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・博物館を語る
対談

藤
田

本
日
は
三
重
県
の
美
術
館
博
物
館
に
つ
い
て
、
教
育
学
部
で

美
術
史
を
教
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
山
口
先
生
に
お
話
を
お
聞
き
し
ま
す
。

先
生
は
以
前
三
重
県
立
美
術
館
（
三
重
県
美
）
で
学
芸
員
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
美
術
館
博
物
館
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
す
か
。

山
口

美
術
作
品
・
資
料
の
「
収
集
・
研
究
・
展
示
」
を
行
う
と
こ

ろ
で
す
。
最
近
は
そ
の
三
本
柱
に
「
普
及
」
を
加
え
た
四
本
柱
と
い

う
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
美
術
館
を
中
心
に
お
話
し
し

ま
す
が
、
美
術
館
の
場
合
、
普
及
に
は
美
術
に
関
す
る
情
報
発
信
と

か
、
美
術
館
教
育
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
美
術
館
の
ガ
イ
ド
ツ
ア

ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
美
術
館
以
外
の
場
所
に
所
蔵
品
を
持
っ

て
行
っ
て
出
張
展
示
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。

藤
田

な
る
ほ
ど
。
普
及
活
動
が
近
年
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
ね
。

山
口

そ
う
で
す
。
例
え
ば
三
重
県
立
美
術
館
だ
っ
た
ら
、
開
館
当

時
の
「
普
及
」
と
今
の
「
普
及
」
で
は
言
葉
の
重
さ
が
違
い
ま
す
。

以
前
も
美
術
館
に
は
普
及
部
門
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
重

要
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
な
る
「
広
報
」
で
し
た
。
今
で
は
、「
い
か

に
美
術
館
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
」
が
大
事
で
す
か
ら
、
普
及
は
重
視

さ
れ
、
そ
ち
ら
に
活
動
の
重
点
を
持
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
事
情
は

国
立
の
博
物
館
で
も
同
じ
で
、
子
ど
も
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
盛

ん
に
や
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
普
及
と
言
え
ま
す
。

藤
田

こ
ん
な
展
示
を
や
り
ま
す
か
ら
広
報
を
お
願
い
し
ま
す
と
、

マ
ス
コ
ミ
に
情
報
を
流
す
の
が
普
及
の
中
心
で
は
な
く
な
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
す
る
と
そ
こ
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
人
と
予
算
が
充
て
ら

れ
て
い
る
の
で
す
か
。

山
口

い
い
え
。
問
題
は
そ
の
よ
う
に
普
及
が
重
要
な
一
つ
の
柱
に

な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
専
門
の
人
が
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
欧
米
の
美
術
館
で
は
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
（
教
育
普
及
活

動
の
専
門
家
）
は
普
通
の
存
在
な
の
で
す
が
、
日
本
の
場
合
だ
と
そ

れ
が
な
か
な
か
い
な
い
。
ど
う
し
て
も
学
芸
員
が
片
手
間
で
や
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

藤
田

か
れ
ら
を
養
成
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
。
た
ま
た
ま
学
芸
員
を

や
っ
て
い
て
普
及
活
動
が
得
意
な
人
が
や
っ
て
い
る
。

山口　泰弘
（やまぐち　やすひろ）

1955年　三重県伊勢市生まれ
1982～97年　三重県立美術館学芸員
1997年　三重大学教育学部助教授
現在　三重大学教育学部教授
専門は江戸時代絵画史（美術史）

山
口
泰
弘

×

談
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特集1 三重の美術館・博物館と図書館

三重の美術館・

山
口

そ
う
。
あ
る
い
は
や
ら
さ
れ
て
い
る
。

藤
田

美
術
館
博
物
館
の
活
動
は
三
本
柱
か
ら
四
本
柱
へ
と
変
化
し

た
と
考
え
た
ら
よ
い
の
で
す
ね
。
大
学
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
の
変

化
と
と
も
に
美
術
館
博
物
館
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

藤
田

美
術
館
博
物
館
が
取
り
扱
う
対
象
は
広
い
で
す
が
、
日
本
で

は
博
物
館
法
で
博
物
館
と
し
て
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
学
芸

員
の
資
格
を
取
る
た
め
に
は
「
博
物
館
学
」
を
学
ん
で
、「
博
物
館
実

習
」
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
ま
す
。

山
口

そ
の
学
芸
員
資
格
を
と
る
た
め
の
実
習
は
人
文
学
部
で
は
ど

こ
で
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
。

藤
田

あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
館
に
頼
ん
で
い
ま
す
。
学
生
の
出
身
地
か

三
重
県
内
に
あ
る
美
術
館
博
物
館
の
い
ず
れ
か
で
す
。

山
口

教
育
学
部
は
三
重
県
美
に
行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
理
科

や
社
会
の
人
が
多
く
て
、
美
術
教
育
の
人
は
少
な
い
ん
で
す
。

藤
田

博
物
館
学
実
習
の
学
生
を
受
け
入
れ
る
義
務
は
美
術
館
博
物

館
側
に
は
な
い
の
に
、
三
重
県
美
は
よ
く
継
続
し
て
受
け
入
れ
て
い

ま
す
ね
。

山
口

一
種
の
普
及
活
動
と
考
え
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

学
芸
員
に
と
っ
て
は
余
分
な
仕
事
で
あ
る
の
は
間
違
い
が
あ
り
ま
せ

ん
。

藤
田

美
術
館
博
物
館
は
非
営
利
的
な
文
化
施
設
で
す
ね
。

山
口

そ
う
で
す
。
で
も
、
採
算
が
と
れ
な
く
て
当
た
り
前
と
い
う

考
え
方
は
、
最
近
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

藤
田

採
算
が
取
れ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
口

は
い
。
例
え
ば
三
重
県
美
で
も
お
客
さ
ん
の
入
る
展
覧
会
を

や
っ
て
い
ま
す
。
横
山
大
観
展
や
、
上
村
松
園
展
が
そ
れ
に
当
た
り

藤田　伸也
（ふじた　しんや）

1959年　三重県いなべ市藤原町生まれ
1985～96年　財団法人大和文華館学芸員
1996年　三重大学人文学部助教授
現在　三重大学人文学部教授
専門は中国絵画史（美術史）
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ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
展
覧
会
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、
学
芸
員
の
研
究
成
果
で
行
う
展
覧
会
と
い
う
発
想
が
な
か
な
か

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
し
ょ
う
ね
。
三
重
に

限
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

藤
田

関
西
の
某
市
立
美
術
博
物
館
の
例
は
ひ
ど
い
話
で
す
よ
ね
。
年

間
に
一
億
五
千
万
円
使
っ
て
千
五
百
万
円
し
か
収
入
が
な
い
か
ら
、
市

の
美
術
博
物
館
を
潰
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
は
。

山
口

採
算
が
取
れ
な
い
の
は
当
た
り
前
の
話
で
す
よ
。
そ
う
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
美
術
館
を
運
営
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、

そ
れ
が
出
来
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
発
想
が
特
に
最
近
な
い
ん
で

す
よ
。

藤
田

結
局
作
る
だ
け
で
す
ね
。
大
学
と
の
類
似
性
と
い
う
の
も
あ
り

ま
す
よ
ね
。
採
算
が
取
れ
な
い
と
こ
ろ
や
、
大
学
は
学
生
が
必
要
な
の

に
対
し
て
、
美
術
館
博
物
館
は
利
用
者
が
い
な
い
と
無
意
味
だ
と
い
う

と
こ
ろ
。

山
口

社
会
教
育
機
関
・
生
涯
教
育
機
関
と
し
て
の
美
術
館
と
い
う
位

置
づ
け
を
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
指
摘
は

さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
実
行
で
き
ま
せ
ん
。

藤
田

何
に
し
て
も
収
集
・
研
究
・
展
示
・
普
及
の
四
本
柱
が
バ
ラ
ン

ス
良
く
揃
っ
て
い
な
い
と
、美
術
館
と
し
て
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。

山
口

と
こ
ろ
が
、
行
政
が
求
め
る
の
は
展
示
だ
け
な
ん
で
す
。
展
示

は
研
究
・
収
集
が
根
本
に
な
い
と
い
け
な
い
の
に
、
そ
う
い
う
発
想
が

希
薄
な
ん
で
す
よ
。
ア
ニ
メ
の
展
覧
会
や
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
の
展
覧
会

の
よ
う
な
入
館
者
が
多
く
て
、
一
方
で
地
道
な
収
集
・
研
究
活
動
が
い

ら
な
い
展
覧
会
が
、
一
般
に
行
政
に
喜
ば
れ
る
ん
で
す
。
で
も
そ
う
し

た
安
直
な
展
覧
会
は
目
の
肥
え
た
観
覧
者
に
は
つ
ま
ら
な
い
と
不
評
で

す
ね
。

藤
田

日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
遅
れ
て
美
術
館
博
物
館
が
発
達
し
た

国
で
す
が
、
十
分
な
質
と
量
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
口

一
口
に
美
術
館
と
言
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
と
は
位

置
づ
け
が
全
然
違
う
と
思
い
ま
す
。
職
員
数
も
む
こ
う
は
圧
倒
的
に
多

い
し
、
日
本
を
代
表
す
る
美
術
博
物
館
の
東
京
国
立
博
物
館
に
し
た
っ

て
そ
ん
な
に
い
な
い
。
根
本
的
な
考
え
方
が
全
く
違
う
。
そ
の
象
徴
が

日
本
の
デ
パ
ー
ト
展
で
す
ね
。

藤
田

な
る
ほ
ど
。
大
手
デ
パ
ー
ト
で
頻
繁
に
開
か
れ
て
い
る
展
覧
会

は
奇
妙
な
も
の
で
す
ね
。

山
口

学
芸
員
の
収
集
・
研
究
活
動
が
な
く
て
、
た
だ
作
品
を
持
っ
て

き
て
並
べ
る
だ
け
。
商
業
的
な
集
客
の
手
段
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
展

示
施
設
と
し
て
も
、
充
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
に
展

覧
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
本
来
の
美
術
館
と
同
じ
展
示
施
設
だ
と
思
っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
デ
パ
ー
ト
展
な
ん
て
も
の
は
欧
米
に
は
な
い
ん
で

す
よ
。

藤
田

三
重
県
の
場
合
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
全
国
的
な
水
準
に
質

量
と
も
達
し
て
い
ま
す
か
。

山
口

か
な
り
あ
や
し
い
で
す
ね
。
京
都
・
奈
良
・
大
阪
が
日
帰
り
圏

内
と
い
う
立
地
が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
都
会
の
大
き
な

美
術
館
と
地
方
の
美
術
館
と
の
格
差
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
。
例

え
ば
今
度
、
京
都
国
立
博
物
館
で
曾
我
蕭
白
展
を
や
り
ま
す
が
、
三
重

県
美
で
や
っ
た
規
模
と
は
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
。
は
る
か
に
大
規

模
で
す
。
資
金
力
も
す
ご
い
し
、
カ
バ
ー
で
き
る
地
域
が
圧
倒
的
に
広

い
の
で
す
。
そ
し
て
博
物
館
の
格
の
違
い
で
、
借
り
る
こ
と
の
出
来
る

も
の
の
数
も
違
い
ま
す
。

藤
田

特
別
展
を
や
る
場
合
、
県
や
市
の
美
術
館
と
国
の
美
術
館
で
は

大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
収
蔵
品
の
数

も
違
う
。

右／三重県立美術館
津市大谷町11 TEL 059-227-2100
1982年開館。日本・西洋の近代美術を中心に活動を続け、地方公立美術館として評価が高い。

中／京都国立博物館
1897年開館。国立博物館３館のひとつ。国立大学より一足早く独立行政法人化された。日本・東洋の古美術を扱う。

左／神宮徴古館
伊勢市神田久志本町1754-1 TEL 0596-22-1700 
国家的事業として1909年に建てられ、1911年に神宮に奉納された。

下／神宮徴古館
登録有形文化財プレート
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藤
田

三
重
県
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
美
術
館
博
物
館
は
ど
こ
で

す
か
。

山
口

神
宮
徴
古
館
で
す
。
明
治
三
十
年
代
に
作
る
た
め
の
運
動
が

始
ま
っ
て
、
明
治
四
十
年
代
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
中
心
に
な

っ
た
の
が
有
栖
川
宮
で
す
。
建
物
の
設
計
は
片
山
東
熊
で
す
。
京
都

国
立
博
物
館
・
奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
国
立
博
物
館
の
表
慶
館
を

設
計
し
た
ひ
と
で
す
ね
。
か
な
り
熱
心
な
建
設
活
動
が
行
わ
れ
て
、

立
派
な
博
物
館
が
作
ら
れ
た
の
で
す
。
日
本
の
私
立
の
博
物
館
と
し

て
も
最
初
の
本
格
的
な
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
残
念

な
こ
と
に
、
戦
災
に
遭
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
、
改
築
さ
れ
ま
し

た
。
建
物
内
部
は
本
来
一
階
建
て
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
二
階

建
て
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

藤
田

そ
れ
で
展
示
場
の
天
井
が
低
く
て
、
二
階
に
不
自
然
な
段
差
が

あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。

山
口

屋
根
の
形
も
今
の
よ
う
で
な
く
、
も
っ
と
カ
ー
ブ
し
て
い
ま

し
た
。

藤
田

伊
勢
で
も
空
襲
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

山
口

建
物
が
も
う
少
し
保
存
さ
れ
て
い
れ
ば
重
要
文
化
財
の
は
ず
な

ん
で
す
が
、
現
在
は
登
録
有
形
文
化
財
で
す
。
神
宮
徴
古
館
の
農
業
館

も
面
白
い
で
す
ね
。
あ
れ
も
片
山
東
熊
の
建
築
な
ん
で
す
よ
。
神
宮
美

術
館
を
建
て
た
と
き
、
移
築
し
て
復
元
し
ま
し
た
。
展
示
品
は
明
治
の

開
館
当
初
の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
し
、
展
示
方
法
も
古
い
ま
ま
の
が

残
っ
て
い
て
貴
重
で
す
。

藤
田

そ
の
次
は
県
立
博
物
館
で
す
か
。

山
口

昭
和
二
十
八
年
（
１
９
５
３
年
）
に
出
来
た
と
思
い
ま
す
。
東

京
国
立
近
代
美
術
館
や
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
が
建
っ
た
頃
で
す
。

三
重
県
立
博
物
館
は
、
最
初
は
か
な
り
華
々
し
い
出
発
で
し
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
予
算
が
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

藤
田

県
立
美
術
館
は
い
つ
出
来
ま
し
た
か
。

山
口

１
９
８
２
年
で
す
。
私
は
そ
の
年
に
、
美
術
館
に
学
芸
員
と
し

て
就
職
し
ま
し
た
。

藤
田

そ
の
後
に
各
地
の
美
術
館
が
出
来
た
ん
で
す
ね
。

山
口

桑
名
市
博
物
館
が
古
い
ん
で
す
よ
。
今
の
博
物
館
が
昭
和
60
年

く
ら
い
か
な
。
そ
の
前
の
昭
和
四
十
年
代
に
、
桑
名
市
立
文
化
美
術
館

と
い
う
の
が
作
ら
れ
た
ん
で
す
。四
日
市
の
博
物
館
は
新
し
い
で
す
ね
。

ま
た
松
阪
に
あ
る
本
居
宣
長
記
念
館
は
私
立
で
は
な
く
、
財
団
に
よ
る

も
の
で
古
い
で
す
ね
。

藤
田

亀
山
市
に
は
歴
史
博
物
館
が
あ
り
ま
す
ね
。

山
口

新
し
い
博
物
館
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
旧
家
の
資
料
な
ど
を
良

