原
点
に
運
動
を
進
め
て
き
た
」
と
評
価
す

る
。
一
九
三
三
年
の
三
・
一
三
事
件
で
検
挙

さ
れ
た
後
、
彼
が
思
想
転
向
し
た
こ
と
を

「『
純
水
平
運
動
』
に
回
帰
し
て
、
地
域
の
生

活
改
善
な
ど
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
て

い
た
」
と
見
る
。
左
右
に
揺
れ
続
け
た
た
め

に
今
で
も
毀
誉
褒
貶
定
ま
ら
な
い
上
田
を
地

域
の
視
点
か
ら
と
ら
え
返
し
た
と
き
、
思
想

の
純
粋
性
だ
け
で
は
評
価
し
切
れ
な
い
、
苦

難
に
満
ち
た
解
放
運
動
の
道
程
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
他
に
も
重
要
な
論
点
が
示
さ
れ

て
お
り
、
ど
れ
も
傾
聴
す
べ
き
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
水
平
運
動
史
研
究
の
新
た
な
方
法

を
提
示
さ
れ
た
黒
川
氏
の
業
績
に
敬
意
を
払

い
た
い
。

部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
三
月

お
に
し
　
や
す
み
つ

人
文
学
部
助
教
授
・
日
本
近
代
文
学
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書評

黒川みどり

『地域史のなかの
部落問題』

尾西 康充



「この世に天使は存在するのか」こんな奇妙な仮説が米国
CNNのトークショーで議論されていた。８ヶ月間の留学生活を
終えて帰国する直前のことである。ゲストは霊媒師・プロテス
タントの牧師・カトリックの司祭というメンバー。全員、「天
使は存在する」という意見の持ち主で、天使の実例（？）を熱
心に語っていた。それによると、どうやら天使の見分け方は、
背中の羽や頭上の輪ではなくて、その働きにあるらしい。聞き
ながら、ある友人から聞いた不思議な話を思い出した。十数年
前、彼女が米国を旅行している最中のことである。ニューヨー
ク・ペンステーションからモントリオールへ行くつもりで乗っ
たエムトラック（長距離列車）だったが、途中で間違いだと知
った。困った彼女を見て、近くに座っていたご夫妻が「今日は
うちに泊まって、明日、出直したら」と親切に誘ってくれたの
で、受け入れてフィラデルフィアに一泊、のみならず「せっか
くだから観光もしていったら」ということで、さらに一泊した
とのこと。その後、御礼の手紙を書き、さらに１年後、再度や
りとりをしようとしたところ、手紙が宛名不在で戻ってきてし
まった。不審に思って調べてみたところ、その親切なご夫妻は
一年の間に次々にこの世を去ってしまったとのことだった。私
自身、２０年前、高校生の時に米国に留学していたとき、スク
ールバスに乗り遅れたことがあった。仕方なくとぼとぼ家に戻
ろうとしていた私に「乗り遅れたんだね、高校へ行くのでし
ょ？送ってあげるよ」と親切に車の中から声をかけてくれた紳
士がいた。ご近所の方ということで、「うちも以前、交換留学
生をホストしたのだ」とか仰って、話が弾んだ。でも、よく考
えてみると、近所のはずなのにその時以外は二度と会うことは
なかった。ちなみにホスト・マザーは「お願いだから、二度と
知らない人の車に乗らないで」と言っていた。私もいつもはか
なり慎重な方である。しかしその時はなぜか言われるままにな
ってしまった。
旅をしていると、時々、思いもかけない親切に出会うことが
ある。特に外国の場合、それがその国に対する印象を決定づけ
たりもする。これまで多くの旅をしてきたが、辛い、ひどい嫌
がらせには会ったことがない。天使は悪魔より多いのだ。外国
への旅だけではなく、人生という旅においても、こう信じ続け
られたらよいのだけれど。

（こう　けいこ）

雑　　感

編集後記
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TRIO
法
人
化
直
前
で
多
忙
極
ま
る
中
、
本
誌
が
完
成
を
迎

え
ら
れ
た
現
在
の
心
境
は
、
喜
び
と
い
う
よ
り
も
安
堵

と
表
現
し
た
ほ
う
が
適
切
だ
と
思
い
ま
す
。

本
号
は
当
初
、
財
政
的
事
情
等
で
前
号
ま
で
と
同
様

の
体
裁
で
の
発
行
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
夏
過
ぎ

に
よ
う
や
く
学
部
長
裁
量
経
費
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
が

確
定
し
、
発
行
の
目
途
が
立
っ
た
と
い
う
経
緯
を
辿
り

ま
し
た
。
財
政
的
基
盤
の
確
保
に
先
立
っ
て
具
体
的
な

執
筆
依
頼
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
殊
な
状
況

は
非
常
に
辛
い
も
の
で
し
た
。

そ
も
そ
も
本
誌
の
基
本
的
性
格
は
「
地
域
交
流
誌
」

と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
三
重
大
学
は
い
か
に

地
域
と
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
重
要
な
課
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。
人
文
社
会
科
学
研
究
科
は
四
年
前
か
ら
こ

う
し
た
冊
子
を
発
行
し
て
き
て
お
り
、
非
常
に
重
要
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
誌
の
存
在
意

義
を
考
え
た
場
合
、
教
官
の
研
究
分
野
に
よ
る
差
は
あ

る
も
の
の
、
研
究
科
を
挙
げ
て
今
後
も
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
執
筆
者
の
方
々
、「
三
重
の
文
化
と
社
会
」

担
当
の
先
生
な
ど
多
く
の
方
の
ご
協
力
に
よ
り
何
と
か

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し

て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集
委
員
会
を
代
表
し
て
　
　
　
野
崎
　
哲
哉

人文学部助教授・国際組織法 洪　恵子

ヒマラヤユキノシタ
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