く
収
集
し
て
い
ま
す
ね
。
ま
た
鈴
鹿
に
は
考
古
博
物
館
が
出
来
て
い
ま

す
。

藤
田

三
重
県
の
美
術
館
博
物
館
の
中
で
最
も
有
名
な
の
は
、
鳥
羽
水

族
館
で
し
ょ
う
か
。

山
口

圧
倒
的
に
有
名
で
す
ね
。観
光
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

藤
田

一
方
で
鳥
羽
水
族
館
は
、
収
集
・
研
究
活
動
を
継
続
し
て
や
っ

て
い
ま
す
ね
。

山
口

あ
そ
こ
は
私
立
の
博
物
館
で
す
が
、
営
業
性
と
博
物
館
と
し
て

の
四
本
柱
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

三
重
県
内
の
美
術
館
博
物
館
の
歩
み

右／神宮徴古館　農業館
1891年に外宮前に創設。1905年に倉田山に移築され、1989年まで隣の神宮美術館の場所にあった。

1996年、部分復元され再び公開された。

中／三重県立博物館
津市広明町147-2 TEL 059-228-2283

1953年、藤堂家の山荘があった偕楽公園内に開館。県内初の総合博物館として半世紀にわたって活動。

左／桑名市博物館
桑名市京町37-1 TEL 0594-21-3171

1971年に県下初の市立美術館として開館。1985年に現在地で再出発。
松平定信などの歴史資料のほか、古萬古焼などの美術品、考古資料などを所蔵展示する。

山
口
泰
弘

×

藤
田
伸
也

対談
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藤
田

ジ
ュ
ゴ
ン
の
成
育
で
評
判
に
な
り
ま
し
た
ね
。
全
国
的
に
も
珍

し
い
存
在
で
す
。

山
口

鳥
羽
市
に
あ
る
海
の
博
物
館
も
三
重
県
ら
し
い
博
物
館
で
す

ね
。
私
立
の
博
物
館
と
し
て
良
く
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

藤
田

三
重
県
の
市
町
村
立
の
美
術
館
博
物
館
は
一
通
り
出
来
た
と
い

う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

山
口

そ
う
で
す
ね
。
今
建
設
中
の
所
と
言
え
ば
、
熊
野
古
道
の
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
し
ょ
う
か
。
熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
熊
野
古
道
の
情
報
セ
ン
タ
ー
に
な
る
よ
う
な
本

格
的
な
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

藤
田

県
立
博
物
館
は
老
朽
化
が
目
立
ち
ま
す
が
。

山
口

新
し
い
県
立
博
物
館
建
設
の
動
き
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
前
知

事
の
時
に
計
画
が
着
工
寸
前
に
白
紙
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
必
要
な
土

地
は
確
保
し
て
あ
り
ま
す
が
、
建
設
の
目
途
は
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、博
物
館
に
併
設
す
る
県
立
公
文
書
館
の
計
画
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

明
治
時
代
以
降
の
公
文
書
が
県
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

藤
田

三
重
県
立
美
術
館
も
二
年
前
に
増
築
さ
れ
ま
し
た
。

山
口

柳
原
義
達
記
念
館
（
彫
刻
展
示
室
）
を
増
築
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン

を
新
た
に
建
て
増
し
ま
し
た
。
増
築
と
し
て
は
非
常
に
上
手
く
で
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
元
の
雰
囲
気
を
損
な
う
こ
と
な
く
美
術
館
の
規
模

を
広
げ
て
い
ま
す
。

山
口

三
重
県
立
の
館
と
し
て
は
美
術
館
と
博
物
館
と
斎
宮
歴
史
博
物

館
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
市
立
の
美
術
館
博
物
館
で
は
四
日
市
が
一
番
活

動
が
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。学
芸
員
の
研
究
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
、

そ
れ
が
展
覧
会
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田

今
、
四
日
市
市
立
博
物
館
で
は
本
居
宣
長
展
が
開
か
れ
て
い
ま

す
ね
。
近
鉄
四
日
市
の
駅
前
で
便
利
で
す
が
、
駅
に
近
す
ぎ
て
逆
に
車

で
は
行
き
に
く
い
で
す
ね
。

山
口

桑
名
市
立
博
物
館
は
入
場
料
無
料
で
す
。
日
本
の
美
術
館
博
物

館
と
し
て
は
珍
し
い
で
す
。
し
か
し
、
海
外
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
、
た
い
て
い
寄
付
を
募
っ
て
い
ま
す
。

藤
田

い
ず
れ
に
せ
よ
美
術
館
博
物
館
の
運
営
は
赤
字
に
な
る
も
の
で

す
。そ
の
上
で
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

山
口

だ
か
ら
文
化
・
教
育
に
つ
い
て
は
税
金
で
ま
か
な
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。と
く
に
国
が
力
を
入
れ
る
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
ね
。

今
、
韓
国
の
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
や
映
画
が
人
気
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
隆
盛

の
背
後
に
は
国
が
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

藤
田

三
重
県
ら
し
い
博
物
館
と
し
て
、
海
の
博
物
館
、
鳥
羽
水
族
館

の
ほ
か
に
、
木
曾
三
川
の
下
流
に
位
置
す
る
長
島
町
に
は
輪
中
の
郷
と

い
う
博
物
館
が
あ
っ
て
、輪
中
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
示
を
し
て
い
ま
す
。

山
口

伊
賀
上
野
に
は
忍
者
博
物
館
が
あ
り
ま
す
が
。
観
光
施
設
と
い

っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

藤
田

伊
賀
地
方
は
美
術
館
博
物
館
の
大
き
な
も
の
が
な
い
で
す
ね
。

山
口

あ
の
あ
た
り
は
奈
良
大
阪
京
都
に
近
く
、
関
西
文
化
圏
で
す
か

ら
。
テ
レ
ビ
局
も
違
う
し
、
新
聞
も
違
う
し
。
文
化
圏
が
違
い
ま
す
よ
。

結
局
、
三
重
県
の
場
合
、
ひ
と
び
と
の
意
識
が
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る

か
と
い
う
の
が
大
き
い
で
す
ね
。
伊
賀
は
奈
良
を
越
え
て
大
阪
を
向
い

て
い
ま
す
し
、
四
日
市
よ
り
北
は
名
古
屋
を
向
い
て
い
ま
す
。
三
重
県

三
重
県
の
美
術
館
博
物
館
の
現
状
と
こ
れ
か
ら

右／本居宣長記念館
松阪市殿町1536-7 TEL 0598-21-0312
1970年開館。財団法人鈴屋遺蹟保存会が運営する。本居宣長の関係資料16,000点余りを収蔵し、旧宅鈴屋を管理公開する。

中／亀山市歴史博物館
亀山市若山町7-30 TEL 0595-83-3000
1994年開館。亀山地域の考古と歴史を中心に収蔵展示。

左／鳥羽水族館
鳥羽市鳥羽3-3-6 TEL 0599-25-2555
1955年開館。日本で26番目の水族館だが、通算入館者数5,000万人は全国最多。現在850種20,000点の海や川の生物を公開展示中。
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内
に
県
全
体
の
中
心
地
が
な
い
か
ら
で
す
ね
。

山
口

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
学
芸
員
だ
っ
た
も
の
は
、
美
術
館
博
物
館

の
中
心
は
学
芸
員
で
、
学
芸
員
の
調
査
・
研
究
・
収
集
・
展
示
活
動
で

成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
と
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
主
張
し
ま
す
よ
ね
。
で

も
実
際
に
は
そ
う
で
な
く
て
、
展
示
業
者
に
頼
ん
で
任
せ
っ
き
り
の
所

も
あ
り
ま
す
。

藤
田

と
く
に
歴
史
系
の
常
設
展
で
は
複
製
品
や
模
型
が
多
く
、
外
部

の
業
者
の
手
を
借
り
る
こ
と
が
増
え
ま
す
ね
。

山
口

学
芸
員
の
頭
で
考
え
て
、
業
者
に
頼
ん
で
制
作
す
る
、
と
い
う

の
が
本
来
の
姿
だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
と
に
か
く
行
政
に
と
っ
て
は
業
者
任
せ
は
や
り
や
す
い
方
法

な
ん
で
す
よ
。
そ
う
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、

金
沢
二
十
一
世
紀
美
術
館
が
最
近
オ
ー
プ
ン
し
た
の
で
見
て
き
ま
し
た
。

藤
田

あ
あ
、
あ
の
建
築
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

山
口

あ
そ
こ
は
学
芸
員
で
な
く
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ

て
い
ま
す
。
新
し
い
タ
イ
プ
の
美
術
館
だ
と
思
い
ま
す
が
、
継
続
性
と

い
う
点
で
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

藤
田

学
芸
員
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
か
な
り
崩
れ
て
き
て

い
ま
す
。

山
口

教
育
と
一
緒
で
じ
っ
く
り
や
る
、
と
い
う
の
が
重
要
な
の
で

す
が
。

藤
田

普
及
と
言
う
こ
と
で
は
、
夏
休
み
の
子
ど
も
向
け
企
画
を
県
立

美
術
館
は
だ
い
ぶ
前
か
ら
や
っ
て
い
ま
す
ね
。

山
口

こ
れ
は
二
十
年
く
ら
い
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
子
ど
も
向
け
の
プ

ラ
ン
っ
て
言
う
の
は
ず
っ
と
二
十
年
く
ら
い
前
か
ら
あ
っ
た
ん
で
す

よ
。
昔
は
子
ど
も
の
作
品
を
集
め
て
作
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
作
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
は
美
術
館
の
所
蔵
品
を
い
か
に
子
ど
も
に
見

せ
る
か
と
い
う
の
が
重
要
で
す
。

藤
田

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
こ
ま
め
に
作
っ
た
り
し
て
ま
す
ね
。

山
口

学
校
の
教
師
だ
っ
た
学
芸
員
が
作
っ
た
小
中
学
校
の
先
生
の
集

ま
り
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
達
が
美
術
館
の
収
蔵
品
を
ど
う
使
う
か
考
え

る
ん
で
す
よ
。
学
芸
員
と
ね
。

藤
田

外
部
の
組
織
と
の
連
携
で
す
ね
。

山
口

そ
う
。
美
術
館
も
外
の
組
織
と
の
連
携
が
大
切
で
す
。

藤
田

学
校
が
生
徒
を
美
術
館
に
連
れ
て
く
る
こ
と
は
多
い
の
で
し
ょ

う
か
。

山
口

そ
れ
が
、
学
校
は
あ
ま
り
美
術
館
に
関
心
を
示
さ
な
い
ん
で

す
よ
。

藤
田

今
は
総
合
学
習
と
い
う
も
の
も
あ
る
し
、
需
要
は
あ
る
と
思
う

の
で
す
が
。

山
口

強
制
的
、
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
学
校
が
先
導
し
な
い
と
多

く
の
子
ど
も
は
来
な
い
ん
で
す
よ
。

藤
田

子
ど
も
の
頃
に
一
回
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
所
に
は
大
き
く
な

っ
て
も
行
か
な
い
よ
ね
。

山
口

ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
シ
カ
ゴ
美
術
館
な
ん
か
そ
う
な
ん
だ
け

美
術
館
博
物
館
の
あ
り
方

右／鈴鹿市考古博物館
鈴鹿市国分町224 TEL 0593-74-7994

1998年開館。国史跡伊勢国分寺跡に隣接して建てられた考古博物館。

中／海の博物館
鳥羽市浦村町1731-68 TEL 0599-32-6006

1992年、現在地にリニューアルオープン。その建築は日本文化デザイン賞、日本建築学会賞を受賞。海と人間のさまざまな関わりを豊富な資料で明示する。

左／斎宮歴史博物館
多気郡明和町竹川503 TEL 0596-52-3800

1989年開館。国史跡の斎宮跡の一角に建てられた斎宮の歴史を紹介する県立の遺跡博物館（サイトミュージアム）。
1999年には、いつきのみや歴史体験館が開設。
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ど
、
学
校
の
先
生
を
集
め
て
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
行
な
っ
た
り
、
先
生
が

連
れ
て
き
た
生
徒
を
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
が
連
れ
て
歩
く
と
い
う
シ
ス
テ

ム
が
完
備
し
て
い
る
ん
だ
。
あ
あ
い
う
方
向
に
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
も

っ
と
学
校
の
生
徒
が
や
っ
て
来
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
先
生
は
生
徒
を
学

校
か
ら
美
術
館
へ
連
れ
て
来
る
だ
け
で
良
い
ん
で
す
よ
。
後
は
美
術
館

に
任
せ
る
。

藤
田

そ
の
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
は
職
員
で
す
か
。

山
口

い
え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
場
合
も
多
い
よ
う
で
す
。
で
も
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
解
説
し
て
も
ら
う
の
は
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で

す
け
ど
。
学
芸
員
や
専
門
職
員
の
よ
う
な
知
識
を
充
分
に
は
持
っ
て
い

な
い
の
で
。

藤
田

し
か
し
、
そ
れ
を
学
芸
員
に
や
ら
せ
て
も
限
界
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
本
来
の
業
務
じ
ゃ
な
い
わ
け
だ
し
、
時
間
に
限
り
が
あ
る
か
ら
。

山
口

学
芸
員
が
や
る
の
だ
と
、
決
め
ら
れ
た
時
間
割
で
し
か
対
応
で

き
ま
せ
ん
ね
。
一
時
に
わ
ー
っ
と
や
っ
て
き
た
り
し
た
ら
困
る
よ
ね
。

藤
田

先
日
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
に
家
族

と
見
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
解
説
員
は
専
門

知
識
も
豊
富
で
熱
心
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
人
か
と
尋

ね
た
み
た
ら
、
そ
の
人
は
考
古
の
道
に
進
み
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

食
う
た
め
に
銀
行
員
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
定
年
に
な
っ

た
の
で
好
き
な
考
古
学
を
勉
強
し
直
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な
っ
た

と
言
っ
て
ま
し
た
。

山
口

な
か
な
か
そ
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
美
術
館
に
は
い

な
い
よ
ね
。

藤
田

ま
た
、
島
根
県
安
来
市
に
は
図
書
館
と
博
物
館
の
複
合
施
設
が

あ
り
ま
し
た
。
同
じ
フ
ロ
ア
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
な
か
な
か

便
利
で
し
た
。

山
口

駅
と
く
っ
つ
い
て
い
る
美
術
館
博
物
館
も
あ
っ
た
ら
い
い
で
す

ね
。
そ
こ
に
大
き
な
駐
車
場
が
あ
る
と
な
お
便
利
で
し
ょ
う
。

藤
田

い
な
べ
市
大
安
町
に
は
三
岐
鉄
道
の
駅
と
一
体
に
な
っ
た
図
書

館
が
あ
り
ま
す
よ
。
最
後
に
、
出
前
展
示
や
講
演
会
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
口

県
美
の
場
合
、
市
町
村
の
公
民
館
な
ど
を
利
用
し
て
出
前
展
覧

会
（
移
動
美
術
館
）
を
し
ま
す
。
そ
の
と
き
講
演
会
を
や
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
平
日
に
や
っ
て
も
人
は
来
な
い
の
で
、
土
日
の
み
開
催
し
ま

す
。
わ
た
し
は
上
野
・
尾
鷲
な
ど
で
や
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

藤
田

そ
れ
は
美
術
館
の
行
事
と
し
て
行
っ
た
の
で
す
か
。

山
口

そ
う
で
す
。
地
元
の
文
化
祭
の
一
環
と
し
て
開
い
た
の
も
あ
り

ま
す
。

藤
田

市
町
村
の
文
化
祭
で
す
ね
。

山
口

こ
う
い
う
出
前
展
覧
会
は
、
遠
い
の
で
美
術
館
ま
で
は
行
こ
う

と
思
わ
な
い
け
れ
ど
、
生
の
美
術
品
を
見
た
い
と
い
う
人
が
た
く
さ
ん

来
ま
す
。

藤
田

美
術
館
に
と
っ
て
重
要
な
活
動
で
す
ね
。
本
日
は
長
時
間
に
わ

た
り
お
話
い
た
だ
き
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
０
４
年
12
月
15
日
）
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右／桑名市立長島町輪中の郷
桑名市長島町西川1093 TEL 0594-42-0001
1991年開館。町全体がひとつの大きな輪中という長島町の歴史と文化をわかりやすく紹介している。水害の克服が重要なテーマ。

中／四日市市立博物館
四日市市安島1-3-16 TEL 0593-55-2700
1993年開館。近鉄四日市駅より徒歩５分の都市型博物館。プラネタリウムを併設するガラス張りの建築は、中部建築賞を受賞。

左／いなべ市立大安町中央図書館
1986年開館。三岐鉄道大安駅の中にある珍しい図書館。 （各館の写真・説明：藤田伸也）
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２
０
０
４
年
12
月
１
日
現
在
、
三
重
県
内
に
は
42
の
図
書
館
・

図
書
室
が
あ
り
、
全
体
で
約
４
５
０
万
冊
の
資
料
を
所
蔵
し
、
２

０
０
２
年
度
の
一
年
間
に
は
約
６
６
０
万
冊
の
貸
出
利
用
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
数
値
か
ら
、
現
在
で
は
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
が
地
域

の
人
々
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。

し
か
し
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
が
普
及
し
始
め
た
の
は
、
そ
れ
ほ

ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
今
か
ら
52
年
前
の
１
９
５
２
年
度
に
は
、

三
重
県
内
の
公
立
図
書
館
は
９
館
（
三
重
県
立
、
四
日
市
市
立
、

桑
名
市
立
、
鈴
鹿
市
立
神
戸
、
宇
治
山
田
市
立
、
松
阪
市
立
、
亀

山
町
立
、
鳥
羽
町
立
）
の
み
で
あ
り
、
蔵
書
数
は
全
体
を
合
わ
せ

て
も
12
万
冊
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
公
立
図
書
館
で
は
、

書
庫
内
の
資
料
を
職
員
が
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
出
納
す
る
方
式

が
主
流
で
あ
り
、
館
外
貸
出
し
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
利
用
は

館
内
で
の
閲
覧
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

全
国
的
に
は
、
現
在
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
図
書
館
が
登
場
す

る
の
は
１
９
６
０
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
第

二
次
大
戦
後
の
復
興
の
な
か
で
、
１
９
５
０
年
に
図
書
館
法
が
公

布
さ
れ
法
的
に
は
基
盤
が
整
っ
た
と
は
い
え
、
当
時
に
お
い
て
は

衣
食
住
の
ミ
ニ
マ
ム
を
確
保
す
る
こ
と
が
何
よ
り
最
優
先
す
る
行

政
上
の
課
題
で
あ
っ
た
。
図
書
館
の
よ
う
な
文
化
施
設
へ
の
手
当

て
は
後
回
し
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
国
民
の
側
に
も
読
書

に
時
間
を
か
け
る
余
裕
を
持
つ
人
々
は
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
図
書
館
関
係
者
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

を
展
開
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
具
体
的
な
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。

状
況
が
変
わ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
６
３
年
に
日
本
図

書
館
協
会
か
ら
出
さ
れ
た
『
中
小
都
市
に
お
け
る
公
共
図
書
館
の

運
営
』（
以
下
、「
中
小
レ
ポ
ー
ト
」）
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
小
都
市

の
公
共
図
書
館
の
現
状
分
析
と
運
営
指
針
を
示
し
た
も
の
で
、
生

活
に
密
着
し
た
身
近
な
図
書
館
で
あ
る
「
中
小
公
共
図
書
館
こ
そ

公
共
図
書
館
の
す
べ
て
」、「
住
民
サ
ー
ビ
ス
こ
そ
図
書
館
サ
ー
ビ

ス
の
出
発
点
」
と
、
そ
れ
ま
で
の
図
書
館
の
あ
り
方
を
根
本
的
に

見
直
し
”新

た
な
図
書
館
”像
を
明
確
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
中
小
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
担
当
者
が
手
が
け
た
日
野
市
立

図
書
館
の
成
功
が
周
辺
の
都
市
に
影
響
を
与
え
は
じ
め
、
日
本
図

書
館
協
会
は
１
９
７
０
年
に
市
立
図
書
館
の
運
営
指
針
を
示
す

9 特集1 三重の美術館・博物館と図書館

グ
ラ
フ
に
見
る

三
重
県
に
お
け
る

公
共
図
書
館
の
歩
み
と

こ
れ
か
ら
の
課
題

三 重 の
美術館・
博物館と
図 書 館

特集1

◆ 佐藤 義則 ◆
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『
市
民
の
図
書
館
』
を
刊
行
す
る
。
そ
れ
以
後
、
日
本
の
公
共
図
書

館
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
。
図
１
は
、
１
９
６
５
年
以
降
の
全

国
規
模
で
の
図
書
館
の
状
況
を
グ
ラ
フ
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
飛
躍
的
な
発
展
が
良
く
見
て
と
れ
る
。
１
９
６
５
年
と
２
０

０
３
年
を
比
較
す
る
と
蔵
書
冊
数
で
は
約
15
倍
、
館
外
個
人
貸
出

冊
数
（
そ
れ
ぞ
れ
前
年
度
の
数
字
）
で
は
実
に
約
65
倍
に
も
な
っ

て
い
る
。
１
９
７
０
年
以
降
の
発
展
は
、
経
済
的
な
発
展
と
と
も

に
、
多
く
の
人
々
の
間
に
余
暇
を
読
書
に
あ
て
る
時
間
が
生
活
の

中
に
生
じ
た
こ
と
と
、
そ
う
し
た
状
況
に
見
合
っ
た
図
書
館
側
の

施
策
が
あ
い
ま
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
結
果
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
全
国
的
な
動
き
に
対
し
、
全
般
的
に
見
て
、
三
重
県

内
の
公
共
図
書
館
の
展
開
は
若
干
遅
れ
て
開
始
さ
れ
た
。
表
１
は
、

１
９
６
５
年
以
降
の
三
重
県
内
の
公
共
図
書
館
の
概
況
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
１
９
８
５
年
ま
で
は
図
書
館
数
は
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
ず
（
１
９
６
５
年
‐
11
館
、
１
９
８
５
年
‐
14
館
）注
１

、
蔵

書
冊
数
、
受
入
冊
数
、
市
町
村
立
図
書
館
の
館
外
個
人
貸
出
冊
数

は
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
増
加
の
幅
は
大
き
く
は
な
い
。
大

き
な
変
化
が
始
ま
る
の
は
１
９
８
５
年
前
後
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

頃
か
ら
、
上
野
市
立
（
１
９
８
４
年
10
月
）、
津
市
立
（
１
９
８
７

年
８
月
）
を
は
じ
め
図
書
館
を
新
設
す
る
自
治
体
が
相
つ
ぎ
、
１

９
８
０
年
代
の
後
半
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
市
に
何
ら
か
の
か
た
ち

で
図
書
館
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
１
９
９
０
年
代
に
入
る

と
、
北
勢
町
立
（
１
９
９
０
年
６
月
）、
明
和
町
立
（
１
９
９
１
年

４
月
）、
鵜
殿
村
立
（
１
９
９
２
年
９
月
）
を
は
じ
め
、
町
村
の
図

書
館
の
新
設
が
急
速
に
進
み
、
１
９
９
８
年
ま
で
に
は
32
の
自
治

体
に
図
書
館
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
は
、
三
重

県
立
図
書
館
の
新
館
が
１
９
９
４
年
10
月
に
開
館
す
る
。
表
１
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
開
館
を
機
に
県
立
図
書
館
は
大
き
く
変
貌
す

る
。
た
ん
に
新
た
な
建
物
が
で
き
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
挙

に
10
倍
近
い
資
料
費
の
増
（
１
９
９
０
年
‐
２
０
５
０
万
円
、
１

９
９
５
年
‐
１
億
９
１
５
５
万
円
）
を
受
け
て
、
館
外
個
人
貸
出

冊
数
は
急
増
す
る
。
こ
の
結
果
、
図
２
、
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

受
入
冊
数
に
お
い
て
も
館
外
個
人
貸
出
冊
数
に
お
い
て
も
、
１
９

６
５
年
を
基
点
と
し
た
伸
び
率
で
三
重
県
は
全
国
的
な
傾
向
に
追

い
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
県
立
図
書
館
を
中
心
と
し
て

確
立
さ
れ
た
県
内
図
書
館
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ａ
Ｉ

表1
三重県内公共図書館の経時的変化

図1
全国規模での公共図書館の発展
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13,333 
11,657 
10,725※3 
10,433

16 
20 
24※1 
51 
61 
144 
273 
288 
254 
333 
289 
318 
298 
263 
242

39 
54 
113 
153 
390 
407 
406 
435 
480 
528 
610 
607 
594

1,473 
1,495 
1,498 
1,525 
1,535 
1,536

9 
10 
11 
11(13) 
10(13)※2 

11(13) 
12(13) 
12(13) 
12(13) 
12(13) 
12(13) 
12(13) 
13(13) 
13(13) 
14(14)

1 
1 
1 
2(56) 
2(56) 

6(56) 
11(56) 
13(56) 
14(56) 
19(56) 
20(56) 
20(56) 
20(56) 
21(56) 
21(56)

年度 
全体 県 市 町村 

人口 
（千人） 

設置市区 
町村人口 
（千人） 

登録者数 
（千人） 

蔵書冊数 
（千冊） 

受入冊数 
（千冊） 

館外個人貸出点数 
（千冊） 

資料費 
（前年度決算額、万円） 

市町村 県立 市町村 県立 

図書館設置自治体数 

*1  1975年の受入冊数欄は、購入分のみ

*2  1980年に設置自治体が減るのは、尾鷲市のデータが掲載されなくなったため

*3  2002年の県立図書館の資料費は、当初予算額（決算額不明のため）

*4  1998年以降の館外個人貸出の数値は、点数
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図2
三重県内公共図書館の受入冊数の推移

図3
三重県内公共図書館の館外個人貸出点数の推移

に
よ
っ
て
資
料
の
入
手
可
能
性
が
格
段
に
改
善
さ
れ
、
全
国
的
な

注
目
を
も
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
今
後
の
課
題
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
項
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
一
つ
は
、
２
０
０
０
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
受
入
冊
数
が
減

少
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
館
の
建
設
に
伴
っ
た

臨
時
的
な
資
料
費
の
増
額
が
一
段
落
し
た
た
め
と
見
る
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
館
外
個
人
貸
出
冊
数
も
鈍
化
（
県
立
で
は
急
降
下
）

し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
今
後
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
が

懸
念
さ
れ
る
。
三
重
県
内
で
は
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
が
よ
う
や
く
定

着
を
見
せ
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
根
幹
を

な
す
資
料
費
に
つ
い
て
は
継
続
的
な
措
置
が
望
ま
れ
る
。
二
つ
目

は
、
三
重
県
内
に
は
い
ま
だ
に
、
図
書
館
が
存
在
せ
ず
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
な
い
地
域
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
”空

白
地

帯
”
は
特
に
、
紀
勢
地
区
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
。
今
後
の
町

村
合
併
に
よ
っ
て
、
見
か
け
上
の
図
書
館
設
置
率
は
向
上
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
が
、
利
用
者
が
図
書
館
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
方
法
を

具
体
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
最
後
に
、
三
つ
目
の
課
題
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
図
書
館
の
役
割
に
関
す

る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
日
本
の
図
書
館
は
１
９
６

０
年
代
以
降
、
図
書
の
”貸

出
”
を
中
心
と
し
た
量
的
な
充
足
を
目

指
し
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
急
速
な
普
及
や
価
値
観
の
多
様
化
に
伴
っ
て
、
図
書
館
の
あ

る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
変
革
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
図
書
館
が
地
域

に
あ
る
こ
と
の
意
義
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
図
書
館
が
必
要
な
の

か
、
求
め
ら
れ
る
図
書
館
像
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
と
特
徴
を
有
す
る
三
重
の
各
市
町
村
に
お
い
て
、

個
性
豊
か
で
、
か
つ
質
の
高
い
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
が
、
さ
ら
に
広

く
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
１.

表
１
の
数
値
は
、
日
本
図
書
館
協
会
が
１
９
５
２
年
か

ら
編
集
を
始
め
た
『
日
本
の
図
書
館
』（
１
９
６
０
年
を
除
き
、

毎
年
発
行
）
を
も
と
に
し
た
。
実
際
に
図
書
館
活
動
が
行
わ
れ

て
い
て
も
日
本
図
書
館
協
会
に
報
告
さ
れ
な
い
図
書
館
は
除
か

れ
て
い
る
の
で
、
実
態
よ
り
も
若
干
少
な
い
数
と
な
っ
て
い
る
。
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50 

0
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受入冊数 
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受入冊数 
（10万冊） 
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2,00
0 
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2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965

館外個人貸出点数 
（千点、市町村立） 

全国の館外個人 
貸出点数 
（10万点） 

館外個人貸出点数 
（百点、県立） 
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一
、
設
立
の
経
緯

一
九
八
二
年
九
月
に
開
館
し
た
三
重
県
立
美
術

館
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
全
国
各
地
の

地
方
自
治
体
が
相
次
い
で
美
術
館
を
建
設
し
た
一

連
の
動
き
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
美
術
館
の
一
つ
と

い
え
る
。

三
重
県
立
美
術
館
が
つ
く
ら
れ
る
以
前
に
、
何

ら
か
の
ま
と
ま
っ
た
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ

た
わ
け
で
も
、
県
の
組
織
に
美
術
関
係
の
専
門
家

が
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
美

術
館
を
つ
く
る
と
な
る
と
、
単
に
施
設
建
設
だ
け

で
は
な
く
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
は
じ
め
、

館
長
・
学
芸
員
等
の
人
材
確
保
、
展
覧
会
や
教
育

普
及
活
動
な
ど
全
て
の
美
術
館
活
動
の
企
画
準
備

等
も
同
時
に
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
重
県
立
美
術
館
は
ゼ
ロ
か
ら

出
発
し
た
わ
け
だ
が
、
準
備
段
階
か
ら
現
在
に
至

る
状
況
を
振
り
返
る
と
、
地
域
と
の
関
係
は
か
な

り
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
運
営
主
体

で
あ
る
県
当
局
、
あ
る
い
は
県
内
市
町
村
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
地
域
の
人
々
や
民
間
企
業
、
団
体

か
ら
有
形
無
形
の
支
援
と
理
解
を
継
続
し
て
得
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
美
術
館
が
充
実
し
た
活

動
を
行
う
た
め
に
は
、
地
域
と
の
良
好
な
関
係
が

必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
ス
タ
ッ
フ
が
抱
い
て
い

た
こ
と
の
他
、
地
域
の
人
々
が
芸
術
文
化
に
対
し

て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
要
因
と
し
て

考
え
ら
れ
よ
う
。

三
重
県
立
美
術
館
が
開
館
し
た
当
時
、
歴
史
系
、

民
俗
系
の
博
物
館
や
資
料
館
は
県
内
各
地
に
あ
っ

た
も
の
の
、
美
術
館
は
小
規
模
な
私
立
の
も
の
が

わ
ず
か
に
存
在
す
る
だ
け
で
、
本
格
的
な
美
術
展

覧
会
を
見
る
に
は
県
外
へ
出
向
く
必
要
が
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
地
域
の
人
々
が
新

し
く
で
き
る
県
立
美
術
館
へ
大
き
な
期
待
を
寄
せ

た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
地
域
か
ら
の
支
援

地
域
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
の
具
体
例
と
し
て

は
、
美
術
館
開
館
当
初
か
ら
美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
欅
の
会
や
友
の
会
、
協
力
会
、
岡
田
文
化
財
団

等
の
支
援
組
織
が
複
数
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。

美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
開
館
以
来
今
日
ま

で
来
館
者
案
内
の
他
、
資
料
整
理
、
ポ
ス
タ
ー
配

布
等
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
市
民
と
美
術

館
と
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
。

ま
た
、
友
の
会
は
県
内
各
地
で
セ
ミ
ナ
ー
や
懇

談
会
を
実
施
す
る
他
、
移
動
美
術
館
の
支
援
、
広

報
誌
の
刊
行
な
ど
、
美
術
愛
好
者
の
研
修
親
睦
団

体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
美
術
館
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
活

動
も
行
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
地
元
企
業
や
個
人
が
基
本
財
産
を
出

捐
し
た
（
財
）
三
重
県
立
美
術
館
協
力
会
は
、
美

術
館
の
調
査
研
究
活
動
支
援
等
を
行
い
、（
財
）

岡
田
文
化
財
団
か
ら
は
美
術
作
品
寄
贈
の
他
、
展

覧
会
・
教
育
普
及
活
動
へ
の
支
援
を
受
け
て
き

た
。こ

う
し
た
支
援
組
織
が
存
在
す
る
意
味
は
、
単

に
資
金
や
労
力
の
支
援
だ
け
で
は
な
い
。
支
援
組

織
の
関
係
者
を
核
と
し
て
地
域
の
人
々
の
間
で
美

術
館
が
折
に
触
れ
て
話
題
に
の
ぼ
る
こ
と
、
美
術

館
員
と
地
域
の
人
々
と
が
顔
の
見
え
る
関
係
を
結

ぶ
こ
と
、
館
員
と
地
域
の
人
々
が
連
携
し
て
美
術

館
を
運
営
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
る

こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る

三
重
県
立

美
術
館
●

〈
毛
利

伊
知
郎
〉

特集1
三重の美術館
博物館と
図書館
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と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
恵
ま
れ
た
支
援
組
織
が
あ
っ
て
も
、

美
術
館
が
活
動
す
る
に
当
た
っ
て
、
三
重
県
は
非

常
に
難
し
い
地
域
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
突
出
し
た
大
都
市
が
存
在
し
な
い
多
極
分

散
型
の
地
域
構
造
を
三
重
県
が
持
っ
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
県
域
が
南
北
に
長
く
県
北
の
市
民
に
と

っ
て
は
名
古
屋
市
の
方
が
身
近
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
伊
賀
地
方
は
生
活
も
文
化
も
大
阪
圏
に
属
し
て

い
て
、
津
市
と
の
結
び
つ
き
が
必
ず
し
も
強
く
な

い
こ
と
、
県
南
・
紀
州
地
方
の
市
民
に
と
っ
て
は

地
理
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
こ
と
等
々

の
問
題
で
あ
る
。

三
、
地
域
性
と
普
遍
性

公
立
美
術
館
は
、
運
営
母
体
で
あ
る
自
治
体
の

行
政
区
画
と
の
関
係
で
活
動
地
域
を
強
く
意
識
せ

ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
。
県
に
よ
っ
て
状
況
は

異
な
る
が
、
少
な
く
と
も
三
重
県
は
学
芸
ス
タ
ッ

フ
数
名
ほ
ど
の
美
術
館
の
活
動
範
囲
と
い
う
に
は

広
す
ぎ
る
行
政
区
画
で
あ
る
。
美
術
館
の
サ
ー
ビ

ス
に
地
域
格
差
が
生
じ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
実
際
、
三
重
県
立
美
術
館
来
館
者
の
三
割
以

上
が
、
津
市
を
中
心
と
す
る
中
勢
地
域
の
人
々
で

占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
重
県
立
美
術
館
で
は
、
こ
う
し
た
美
術
館
活

動
の
地
域
間
格
差
を
少
し
で
も
是
正
す
べ
く
、
移

動
美
術
館
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
教
育
活
動
を

遠
隔
地
で
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
館
外
で
の
活

動
は
量
的
な
面
で
は
自
ず
と
限
界
は
あ
る
が
、
生

涯
学
習
機
関
の
使
命
と
し
て
長
期
的
な
視
野
に
立

っ
て
継
続
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。一

方
で
、
美
術
館
は
全
国
各
地
か
ら
来
館
者
を

迎
え
る
な
ど
広
域
的
な
性
格
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
館
の
総
来
館
者
数
に
占
め

る
県
外
来
館
者
が
常
に
二
〜
三
割
の
比
率
で
推
移

し
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
来
館
者
の
動
向
と
は
別
に
、
美
術
館
の

活
動
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
地
域
性
と
と
も
に
広

域
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
美
術
館
活
動
は
立
地
す
る
地
域
社
会

へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
外
へ
の
文
化
情
報
発
信
と
い
う
側
面
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
も
よ
る
。

地
域
と
関
連
し
た
テ
ー
マ
の
活
動
を
地
域
内
は

も
ち
ろ
ん
、
地
域
外
へ
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
同
時
に
、
地
域
と
直
接
関
連
し
な
い
テ
ー
マ
の

活
動
を
地
域
内
へ
発
信
し
て
い
く
こ
と
も
、
地
域

の
文
化
を
活
性
化
し
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
で

あ
ろ
う
。

地
域
固
有
の
テ
ー
マ
を
深
く
見
通
す
ミ
ク
ロ
の

視
点
と
、
普
遍
的
な
芸
術
文
化
固
有
の
問
題
を
広

く
見
渡
す
マ
ク
ロ
の
視
点
、
こ
の
二
つ
の
視
点
を

兼
ね
備
え
る
こ
と
が
美
術
館
活
動
に
と
っ
て
は
非

常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
三
重
県
立
美

術
館
の
収
集
、
展
示
、
教
育
な
ど
様
々
な
活
動
の

背
後
に
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
流
れ
て
い
る
。

三
重
県
立
美
術
館
が
活
動
を
開
始
し
た
二
〇
余

年
前
と
現
在
と
で
は
、
社
会
情
勢
を
は
じ
め
、
美

術
館
に
対
す
る
市
民
の
意
識
、
美
術
館
内
の
考
え

方
な
ど
も
大
き
く
変
化
し
た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら

か
に
偏
る
こ
と
な
く
、
地
域
性
と
普
遍
性
双
方
を

視
野
に
入
れ
た
活
動
を
続
け
る
重
要
性
は
、
今
後

も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
も
う
り
　
い
ち
ろ
う
）

三
重
県
立
美
術
館
学
芸
員
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・
常
設
展
示
の
課
題

四
日
市
市
の
博
物
館
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、

昭
和
63
年
７
月
「
四
日
市
市
立
博
物
館
基
本
構
想

策
定
委
員
会
」（
委
員
長：
坪
井
清
足
）
に
基
本

構
想
の
あ
り
方
を
諮
問
し
、
翌
平
成
元
年
１
月
、

四
日
市
市
立
博
物
館
基
本
構
想
策
定
委
員
会
か
ら

『（
仮
称
）
四
日
市
市
立
博
物
館
基
本
構
想
』
の
答

申
を
う
け
た
。
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
４
年
度
に

か
け
て
は
「
四
日
市
市
立
博
物
館
建
設
専
門
委
員

会
」
及
び
「
四
日
市
市
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
館
建
設

専
門
委
員
会
」
を
設
置
し
、
建
設
に
係
わ
る
具
体

的
な
事
項
を
検
討
、
指
導
、
助
言
が
行
わ
れ
た
。

当
初
、
平
成
４
年
11
月
の
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
準

備
が
進
め
ら
れ
た
が
、
収
蔵
庫
関
係
の
設
計
変
更

な
ど
が
あ
っ
て
、
開
館
は
１
年
間
先
送
り
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
常
設
展
示
の
テ
ー
マ

を
『
伊
勢
湾

う
　
み

と
鈴
鹿
山
脈

や
　
　
ま

の
あ
る
四
日
市
の
文
化

と
生
活
環
境
』
と
し
て
、
開
館
記
念
特
別
展

『
鯨
・
勇
魚
・
く
じ
ら
〜
ク
ジ
ラ
を
め
ぐ
る
民
俗

文
化
史
〜
』
と
と
も
に
平
成
５
年
11
月
１
日
開
館
、

翌
２
日
に
一
般
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
館
の
常
設
展
示
は
、
自
然
の
分
野
か
ら
始
ま

り
、
近
・
現
代
ま
で
六
つ
の
テ
ー
マ
で
構
成
し
て

い
る
。
展
示
の
内
容
は
開
館
の
時
点
で
の
最
新
の

設
備
・
手
法
・
内
容
を
以
っ
て
制
作
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
当
時
設
置
さ
れ
た
博
物
館
の
多
く
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
10
年
後
に
ま
た
そ
の
時
代

の
最
新
の
学
説
や
展
示
手
法
を
以
っ
て
大
規
模
な

展
示
替
え
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
制
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
制
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
展
示
の
多
く
が
固

定
的
な
展
示
と
な
っ
て
お
り
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な

展
示
替
え
等
は
行
え
な
い
構
造
と
な
っ
て
お
り
改

善
の
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
当
館
は
昨
年
の
11
月
に
開
館
10
周
年

を
迎
え
た
が
、
現
在
の
財
政
状
況
下
で
は
大
規
模

な
展
示
替
え
等
望
む
べ
く
も
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。そ

こ
で
、
今
年
３
月
に
、
こ
れ
ま
で
の
サ
ル
ビ

ア
シ
ア
タ
ー(

映
像
展
示
室)

を
、

①
機
器
の
老
朽
化

②
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
抑
え
る

③
展
示
替
え
出
来
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る

等
の
理
由
で
、
サ
ル
ビ
ア
ギ
ャ
ラ
リ
ー(

展
示
ス

ペ
ー
ス)

へ
と
改
装
し
、
常
設
展
示
へ
の
リ
ピ
ー

タ
ー
増
を
は
か
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
、「
収
蔵

品
」
展
を
は
じ
め
と
し
て
、「
東
海
道
と
四
日
市
」

展
、「
垂
坂
観
音
寺
」
展
、「
丹
羽
文
雄
」
展
等
、

計
６
回
の
展
示
を
実
施
。

・
立
地
の
利
点
と
問
題
点

当
館
の
最
大
の
売
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
大

の
弱
点
で
も
あ
る
の
が
立
地
条
件
で
あ
る
。
近
鉄

四
日
市
駅
か
ら
徒
歩
５
分
と
、
公
共
交
通
機
関
を

利
用
す
る
来
館
者
に
と
っ
て
は
交
通
至
便
の
地
と

い
え
る
が
、
車
で
の
来
館
者
に
と
っ
て
は
駐
車
場

が
な
い
。
実
は
、
博
物
館
前
の
市
民
公
園
の
下
に

地
下
駐
車
場
が
つ
く
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
、
が

直
前
に
な
っ
て
現
在
の
く
す
の
き
パ
ー
キ
ン
グ
に

取
っ
て
替
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
四

日
市
市
立
博
物
館
の
不
思
議
」
の
ひ
と
つ
、
来
館

者
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
う
ち
１
基
だ
け
が
、
な
ぜ

使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
地
下
１
階
に
行
け
る
よ
う

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
？
そ
れ
は
、
当
初
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
か
ら
地
下
１
階
の
通
路
を
通
っ
て
地
下

駐
車
場
ま
で
い
け
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
か
ら

四日市市立
博物館●

〈堀越 光信〉

特集1
三重の美術館
博物館と
図書館
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な
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
駐
車
場
の
確
保
の
た
め
様
々
な
努
力

を
重
ね
た
が
、
ど
れ
も
根
本
的
な
問
題
解
決
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
松
坂
屋
の
撤
退
に
よ
り

ア
ム
ス
ク
エ
ア
の
駐
車
場
も
な
く
な
り
、
車
で
の

来
館
者
に
は
不
自
由
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

が
、
今
秋
、
ア
ム
ス
ク
エ
ア
が
一
部
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
し
、
３
月
に
は
全
館
オ
ー
プ
ン

の
予
定
で
、
駐
車
場
も
利
用
可
能
と
な
る
こ
と
と

な
っ
た
。
現
在
で
も
Ｊ
A
パ
ー
キ
ン
グ
で
は
、
当

館
の
入
館
時
に
駐
車
券
を
提
示
し
て
30
分
の
割
引

き
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
今
後
ア
ム
ス
ク
エ
ア
の
駐
車
場
に

お
い
て
も
割
引
等
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
予
算
を

要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
博
物
館
の
あ
り
方

現
在
、
全
国
的
に
博
物
館
・
美
術
館
に
お
い
て

は
、
や
り
方
に
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
多
か

れ
少
な
か
れ
そ
の
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が

行
わ
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
館
に

お
い
て
も
、
当
館
の
使
命
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
館
員
全
員
に
対
し
て
み

ず
か
ら
の
自
己
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、「
当
館

が
市
民
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
・
す
べ
き
こ
と
・

10
年
後
の
あ
る
べ
き
姿
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
等
を
行
い
、
み
ず
か
ら
の
意
見
を
出
し
合

い
、
そ
れ
を
基
に
館
長
及
び
各
係(

管
理
係
・
企

画
普
及
係
・
天
文
係)

か
ら
２
名
ず
つ
の
計
７
名

で
週
１
度
の
ペ
ー
ス
で
検
討
会
議
を
行
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
当
館
が
地
域
に
対
し
、
文
化
財
に

対
し
、
歴
史
や
未
来
に
対
し
て
い
か
に
そ
の
使
命

を
担
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
学
校
教
育
と
も
ど
の

よ
う
な
考
え
方
で
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
な
ど
現

時
点
で
の
方
向
性
に
つ
い
て
ま
と
め
あ
げ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
全
く
の
最
終
的
な
も

の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
の
環
境
や
状
況

の
変
化
に
伴
っ
て
修
正
を
加
え
て
い
く
必
要
は
生

じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
今
後
、
当

館
が
進
ん
で
い
く
べ
き
道
に
レ
ー
ル
を
敷
く
た
め

の
基
盤
整
備
・
地
な
ら
し
が
は
じ
ま
っ
た
と
こ
ろ

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

・
今
後
に
つ
い
て

現
在
、
四
日
市
市
に
お
い
て
は
、
各
文
化
施
設

等
に
お
い
て
も
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
が
計
画

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
将
来
の

行
方
を
見
通
す
こ
と
は
た
い
へ
ん
困
難
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
一
方
で
は
、
数
年
先
を
見
通
し
て
の

計
画
も
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
現
状
も
あ
る
。

今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
上
記
の
作
成
し
た
使
命
の

あ
り
方
に
従
っ
て
、
公
的
機
関
で
あ
る
か
ら
担
い

う
る
部
分
、
逆
に
公
的
機
関
で
あ
る
か
ら
こ
そ
担

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
な
ど
を
充
分
に
認
識

し
た
上
で
、
郷
土
を
大
切
に
す
る
心
を
育
み
、
歴

史
を
未
来
に
活
か
し
、
市
民
と
と
も
に
つ
く
り
、

成
長
す
る
博
物
館
と
し
て
活
動
し
て
い
く
も
の
と

考
え
て
い
る
。

（
ほ
り
こ
し
　
み
つ
の
ぶ
）

四
日
市
市
立
博
物
館

館
付
主
幹
兼
企
画
普
及
係
長
　
学
芸
員

リニューアルされたサルビアギャラリーでの「丹羽文雄」展
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一
九
五
〇
年
、
松
阪
を
訪
れ
た
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト

高
田
保
は
、
牛
肉
を
美
味
く
す
る
こ
と
も
文
化
だ
、

こ
の
町
の
誇
り
は
本
居
宣
長
だ
け
で
は
な
い
、
と

市
民
に
語
り
か
け
た
。
そ
の
一
流
の
松
阪
肉
も
地

元
民
に
は
高
嶺
の
花
だ
が
、
本
居
宣
長
と
つ
き
あ

う
の
も
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
だ
。
一
筋
縄
で
は

い
か
な
い
。

普
通
、
歴
史
上
の
人
物
と
い
う
の
は
、
多
か
れ

少
な
か
れ
謎
が
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
解
き
明
か

す
と
こ
ろ
に
面
白
さ
も
あ
る
も
の
だ
が
、
と
こ
ろ

が
宣
長
に
は
そ
の
謎
が
見
あ
た
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
七
十
二
年
の
生
涯
の
中
に
は
不
明
な

点
も
多
々
あ
る
が
、
一
般
的
な
意
味
で
の
「
謎
」

と
い
う
も
の
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。
何
し
ろ
生
ま

れ
た
刻
限
か
ら
没
す
る
直
前
ま
で
、
生
き
て
い
る

間
の
こ
と
は
自
分
の
手
で
記
録
す
る
し
、
人
生
の

幕
引
き
は
、『
遺
言
書
』
で
命
日
の
決
め
方
か
ら

葬
儀
次
第
ま
で
指
示
す
る
。
今
は
や
り
の
「
自
分

葬
」
を
二
百
年
も
前
に
実
行
し
て
い
る
人
だ
。
こ

だ
わ
り
が
違
う
。

た
と
え
ば
宣
長
に
は
千
百
通
余
り
の
書
簡
が
現

存
す
る
。
そ
れ
ら
の
書
簡
は
よ
ほ
ど
の
寸
翰
（
今

の
一
筆
箋
）
で
な
い
限
り
、
何
年
の
も
の
か
き
ち

ん
と
推
定
で
き
る
し
、
見
事
な
ほ
ど
相
互
の
内
容

に
矛
盾
が
無
く
、
諸
記
録
や
回
想
と
も
齟
齬
を
き

た
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
書
か
れ
た
こ
と
に
誤

り
や
嘘
が
な
い
。

宣
長
が
半
生
を
か
け
『
古
事
記
伝
』
を
執
筆
し

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
『
古
事
記
』

研
究
を
決
意
し
た
の
は
、
賀
茂
真
淵
と
対
面
し
た

一
七
六
三
年
（
三
十
四
歳
）
五
月
二
十
五
日
の
前

後
だ
と
回
想
に
は
あ
る
。
以
後
、
医
者
を
し
な
が

ら
書
き
継
ぐ
こ
と
三
十
五
年
、
一
七
九
八
年
六
月

十
三
日
に
全
四
十
四
巻
を
書
き
終
え
た
。
宣
長
六

十
九
歳
、
文
字
通
り
畢
生
の
大
著
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
研
究
者
は
、
肝
心
の
起
稿
時
期
が
わ

か
ら
ぬ
と
騒
ぐ
。
一
説
に
は
真
淵
と
対
面
し
た
翌

年
の
一
七
六
四
年
だ
と
言
い
、
別
の
研
究
者
は
一

七
六
七
年
説
を
主
張
す
る
。
こ
ん
な
大
事
な
こ
と

も
わ
か
ら
ぬ
の
か
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
宣
長
の

場
合
、
漠
然
と
し
て
い
る
ほ
う
が
正
直
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

一
七
五
六
年
七
月
、
京
都
で
医
者
の
勉
強
を
し

て
い
た
宣
長
（
二
十
七
歳
）
は
、
古
本
屋
で
『
古

事
記
』
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
見
つ
け
、
併
せ

て
十
匁
二
分
で
購
入
す
る
。
だ
が
す
ぐ
に
『
古
事

記
』
に
は
向
か
わ
な
い
。
ま
ず
正
史
で
あ
る
『
日

本
書
紀
』
を
丹
念
に
読
み
、『
先
代
旧
事
本
紀
』

と
対
照
し
、
ま
た
「
天
地
」
と
言
う
言
葉
を
サ
ン

プ
ル
に
研
究
方
法
を
探
る
。
実
に
緩
や
か
に
『
古

事
記
』
研
究
へ
の
道
を
歩
み
出
す
。
あ
る
日
突
然
、

一
念
発
起
し
て
起
稿
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
準
備

を
し
て
ゆ
っ
く
り
と
移
行
す
る
。
こ
れ
が
宣
長
の

流
儀
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
人
生
に
は
余
り
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
展
開
は
期
待
で
き
な
い
。
稿
本
第
一

頁
目
を
書
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
長
い
蓄
積
の

結
果
で
あ
り
、
格
別
の
意
義
を
見
い
だ
さ
な
か
っ

た
か
ら
日
付
は
記
さ
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
最
初
か
ら
年
月
日
は
特
定
で
き
な
い
こ
と

は
、
宣
長
は
記
録
で
は
な
く
、
回
想
と
い
う
形
で

書
き
残
し
て
い
る
。

全
て
を
書
き
記
し
、
そ
れ
が
正
直
な
ら
何
も
問

題
は
無
い
は
ず
だ
が
、
実
は
そ
こ
に
落
と
し
穴
は

あ
る
。
つ
ま
り
全
て
宣
長
に
よ
る
手
が
加
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
改
ざ
ん
は
な
い
が
取
捨
選
択
、

ま
た
整
理
は
当
然
あ
る
。
こ
れ
を
「
編
集
」
と
い

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
不
思
議
な
史
料
群

で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
難
し
さ
、
そ
れ
は
ス
パ
ン
の
長
さ

で
あ
る
。
一
つ
の
問
題
を
何
十
年
も
持
ち
続
け
る

ね
ば
り
強
さ
、
そ
れ
に
私
た
ち
は
つ
き
あ
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
え
、
資
料
を

本
居
宣
長

記
念
館
●

〈
吉
田

悦
之
〉

持
続
す
る
関
心
　
本
居
宣
長
記
念
館
へ
の
誘
い
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集
め
、
試
案
を
示
す
。
し
か
し
刊
行
物
で
は
慎
重

に
憶
測
を
排
除
す
る
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
出
版
さ

れ
た
『
古
事
記
伝
』
だ
け
で
な
く
、
ノ
ー
ト
、
蔵

書
の
書
き
込
み
、
そ
し
て
稿
本
類
を
追
い
、
思
考

の
推
移
を
見
な
い
と
そ
の
真
意
を
見
逃
す
こ
と
に

な
る
。

現
在
、
国
の
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
る

『
日
記
』
や
「
自
画
像
」
な
ど
一
九
四
九
点
の
宣

長
資
料
は
、
彼
が
「
編
集
」
し
、
そ
の
思
考
過
程

を
辿
る
こ
と
の
出
来
る
史
料
の
最
も
重
要
な
も
の

で
あ
る
。「
本
居
宣
長
記
念
館
」
で
は
、
そ
れ
ら

を
含
め
た
約
一
六
〇
〇
〇
点
の
遺
墨
遺
品
と
、
生

涯
を
過
ご
し
た
旧
宅
を
管
理
し
公
開
し
て
い
る
。

館
は
財
団
法
人
鈴
屋
遺
跡
保
存
会
が
運
営
す
る
。

保
存
会
の
歴
史
は
古
く
明
治
に
ま
で
遡
る
が
、
記

念
館
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
十
一
月
五

日
に
開
館
し
た
。
保
存
会
は
そ
の
出
発
点
か
ら
、

市
民
と
共
に
あ
っ
た
。
松
阪
大
火
の
苦
い
経
験
か

ら
「
旧
宅
」
移
築
が
発
案
さ
れ
、
ま
た
市
民
の
誇

り
と
し
て
記
念
館
は
建
設
さ
れ
た
。
物
心
両
面
の

支
援
の
賜
物
で
あ
る
。

だ
が
い
つ
ま
で
も
関
心
が
持
続
す
る
と
は
限
ら

な
い
。
見
学
者
や
研
究
者
が
増
加
し
活
動
が
専
門

化
す
る
な
か
で
、
市
民
と
の
距
離
は
広
が
り
、
そ

れ
ま
で
市
内
に
あ
っ
た
宣
長
学
習
会
や
ア
マ
チ
ュ

ア
の
研
究
者
は
次
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
記
念

館
が
行
う
講
演
会
や
行
事
へ
の
参
加
は
あ
っ
て

も
、
主
体
的
な
、
独
自
の
活
動
が
消
え
て
い
く
。

市
民
は
宣
長
を
記
念
館
に
預
け
て
し
ま
っ
た
の

か
。
あ
る
い
は
記
念
館
が
市
民
か
ら
取
り
上
げ
て

し
ま
っ
た
の
か
。
一
流
の
松
阪
肉
が
贈
答
品
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
館
は
接
待
の
場
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
も
惜
し
い
。

松
阪
出
身
の
日
本
画
家
・
宇
田
荻
邨
は
、
子
ど

も
の
と
き
に
宣
長
旧
宅
「
鈴
屋
」
で
遊
ん
で
い
た

ら
、
近
所
の
お
じ
い
さ
ん
が
、
お
前
た
ち
が
い
る

こ
の
部
屋
で
宣
長
と
い
う
人
は
三
十
年
も
か
け
て

『
古
事
記
伝
』
と
い
う
立
派
な
本
を
書
い
た
の
だ

ぞ
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
少
年
の
心
の
底
ま

で
沁
み
こ
ん
で
「
自
分
は
ど
ん
な
場
合
で
も
真
心

を
こ
め
て
や
っ
た
ら
い
い
の
だ
と
言
う
こ
と
を
教

え
ら
れ
、
今
も
そ
の
気
持
ち
に
教
え
ら
れ
つ
つ
仕

事
を
続
け
て
い
る
」の
だ
と
回
想
す
る
。

こ
う
い
う
人
が
一
人
で
も
い
る
限

り
、
記
念
館
は
活
動
を
止
め
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。

だ
か
ら
旧
宅
で
も
、
ま
た
ガ
ラ
ス
ケ

ー
ス
の
中
の
自
筆
稿
本
で
も
よ
い
。
何

が
書
か
れ
て
い
る
か
は
問
題
で
は
な

い
。
そ
の
謹
直
な
文
字
を
眺
め
、
そ
れ

を
数
十
年
に
わ
た
り
、
冬
の
日
も
ま
た

夏
の
日
も
寸
暇
を
惜
し
ん
で
書
き
続
け

た
こ
と
を
思
い
描
く
だ
け
で
宣
長
世
界

へ
の
扉
は
開
か
れ
る
し
、
荻
邨
少
年
の

よ
う
な
柔
軟
な
精
神
を
持
っ
て
い
れ

ば
、
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
体
験
も
で
き

る
は
ず
だ
。

宣
長
と
つ
き
あ
う
の
は
な
か
な
か
大

変
だ
。
だ
が
宣
長
の
生
涯
を
共
感
を
持

っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が

住
ん
だ
町
の
隅
々
ま
で
、
そ
し
て
「
伊

勢
人
」
の
長
所
と
短
所
を
知
り
尽
く
し

た
地
元
の
人
以
外
に
は
い
な
い
こ
と
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
持
続
す
る
関
心
が

大
き
な
成
果
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
を
身

を
以
て
示
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
宣
長
そ

の
人
で
あ
る
。
ど
う
か
自
分
の
歩
調
で

ゆ
っ
く
り
と
宣
長
に
つ
き
あ
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
記
念
館
は
そ
の
場
所
や
機
会
を
提
供
し
て
い

き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

（
よ
し
だ
　
よ
し
ゆ
き
）

本
居
宣
長
記
念
館
　
主
任
研
究
員



・
“モ
ノ
”
を
集
め
つ
づ
け
る

海
の
博
物
館
は
大
阪
万
国
博
覧
会
の
翌
年
、
昭

和
46
（
１
９
７
１
）
年
に
開
館
し
、
現
在
満
33
歳

に
な
る
。
し
か
し
、
博
物
館
の
世
界
で
は
ま
だ
赤

ん
坊
。
こ
れ
ま
で
、
海
の
博
物
館
は
ひ
た
す
ら
に

“
モ
ノ
”
資
料
を
集
め
つ
づ
け
て
き
た
。
開
館
前

か
ら
助
言
を
受
け
て
い
た
民
俗
学
者
で
民
具
学
を

提
唱
さ
れ
た
宮
本
常
一
先
生
に
『
博
物
館
は
、
と

に
か
く
“
モ
ノ
”
を
集
め
る
と
こ
ろ
。
ど
ん
な
も

の
で
も
い
い
、
同
じ
も
の
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
い

い
。
５
万
点
も
集
め
れ
ば
、
な
に
か
が
見
え
ま
す

よ
』
と
教
示
を
う
け
、
そ
れ
を
目
標
に
し
て
き
た
。

収
集
範
囲
を
三
重
県
１
０
０
０
キ
ロ
の
海
岸
に
連

な
る
漁
村
と
決
め
て
歩
き
つ
づ
け
た
。
そ
の
頃
は

漁
業
の
技
術
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
使
わ

れ
な
く
な
っ
た
古
い
漁
具
や
漁
村
の
生
活
用
具
が

ど
ん
ど
ん
貰
え
た
。
昭
和
60
年
に
そ
れ
ま
で
集
め

た
資
料
の
内
６
８
７
９
点
が
「
伊
勢
湾
・
志
摩
半

島
・
熊
野
灘
の
漁
労
用
具
」
と
し
て
国
の
重
要
有

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
国
か
ら
補
助
金

が
で
る
と
い
う
の
で
収
蔵
庫
を
建
設
す
る
こ
と
に

な
り
、
敷
地
も
ひ
っ
く
る
め
て
全
面
移
転
し
、
平

成
４
（
１
９
９
２
）
年
現
在
地
で
再
開
館
し
た
。

収
蔵
庫
を
作
っ
た
た
め
安
心
し
て
“
モ
ノ
”
資
料

を
寄
贈
し
て
く
れ
る
人
が
増
え
た
。
そ
し
て
現
在
、

資
料
の
所
蔵
点
数
は
５
万
５
千
点
を
越
え
た
。
そ

の
内
容
は
大
半
が
船
、
釣
り
具
、
網
具
な
ど
の
漁

労
用
具
、
水
産
加
工
用
具
と
漁
村
生
活
用
具
で
あ

る
。

　
開
館
時
、
長
期
目
標
の
一
つ
と
し
て
三
重
県
漁

業
史
の
再
構
築
を
掲
げ
、
初
代
の
資
料
室
長
に
三

重
大
学
を
退
官
さ
れ
た
ば
か
り
の
中
田
四
朗
先
生

を
迎
え
た
。
先
生
は
漁
業
組
合
や
漁
家
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
古
文
書
を
自
分
の
手
で
徹
底
的
に
収
集

し
調
査
、
分
析
す
る
手
法
で
、
そ
の
作
業
を
進
め

た
。
残
念
な
が
ら
漁
業
史
編
纂
は
先
生
の
逝
去
に

よ
り
中
断
し
た
が
、
相
当
な
量
の
漁
村
古
文
書
が

海
の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
Ｓ
Ｏ
Ｓ
　save

our
sea

運
動

を
始
め
る

昭
和
46
年
は
海
の
環
境
が
最
悪
の
時
代
だ
っ

た
。
“モ
ノ
”
を
集
め
て
歩
く
先
々
で
漁
師
た
ち
か

ら
必
ず
聞
く
の
は
『
魚
が
捕
れ
な
く
な
っ
た
。
海

が
汚
れ
た
』
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
前
年
12
月
に

公
害
特
別
国
会
が
開
催
さ
れ
、
や
っ
と
排
水
水
質

規
制
が
法
的
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
漁

業
の
現
場
は
工
場
の
汚
水
や
油
流
失
、
都
市
排
水

等
に
よ
っ
て
一
方
的
な
ひ
ど
い
被
害
を
受
け
て
い

た
。
“
臭
い
魚
”
事
件
や
“
お
ば
け
ハ
ゼ
”
“
背
曲

が
り
ボ
ラ
”
発
現
が
続
発
し
て
い
た
。
博
物
館
と

し
て
我
々
に
出
来
る
こ
と
は
何
か
と
考
え
た
。
結

果
、
海
に
か
か
わ
る
公
害
や
環
境
破
壊
に
関
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
情
報
を
集
め
、
漁
師
さ
ん
た
ち
へ
発
信

し
よ
う
と
意
見
が
一
致
し
た
。
も
ち
ろ
ん
展
示
で

は
博
物
館
来
館
者
へ
、
ま
た
館
外
の
人
々
へ
は
情

報
誌
の
発
行
な
ど
に
よ
っ
て
。
当
時
、
公
害
反
対
、

自
然
保
護
運
動
が
全
国
で
ふ
つ
ふ
つ
と
立
ち
上
が

り
つ
つ
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
Ｓ
Ｏ
Ｓ
（save

our
sea

救
え
！
わ
れ
ら
の
海
を
）
運
動
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
。
多
く
の
運
動
は
各
々
情
報
誌
、
ミ

ニ
コ
ミ
誌
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
収
集
に
よ
り
、

多
く
の
情
報
が
集
ま
っ
て
き
た
。
海
の
博
物
館
で

刊
行
す
る
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
」
誌
は
現
在
１
７
０
号
（
発

行
部
数
１
２
０
０
）
に
な
る
が
、
そ
こ
で
も
三
重

大
学
の
先
生
方
か
ら
随
分
た
く
さ
ん
の
執
筆
は
じ

め
情
報
の
提
供
、
情
報
先
の
紹
介
を
い
た
だ
き
、

読
者
に
伝
え
つ
づ
け
て
き
た
。
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
訴
え
て
、

合
成
洗
剤
追
放
、
原
発
反
対
、
埋
立
て
反
対
等
の

態
度
を
明
確
に
示
し
、
活
動
す
る
人
た
ち
に
必
要

な
情
報
資
料
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
活
動
に
も

参
加
し
て
き
た
。
多
分
、
日
本
の
博
物
館
で
こ
ん

海の博物館の
33年●
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な
運
動
を
や
っ
て
き
た
博
物
館
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
、
博
物
館
と
い
う
情
報
発
信
「
装

置
」
に
お
い
て
、
最
も
本
質
的
な
機
能
を
発
揮
さ

せ
て
き
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

・
博
物
館
は
情
報
を
発
信
す
る
「
装
置
」

博
物
館
は
情
報
発
信
「
装
置
」
で
あ
り
、
も
っ

と
も
知
ら
れ
た
基
本
的
な
方
法
は
「
展
示
」
で
あ

る
。
海
の
博
物
館
で
言
え
ば
、
漁
業
や
海
の
環
境

に
関
し
て
、
展
示
室
に
“
モ
ノ
”
資
料
を
中
心
と

し
た
展
示
を
展
開
す
る
こ
と
。
海
の
博
物
館
で
は

現
在
、
約
２
０
０
０
g
の
展
示
室
に
２
０
０
０
点

ほ
ど
の
収
蔵
資
料
を
使
っ
て
展
示
を
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
博
物
館
は
展
示
を
見
に
行

く
と
こ
ろ
と
思
っ
て
い
る
。
博
物
館
側
も
さ
ま
ざ

ま
に
展
示
技
術
を
駆
使
し
て
、
来
館
者
の
興
味
を

引
き
付
け
、
理
解
を
得
る
た
め
に
努
力
し
、
展
示

を
見
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
動
画
映
像
や
ジ

オ
ラ
マ
や
動
く
仕
掛
け
な
ど
手
段
を
尽
く
す
。
だ

が
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ル
ノ
ア
ー
ル
の
絵
画
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
木
造
船
や
漁
具
が
並
ん
で
い
る
だ

け
の
博
物
館
へ
、
わ
ざ
わ
ざ
時
間
と
お
金
を
か
け

て
足
を
運
ん
で
く
れ
る
人
は
多
く
な
い
。
博
物
館

へ
行
く
前
か
ら
人
々
は
及
び
腰
で
あ
る
。
漁
業
の

情
報
な
ら
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
本
や
雑
誌
と
い
っ

た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
い
く
ら
で
も
得
ら
れ
る
と
思
っ

て
い
る
。
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
れ
ば
そ

れ
で
十
分
と
い
う
知
識
人
も
い
る
。

そ
れ
で
も
一
度
来
館
し
た
人
々
は
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
と
は
異
な
っ
て
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
て
帰
る

こ
と
が
多
い
。
“
モ
ノ
”
の
持
つ
実
感
、
質
感
、

“
モ
ノ
”
の
説
得
力
は
強
い
。
収
蔵
庫
に
並
ん
だ

70
隻
の
木
造
船
は
見
る
人
を
圧
倒
す
る
。
船
体
に

つ
い
た
数
々
の
傷
痕
、
手
垢
、
壊
れ
か
か
っ
た
部

分
な
ど
に
人
々
は
共
感
を
抱
く
の
だ
ろ
う
。
先
人

の
行
為
の
跡
を
知
っ
て
安
心
を
覚
え
る
の
で
あ
ろ

う
。
博
物
館
は
単
に
文
字
、
イ
ラ
ス
ト
で
百
科
事

典
的
な
知
識
情
報
を
発
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
“モ

ノ
”
の
体
温
ま
で
伝
え
る
。

　
し
か
し
、
足
を
運
ば
ね
ば
見
れ
ぬ
展
示
の
限
界

を
広
げ
る
た
め
、
最
近
の
博
物
館
は
「
体
験
学
習
」

を
新
し
い
情
報
発
信
手
段
に
加
え
た
。
そ
れ
が
な

い
と
人
が
来
て
く
れ
な
い
と
い
う
不
純
な
事
情
も

あ
っ
て
。
海
の
博
物
館
で
も
数
多
い
体
験
学
習
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
、
一
応
の
人
気
を
よ
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
疑
似
体
験
に

過
ぎ
な
い
。
ま
だ
未
成
熟
で
、
こ
れ
か
ら
真
剣
な

検
討
、
努
力
を
よ
う
す
る
。

　
さ
ら
に
新
し
い
博
物
館
活
動
と
し
て
、
地
域
へ

の
情
報
発
信
、
地
域
に
お
け
る
博
物
館
の
活
用
が

模
索
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
平
成
16
年
秋
、
鳥
羽

磯
部
と
熊
野
灘
漁
協
の
主
催
す
る
「
水
産
大
祭
り
」

に
、
海
の
博
物
館
は
会
場
を
提
供
し
、
館
を
無
料

開
放
し
た
。
５
千
人
を
越
え
る
入
場
者
が
あ
っ
た
。

魚
を
食
べ
、
水
産
物
を
買
う
一
方
で
、
集
ま
っ
た

人
た
ち
は
博
物
館
の
展
示
を
通
し
て
漁
業
を
少
し

は
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。

平
成
16
年
春
、
海
の
博
物
館
は
三
重
大
学
と
友

好
協
定
を
結
ん
だ
。
我
々
博
物
館
か
ら
は
、
収
蔵

す
る
“
モ
ノ
”
資
料
を
研
究
に
活
用
し
て
欲
し
い

願
い
、
大
学
の
研
究
結
果
が
展
示
と
い
う
見
え
る

形
で
、
一
般
人
に
情
報
発
信
さ
れ
る
た
め
に
場
を

提
供
し
た
い
気
持
ち
が
強
い
。
大
学
の
研
究
や
教

育
の
過
程
で
集
め
ら
れ
た
り
、
生
ま
れ
た
り
す
る

“
モ
ノ
”
資
料
の
収
蔵
保
存
も
期
待
さ
れ
る
。
大

学
と
博
物
館
が
連
携
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
可

能
性
に
新
し
い
博
物
館
の
展
開
を
期
待
し
た
い
。

　
い
ま
博
物
館
は
停
滞
の
時
代
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
胎
動
の
時
代
で
も
あ
ろ
う
。
新
し
い
博
物

館
へ
の
脱
皮
を
目
指
し
て
、
博
物
館
は
身
命
を
賭

し
た
孤
独
な
苦
闘
に
向
か
う
。

（
い
し
は
ら
　
よ
し
か
た
）

海
の
博
物
館
　
館
長
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志摩市阿児町の研究
【三重の文化と社会】

は
じ
め
に

三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
が
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
と
い
う
講

義
を
新
設
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
度
で
あ
る
。
三
重
の
文
学
・
歴
史
・
思
想
・
社

会
・
地
理
・
環
境
、
地
方
制
度
・
地
方
自
治
・
地
域
産
業
と
経
済
な
ど
を
総
合
的
に

考
究
し
、
三
重
県
地
域
の
文
化
と
社
会
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
本
科
目
は
、
県
下
の
市
町
村
か
ら
一
つ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
選
択
し
、
そ

の
地
域
に
つ
い
て
大
学
院
生
が
調
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
を
通
じ

て
対
象
地
域
を
多
角
的
な
視
野
で
捉
え
る
こ
と
は
、
大
学
院
生
の
深
い
教
養
と
経
験

を
養
う
だ
け
で
な
く
、
大
学
と
し
て
地
域
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
の
か
と
い

う
こ
と
も
付
随
し
て
い
る
。

初
年
度
よ
り
香
良
洲
町
、
紀
伊
長
島
町
、
亀
山
市
・
関
町
と
調
査
を
続
け
て
き
た

本
科
目
が
、
四
年
目
に
調
査
対
象
地
と
し
た
の
は
志
摩
郡
阿
児
町
で
あ
っ
た
。
阿
児

町
と
人
文
学
部
と
の
間
に
は
二
〇
〇
四
年
八
月
二
五
日
に
「
三
重
大
学
人
文
学
部
と

阿
児
町
の
相
互
友
好
協
力
協
定
」
が
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
調
査
が

行
わ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
阿
児
町
は
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
、
近
隣
の
大
王
町
、
志

摩
町
、
磯
部
町
、
浜
島
町
と
合
併
し
、「
志
摩
市
」
に
編
入
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

今
回
が
阿
児
町
と
し
て
は
最
後
の
調
査
と
な
っ
た
。

阿
児
町
や
そ
の
一
帯
は
、
か
つ
て
は
海
運
の
寄
港
地
、
あ
る
い
は
観
光
地
や
真
珠

養
殖
地
と
し
て
栄
え
た
も
の
の
、
近
年
は
そ
れ
が
頭
打
ち
と
な
り
、
さ
ら
に
多
く
の

地
方
と
同
様
に
過
疎
化
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
方
の
「
資
源
」
あ
る
い

は
現
代
的
な
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
が
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
も
重
要
と
な
っ
た
。

本
科
目
の
最
終
的
な
履
修
者
は
二
名
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
歴
史
・
文
化
・

社
会
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
六
月
に
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
サ
ー
ヴ
ェ
イ
を
阿
児
町
の
積

極
的
な
支
援
の
も
と
行
っ
た
。
横
山
展
望
台
、
横
山
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、
安
乗
神

社
と
保
存
会
施
設
、
漁
港
な
ど
を
見
学
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抱
い
て
い
た
問
題
関
心
を

膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
関
心
を
も
と
に
、
毎
月
開
か
れ
た
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
で
は
、
研
究
計
画
・
方
法
に
つ
い
て
の
活
発
な
討
議
を
行
い
、
七
月
末
に
調

査
合
宿
を
行
う
に
至
っ
た
。
そ
の
後
も
、
さ
ら
に
聞
取
り
調
査
や
資
料
の
収
集
な
ど

の
た
め
に
現
地
を
訪
れ
な
が
ら
結
実
し
た
の
が
、
以
下
に
掲
載
す
る
研
究
報
告
で
あ

る
。な

お
、
旧
阿
児
町
役
場
の
方
々
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
諸
機
関
、
町
民
の
方
々
の

多
大
な
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
今
回
の
調
査
は
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
場

を
借
り
て
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

科
目
指
導
教
員
　
　
鹿
嶋
　
洋
（
か
し
ま
　
ひ
ろ
し
）
人
文
学
部
助
教
授

森
　
正
人
（
も
り
　
ま
さ
と
）
人
文
学
部
講
師
　
　

「志摩市阿児町の研究・成果発表会」
2005年１月29日の夜に、阿児ライブラリーにおいて

「志摩市阿児町の研究・成果発表会」が開かれ、3件（次

ページより掲載）の研究成果が報告されました。

当日は、竹内市長をはじめとして、地元の方を中心と

した約80名の参加がありました。それぞれの発表につい

て鋭い質問が寄せられ、また地元の立場からの解説が加

えられ、有意義な発表会となりました。

研究の成果につては、報告書「阿児町（志摩市）の研

究」（A4版、50ページ）としてまとめられています。

発
表
者：

中
井

厚
仁

会
場
風
景
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は
じ
め
に

阿
児
町
安
乗
地
区
は
、
的
矢
湾
に
位
置
し
、
古
く
か
ら
の
風
待
湊
と
し
て
栄
え
、

江
戸
時
代
に
は
江
戸
へ
の
西
廻
り
航
路
の
漕
務
所
と
し
て
繁
栄
し
た
港
で
あ
っ

た
。
こ
の
安
乗
地
区
に
伝
わ
る
安
乗
の
人
形
芝
居
は
現
在
、
県
と
国
の
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、
阿
児
町
の
み
な
ら
ず
三
重
県
内
に
お
い
て

も
高
い
知
名
度
を
得
て
い
る
。

安
乗
の
人
形
芝
居
の
始
ま
り
に
関
し
て
は
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、

豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
時
に
志
摩
の
国
、
国
主
九
鬼
嘉
隆
が
八
幡
宮
に
海
上
安
全
、

武
運
長
久
を
祈
願
し
、
そ
の
お
礼
と
し
て
村
人
に
人
形
芝
居
を
毎
年
行
な
う
こ
と

を
許
可
し
た
こ
と
に
よ
り
安
乗
人
形
芝
居
が
始
ま
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ

る
。
江
戸
時
代
、
元
禄
文
化
の
幕
開
け
期
に
は
、
安
乗
は
大
阪
か
ら
江
戸
へ
の
海

上
物
資
輸
送
の
要
衝
と
な
り
、
大
阪
・
阿
波
・
淡
路
を
中
心
と
し
た
上
方
文
楽
が

い
ち
早
く
伝
来
し
、
安
乗
に
根
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
後
期
、

明
治
期
に
は
大
阪
や
淡
路
の
文
楽
も
招
き
、
地
元
の
遣
い
手
も
交
え
て
興
行
す
る

な
ど
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

安
乗
の
人
形
芝
居
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
一
時
期
、
担
い
手
の
不
足
な

ど
の
理
由
か
ら
人
形
芝
居
の
上
演
が
休
止
に
追
い
込
ま
れ
る
事
態
と
な
っ
た
が
、

地
区
民
の
手
に
よ
り
復
活
し
、
現
在
ま
で
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
各
地
の

伝
統
芸
能
、
民
俗
芸
能
と
同
様
に
、
安
乗
の
場
合
も
現
在
再
び
急
激
な
社
会
の
変

化
に
よ
っ
て
担
い
手
が
減
少
し
、
そ
の
伝
承
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

今
日
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
安
乗
で
も
保
存
会
を
設
立
し
、
ま
た
地
元

の
小
学
校
、
中
学
校
と
連
動
し
な
が
ら
人
形
芝
居
の
伝
承
活
動
を
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

一
、
民
俗
芸
能
、
人
形
芝
居
伝
承
の
か
か
え
る
問
題

民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
の
中
で
親
か
ら
子
へ
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は

社
会
状
況
の
変
化
に
よ
り
民
俗
芸
能
の
継
承
が
必
ず
し
も
順
調
に
行
な
わ
れ
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
場
合
が
多
い
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
社
会
形
態
の
変
化
に
よ
る
伝
統
的
民
俗
芸
能
に
対
す
る

意
識
の
変
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
会
の
都
市
化
が
進
ん
だ
結
果
と
し

て
、
伝
統
的
な
地
域
の
暮
ら
し
が
崩
れ
、
地
域
の
若
年
層
が
地
域
の
外
へ
流
出
し

て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
で
民
俗
芸
能
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
青
年
・
中
年
層
が

地
域
か
ら
す
っ
ぽ
り
と
ぬ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
に
彼
ら
が
地
域
の

中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
社
会
形
態
の
変
容
に
よ
る
職
業
・
生
活
様
式

の
変
化
か
ら
、
以
前
の
よ
う
な
形
で
の
民
俗
芸
能
へ
の
参
加
が
途
絶
え
が
ち
な
状

安乗人形芝居
における民俗
芸能伝承の担
い手の多様性
中井　厚仁

三
重
の

文
化
と

社
会
●

安乗小学校子ども文楽クラブの公演

安乗中学校文楽クラブの公演



況
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
形
芝
居
の
伝
承
に
も
同

様
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、

進
学
・
就
職
な
ど
を
契
機
と

し
て
土
地
を
離
れ
、
都
会
へ

出
る
こ
と
で
芝
居
を
継
承
す

る
後
継
者
が
不
足
し
、
今
後

の
継
続
的
な
伝
承
、
保
存
の

確
保
が
難
し
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
た
、
浄
瑠
璃
語

り
や
三
味
線
、
人
形
を
操
る

た
め
の
技
能
が
高
度
な
こ
と

に
加
え
、
教
え
る
人
が
高
齢

で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
指

導
者
が
不
足
し
て
い
る
こ
と

が
技
能
伝
承
を
困
難
に
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
住
民

の
み
で
保
存
・
伝
承
の
た
め

の
資
金
調
達
が
困
難
で
あ
り
、

保
存
会
の
設
立
が
行
な
わ
れ
る
が
、
設
立
後
も
費
用
が
確
保
さ
れ
ず
、
社
会
に
対
す
る
援
助

の
要
請
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

民
俗
芸
能
が
抱
え
る
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
旧
来
の
若
者
組
、
青
年
団
な
ど
の
若
年

層
・
青
年
ら
で
構
成
さ
れ
る
担
い
手
の
み
で
は
保
存
・
伝
承
が
極
め
て
困
難
と
な
り
、
よ
り

継
続
的
・
拡
大
的
・
現
実
的
な
方
向
を
目
指
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
で
伝
統
芸
能
の
保
存
・
伝

承
を
図
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

二
、
安
乗
人
形
芝
居
の
形
態
変
化
に
つ
い
て

安
乗
の
人
形
芝
居
は
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
く
過
程
の
中
で
様
々
な
変
化
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、

人
形
芝
居
を
伝
承
す
る
担
い
手
は
若
衆
組
中
心
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
復
活
以
降
は
保
存
会
中

心
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
人
形
の
遣
い
手
も
、
か
つ
て
は
村
の
長
男
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
必
ず
し
も
長
男
に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
、
次
男
以
下
で
も
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
女
性

も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
人
形
芝
居
の
伝
承
、
保
存
会
の
次
代
を
担
う
者
を
育
成
す
る
た
め
に
安
乗
地
区

の
中
学
校
、
小
学
校
に
情
操
教
育
の
一
環
と
し
て
人
形
芝
居
に
取
り
組
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
昨
今
は
学
校
教
育
の
中
で
も
伝
統
文
化
教
育
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
教

育
的
実
践
に
よ
っ
て
安
乗
の
人
形
芝
居
も
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
学
校
と
地
域
社
会
と
の

連
繋
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
に
お
い
て
郷
土
芸
能
に
直
接
体
験
的
に
触
れ
る
こ
と
で
、

今
ま
で
以
上
に
地
域
を
知
り
、
郷
土
芸
能
を
通
じ
て
地
域
社
会
の
文
化
を
伝
承
し
、
将
来
の

人
材
を
育
成
し
、
自
分
の
地
域
に
対
し
て
よ
り
愛
着
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
学
校
と
保
存
会
の
取
り
組
み
と
関
係

安
乗
人
形
芝
居
に
お
い
て
は
小
学
校
、
中
学
校
が
学
校
教
育
で
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
人

形
芝
居
に
関
わ
っ
て
い
る
。

安
乗
小
学
校
の
取
り
組
み

安
乗
小
学
校
は
人
形
芝
居
に
ク
ラ
ブ
活
動
を
通
じ
て
関
わ
っ
て
い
る
。
児
童
た
ち
は
練
習

を
積
み
重
ね
て
、
秋
の
祭
礼
当
日
に
人
形
芝
居
が
演
じ
ら
れ
る
芝
居
小
屋
の
同
じ
舞
台
で
発

表
す
る
の
で
あ
る
。
上
演
は
、
祭
礼
の
初
日
の
み
で
あ
る
が
、
親
や
祖
父
母
な
ど
を
中
心
に

多
く
の
人
が
見
物
に
訪
れ
大
き
な
拍
手
を
送
っ
て
い
る
。
小
学
生
が
使
用
す
る
人
形
は
三
人

で
操
作
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
人
形
芝
居
と
は
一
線
を
画
す
「
人
形
劇
」
と
な
っ
て

い
る
。
演
目
も
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
選
び
、
人
形
は
軽
量
で
扱
い
や
す
い
も
の
を

用
い
て
、
自
分
達
で
舞
台
の
端
に
立
っ
て
台
詞
を
言
い
な
が
ら
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

小
学
校
で
の
取
り
組
み
は
祭
礼
の
日
に
実
際
の
舞
台
で
舞
う
こ
と
の
喜
び
を
子
ど
も
達
に

与
え
る
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
達
が
人
形
芝
居
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
人
形
に
慣
れ
親
し

む
機
会
と
も
な
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
間
接
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
安
乗
地
区
で
の
人

形
芝
居
伝
承
の
た
め
の
下
地
を
形
成
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

安
乗
中
学
校
の
取
り
組
み

安
乗
中
学
校
は
「
安
乗
中
学
校
文
楽
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
名
の
も
と
、
小
学
校
に
比
べ
て
よ

り
直
接
的
な
形
で
安
乗
の
人
形
芝
居
の
伝
承
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

現
在
は
学
校
の
「
必
修
ク
ラ
ブ
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
毎
週
ク
ラ
ブ
の
時
間
に
練
習

し
て
い
る
。
指
導
・
世
話
は
人
形
芝
居
保
存
会
か
ら
の
指
導
者
と
、
顧
問
の
教
員
が
行
な
っ

て
い
る
。
練
習
は
春
か
ら
七
月
頃
に
か
け
て
は
週
に
一
回
保
存
会
か
ら
講
師
を
招
い
て
行
な

い
、
夏
休
み
か
ら
九
月
の
祭
礼
の
日
ま
で
は
、
集
中
的
に
練
習
が
な
さ
れ
て
い
る
。
保
存
会

が
行
な
う
人
形
芝
居
は
三
味
線
・
浄
瑠
璃
を
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
頼
っ
て
い
る
が
、
生
徒
達
は

人
形
操
作
の
み
な
ら
ず
、
三
味
線
や
語
り
の
練
習
も
行
な
っ
て
お
り
、
中
学
校
の
文
楽
ク
ラ

ブ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
練
習
を
積
み
重
ね
た
結
果
と
し
て
祭
礼
日
の
公

演
時
に
は
す
べ
て
中
学
生
の
手
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
る
。

保
存
会
と
子
供
達
の
関
わ
り

生
徒
た
ち
は
小
学
校
で
の
人
形
劇
の
経
験
を
経
て
、
中
学
校
で
も
文
楽
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
、

人
形
芝
居
に
親
し
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
中
で
よ
り
人
形
芝
居
に
興
味
を
持
っ
た
者
が
中
学
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校
の
文
楽
ク
ラ
ブ
で
演
じ
る
の
と
同
時
に
保
存
会

に
も
所
属
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
も
そ
う
し
た
生

徒
が
何
名
か
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
学
校
の

ク
ラ
ブ
で
演
じ
な
が
ら
、
同
時
に
保
存
会
に
所
属

す
る
生
徒
は
保
存
会
で
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
と
な

っ
て
い
る
。

安
乗
の
人
形
芝
居
保
存
会
の
中
で
人
形
の
遣
い

手
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
遣
い

手
の
半
数
以
上
を
占
め
る
保
存
会
の
青
少
年
部
で

あ
る
。
し
か
し
、
青
少
年
部
の
メ
ン
バ
ー
も
高
校
、

高
専
の
学
生
は
学
業
上
、
距
離
的
な
理
由
か
ら
中

学
生
よ
り
も
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、中
学
生
は
一
般
の
演
目
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

祭
礼
日
に
舞
わ
れ
る
「
三
番
叟
」
に
も
一
部
参
加

し
て
お
り
、
彼
ら
の
存
在
抜
き
で
は
人
形
芝
居
の

上
演
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
保
存
会
の
大
人
も
自
ら
が
演
じ
る
こ

と
に
加
え
、
人
形
の
操
作
指
導
に
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
人
形
芝
居
を
長
年
行
な
い
、
芸
能

と
し
て
の
人
形
芝
居
を
熟
知
し
て
い
る
積
極
的
な

人
物
が
普
段
の
練
習
の
時
に
も
常
に
存
在
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
遣
い
手
は
祭
礼
本
番
に
浴
び
る
観

客
か
ら
の
視
線
の
み
な
ら
ず
、
芸
能
を
熟
知
し
た

人
物
の
視
線
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
に
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
の
関
係
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。芸
能
は
見
る
対
象
が
あ
っ
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
こ

と
か
ら
、
長
年
伝
統
芸
能
に
携
わ
っ
た
者
の
厳
し

い
「
観
客
」
の
「
目
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
遣
い
手
が
成
長
す
る
こ
と
に
な
る
。

保
存
会
の
中
学
生
が
人
形
芝
居
の
伝
承
者
と
し
て
、
そ
れ
に
人
形
芝
居
に
積
極
的
な
保
存

会
員
の
指
導
が
セ
ッ
ト
さ
れ
る
こ
と
で
、「
地
元
の
中
学
生
が
伝
統
的
な
人
形
芝
居
を
伝
承

し
て
い
く
」
と
い
う
構
図
が
生
み
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

地
域
文
化
は
そ
の
地
域
の
住
民
の
も
の
で
あ
り
、
住
民
の
主
体
的
な
判
断
、
積
極
的
な
行

動
に
よ
っ
て
地
域
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
、
文
化
の
創
造
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
の
た
め
に
学
校
教

育
が
果
す
機
能
は
、
学
習
活
動
に
よ
る
地
域
の

人
づ
く
り
を
通
じ
て
人
々
の
力
を
結
集
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。

安
乗
の
人
形
芝
居
は
伝
承
の
担
い
手
と
し
て
、

安
乗
小
学
校
子
ど
も
文
楽
ク
ラ
ブ
、
安
乗
中
学

校
文
楽
ク
ラ
ブ
、
安
乗
人
形
芝
居
保
存
会
の
三

つ
の
主
体
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
学
校
教
育

の
中
で
の
伝
承
活
動
と
人
形
芝
居
保
存
会
に
よ

る
伝
承
と
い
う
担
い
手
へ
の
二
つ
の
方
法
が
あ

り
、
安
乗
地
区
と
い
う
村
落
共
同
体
内
で
そ
の

機
能
が
確
立
し
て
い
る
。
学
校
で
の
連
続
的
な

伝
承
活
動
は
地
域
社
会
の
中
に
民
俗
芸
能
伝
承

の
世
界
を
受
け
入
れ
る
土
壌
を
根
付
か
せ
、
そ

う
し
た
土
壌
で
の
学
校
教
育
と
指
導
者
の
連
携

は
民
俗
芸
能
伝
承
活
動
を
よ
り
活
発
に
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
安
乗
の
場
合
、
学
校
へ
派
遣
さ

れ
る
指
導
者
が
保
存
会
で
指
導
に
あ
た
る
人
物

と
同
じ
で
あ
り
、
保
存
会
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー

が
同
時
に
中
学
校
で
も
活
躍
し
て
い
る
こ
と
は

技
術
習
得
者
か
ら
の
厳
し
い
指
導
が
得
ら
れ
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
。
つ
ま
り
、
安
乗
の
人
形

芝
居
の
伝
承
は
安
乗
と
い
う
ひ
と
つ
の
共
同
体

内
で
、
学
校
教
育
の
民
俗
芸
能
伝
承
活
動
を
下

地
と
し
、
そ
こ
で
技
術
を
習
得
し
た
者
が
保
存

会
に
入
る
と
い
う
技
術
の
習
得
過
程
を
も
っ
た

民
俗
芸
能
伝
承
の
様
式
が
大
き
な
特
徴
と
思
わ

れ
る
。

こ
う
し
た
安
乗
の
事
例
は
学
校
に
お
け
る
郷
土
芸
能
の
伝
承
活
動
の
あ
り
方
、
地
域
社
会

に
お
け
る
郷
土
芸
能
の
伝
承
活
動
の
あ
り
方
を
考
え
、
地
域
社
会
・
学
校
教
育
と
の
連
携
の

中
で
民
俗
芸
能
伝
承
を
行
な
っ
て
い
く
た
め
の
ひ
と
つ
の
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
な
か
い
　
あ
つ
ひ
と
）

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

社
会
学
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は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
政
治
の
中
心
で
大
量
消
費
都
市
で
あ
る
江

戸
と
、
経
済
的
先
進
地
で
あ
る
大
坂
を
始
め
西
国
諸
国
と

を
結
ぶ
航
路
は
廻
船
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た
。
志
摩
の

諸
港
は
そ
の
航
路
上
に
あ
り
、
最
も
危
険
な
海
域
と
さ
れ

る
熊
野
灘
と
遠
州
灘
の
中
間
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
地
理
的
条
件
に
加
え
、
リ
ア
ス
式
海
岸
で
数
多
く
の

良
港
を
有
し
て
い
た
た
め
、
風
待
ち
・
日
和
待
ち
の
廻
船

の
寄
港
が
多
く
、
避
難
港
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
。

こ
こ
で
は
熊
野
灘
（
特
に
志
摩
地
域
）
の
海
運
に
つ
い

て
理
解
す
る
た
め
、
当
地
域
で
発
生
し
た
難
船
事
故
に
つ

い
て
数
的
な
分
析
を
行
い
、
志
摩
の
地
に
お
い
て
難
船
は

い
か
な
る
問
題
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
。
難
船
の
中
で

も
、
最
も
幕
府
が
重
視
し
、
厳
し
い
対
応
を
求
め
た
の
が

幕
府
の
年
貢
米
を
移
送
す
る
御
城
米
船
の
取
り
扱
い
で
あ

っ
た
。
御
城
米
船
の
難
船
に
は
、
在
地
に
常
駐
し
た
幕
府

の
御
城
米
役
人
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
志
摩

の
特
徴
と
し
て
安
乗
浦
に
こ
の
御
城
米
役
人
が
設
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
安
乗
の
御
城
米
役
人
の
手

記
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
る
こ
と
に

す
る
。

一
、
熊
野
灘
に
お
け
る
難
船

近
世
熊
野
灘
に
お
け
る
海
難
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
総

数
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
管
見
の
限
り
で
全
て

の
事
例
を
示
し
て
み
た
い
。

近
世
熊
野
灘
に
お
い
て
遭
難
し
た
も
の
と
、
他
地
域
で

遭
難
し
熊
野
灘
沿
岸
に
流
れ
着
い
た
難
船
数
に
つ
い
て
総

計
す
る
と
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
か
ら
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
に
至
る
二
三
二
年
間
で
六
三
四
件
も
の
海

難
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
間
に
も
記
録
の

欠
け
て
い
る
も
の
や
未
見
の
も
の
が
あ
り
、
年
数
な
ど
か

ら
勘
案
す
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
倍
を
上
ま
わ
る
数

の
海
難
事
故
が
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
そ
の
遭
難
場
所
に
つ
い
て
、
詳
細
な
情
報
が
得

ら
れ
る
尾
鷲
組
大
庄
屋
文
書
（
尾
鷲
市
郷
土
資
料
室
所
蔵
）

よ
り
見
て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
が
熊
野
灘
、
次
い
で
大

王
崎
、
三
輪
崎
、
贄
沖
と
続
く
（
表
１
）。
熊
野
灘
・
遠
州

灘
と
い
っ
た
遭
難
箇
所
を
特
定
で
き
な
い
も
の
を
除
く
と
、

熊
野
灘
に
お
け
る
難
船
は
、
大
王
崎
で
遭
難
す
る
も
の
が

最
も
多
く
、
全
体
の
約
一
割
を
占
め
る
。
古
く
か
ら
志
摩

沖
は
海
の
難
所
が
多
く
、
特
に
大
王
崎
は
風
波
が
荒
く
、

難
船
の
メ
ッ
カ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
数
量
的
に
も

そ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

難
破
し
た
船
を
船
籍
国
別
に
わ
け
る
と
、
摂
津
が
一
五

一
件
、
紀
伊
が
一
五
一
件
、
尾
張
が
一
一
七
件
、
淡
路
が

三
五
件
と
続
く
（
表
２
）。
大
坂
に
は
全
国
各
地
か
ら
商
品

が
集
ま
り
、
木
綿
や
油
な
ど
日
用
品
を
江
戸
へ
輸
送
す
る

た
め
、
大
坂
周
辺
の
廻
船
が
雇
わ
れ
た
。
ま
た
紀
伊
に
は
、

比
井
・
日
高
・
富
田
を
拠
点
と
す
る
紀
州
廻
船
が
存
在
し
、

江
戸
中
期
以
降
は
菱
垣
・
樽
廻
船
と
し
て
、
江
戸
―
大
坂

間
の
輸
送
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
摂
津
・
紀
伊
の
船

籍
が
多
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

数
と
し
て
は
多
く
な
い
が
、
九
州
や
石
見
の
よ
う
に
日
本

海
側
の
船
籍
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

発
生
件
数
を
時
代
別
に
見
て
み
る
。
寛
永
一
六
（
一
六

三
九
）
年
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
ま
で
を
一
〇
年

ご
と
に
区
切
り
、
そ
の
件
数
を
ま
と
め
る
と
、
享
和
三

（
一
八
〇
三
）
年
ま
で
は
一
〇
年
間
で
三
〇
件
を
超
え
る
こ

と
が
な
か
っ
た
が
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
か
ら
の
一
〇

年
間
で
は
七
八
件
と
急
激
に
増
加
し
、
そ
の
後
幕
末
に
近

づ
く
に
つ
れ
発
生
件
数
が
増
加
し
て
い
る
（
表
３
）。

積
荷
に
つ
い
て
は
、
商
人
荷
物
が
大
半
を
占
め
る
が
、

御
城
米
船
・
廻
米
船
の
難
船
も
見
ら
れ
る
。
御
城
米
船
の

移
送
に
は
当
時
第
一
級
の
廻
船
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
だ

が
尾
鷲
組
大
庄
屋
文
書
中
で
難
船
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る

一
〇
三
件
の
う
ち
、
御
城
米
船
の
事
例
は
一
一
件
を
占
め
、

こ
れ
は
決
し
て
少
な
い
数
と
は
い
え
な
い
。

熊
野
灘
沿
岸
で
難
破
し
た
御
城
米
船
は
ど
こ
か
ら
幕
府

年
貢
米
を
積
ん
で
江
戸
に
向
か
っ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
城

米
の
出
国
か
ら
み
る
と
、
美
作
・
越
後
・
陸
奥
・
摂
津
・

丹
後
・
播
磨
・
豊
前
・
備
前
・
出
羽
と
い
う
よ
う
に
、
中

国
地
方
・
日
本
海
沿
岸
・
九
州
な
ど
西
廻
り
航
路
の
地
域

か
ら
積
み
出
さ
れ
て
い
る
。

輸
送
に
あ
た
っ
た
船
籍
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
摂

津
・
紀
伊
・
伊
予
・
讃
岐
・
陸
奥
と
な
る
。
特
に
摂
津
の

中
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
船
が
大
坂
の
廻
船
で
あ
る
。

さ
ら
に
廻
船
の
規
模
に
つ
い
て
、
反
帆
数
・
乗
組
員

数
・
城
米
積
荷
高
か
ら
見
て
い
く
。
ま
ず
反
帆
数
に
つ
い

て
み
る
と
、
一
八
反
帆
か
ら
二
八
反
帆
の
船
が
御
城
米
輸

送
に
あ
た
っ
て
お
り
、
一
一
艘
の
内
七
艘
が
二
八
反
帆
の

大
規
模
な
廻
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
乗
組
員
に
つ

い
て
も
一
一
人
乗
か
ら
二
一
人
乗
と
い
う
よ
う
に
、
全
て

一
〇
人
以
上
の
乗
組
員
で
あ
っ
た
。
城
米
積
荷
高
に
つ
い

て
み
る
と
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
以
降
は
、
全
て
一

〇
〇
〇
石
を
超
す
も
の
で
あ
り
、
幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
、

御
城
米
船
の
規
模
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
、
難
船
の
処
理

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
難
船
に
は
、
偽
装
難
船
を
装
っ

た
り
、
積
荷
を
盗
み
取
る
抜
荷
な
ど
の
不
正
が
し
ば
し
ば

伴
っ
た
。
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
に
御
城
米
船
の
偽
装

難
船
に
か
か
わ
り
、
そ
の
積
荷
米
を
地
元
民
が
横
領
し
、

志摩における
難船と
その処理
長縄　智美

三
重
の

文
化
と

社
会
●
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取
り
調
べ
に
来
た
幕
府
役
人
を
殺
害
す
る
事
件
に
ま
で
発

展
し
た
波
切
騒
動
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
話
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
正
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
難
船
の
処
理

に
は
幕
府
よ
り
厳
重
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
特
に
幕
府

の
年
貢
米
を
移
送
す
る
御
城
米
船
の
場
合
に
は
、
一
般
の

廻
船
よ
り
も
厳
重
に
調
査
が
行
わ
れ
、
難
船
記
録
も
膨
大

な
量
で
あ
っ
た
。

御
城
米
船
の
難
船
処
理
に
あ
た
る
御
城
米
役
人
は
、
全

国
の
要
所
と
さ
れ
る
浦
村
に
設
置
さ
れ
、
御
城
米
輸
送
の

取
り
締
ま
り
と
監
督
に
あ
た
っ
た
。
熊
野
灘
沿
岸
に
は
、

紀
州
周
参
見
浦
・
勢
州
慥
柄
浦
・
志
州
安
乗
浦
の
三
ヶ
所

に
御
城
米
役
人
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
安
乗
の
三
代
目
御

城
米
役
人
を
務
め
た
三
橋
安
兵
衛
が
書
い
た
「
懐
中
覚
」

と
い
う
手
記
か
ら
、
御
城
米
役
人
の
職
責
と
活
動
に
つ
い

て
見
て
い
く
。「
懐
中
覚
」
は
現
在
そ
の
原
本
の
所
在
が
確

認
で
き
な
い
が
、
海
の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
中
田
四
朗

氏
の
未
発
表
原
稿
に
、
そ
の
大
部
分
が
翻
刻
し
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
元
に
記
述
す
る
。

元
禄
一
〇
（
一
六
九
七
）
年
、
御
城
米
役
人
に
任
じ
ら

れ
た
三
橋
安
兵
衛
は
、
そ
の
重
責
ゆ
え
、
幕
府
の
御
城
米

船
に
関
す
る
規
定
に
精
通
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
懐
中
覚
」

に
は
、
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）
年
二
月
、
御
城
米
船
に

乗
船
す
る
船
頭
・
水
主
・
上
乗
に
対
し
て
出
さ
れ
た
「
船

中
御
条
目
」
と
よ
ば
れ
る
定
な
ど
、
諸
規
定
が
採
集
さ
れ

て
い
る
。

三
橋
安
兵
衛
が
御
城
米
役
人
と
し
て
最
初
に
関
わ
っ
た

難
船
事
故
は
、
就
任
後
僅
か
四
か
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

元
禄
一
一
（
一
六
九
八
）
年
三
月
、
筑
前
国
今
井
九
右
衛

門
代
官
所
の
年
貢
米
を
積
ん
だ
御
城
米
船
が
石
鏡
村
沖
の

石
鏡
島
に
激
突
し
、
積
米
は
全
て
海
中
に
沈
ん
だ
。
石
鏡

村
の
村
役
人
か
ら
報
告
を
受
け
た
三
橋
安
兵
衛
は
直
ち
に

現
地
に
向
か
い
、
鳥
羽
役
人
ら
と
と
も
に
事
情
聴
取
を
行

っ
た
。
海
中
に
沈
ん
だ
御
城
米
に
つ
い
て
は
、
計
七
日
間

で
延
べ
人
数
五
三
三
二
名
が
関
わ
り
、
大
捜
索
が
行
わ
れ

た
。
引
き
揚
げ
ら
れ
た
米
は
、
濡
米
と
な
っ
た
た
め
、
再

積
し
江
戸
へ
廻
送
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
三

橋
安
兵
衛
は
、
鳥
羽
領
・
神
領
山
田
河
崎
・
紀
州
慥
柄

浦
・
尾
鷲
浦
近
辺
ま
で
入
札
の
触
れ
を
出
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
幕
府
法
に
よ
り
海
辺
沿
岸
の
浦
村
に
対
し

て
、
難
船
の
救
助
が
義
務
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
救
護
・

処
理
費
は
、
御
城
米
船
の
場
合
、
す
べ
て
入
津
浦
の
負
担

で
あ
っ
た
。
商
船
の
場
合
は
、
船
主
・
船
頭
・
船
問
屋
・

荷
主
の
弁
償
で
あ
っ
た
が
、
救
助
に
従
事
し
た
人
々
が
相

応
の
報
酬
を
得
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。
む
し
ろ
浦
村
に
と
っ
て
は
負
担
と
な
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
難
船
事
故
が
発
生
し
救

助
が
求
め
ら
れ
る
と
、
瀬
元
な
ら
び
に
近
隣
諸
浦
は
一
時

漁
を
中
止
し
、
要
請
が
あ
れ
ば
漂
流
物
の
捜
索
に
あ
た
る

義
務
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
漁
民
た
ち
は
生
業
で
あ
る
漁

業
も
行
え
な
い
た
め
、
日
常
生
活
に
大
き
な
支
障
を
き
た

し
た
で
あ
ろ
う
。
大
王
崎
な
ど
海
の
難
所
と
さ
れ
る
箇
所

が
多
い
志
摩
の
諸
浦
に
と
っ
て
、
難
船
は
大
き
な
負
担
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
謝
辞
）
貴
重
な
資
料
の
利
用
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
海
の

博
物
館
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
な
が
な
わ
　
と
も
み
）

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻

日
本
近
世
史

【表1 遭難場所】

【表3 遭難年代別】

【表2 船籍国別】

遭難場所　　　件　数

熊野灘 54

大王崎 39

三輪崎 23

贄 21

九木 21

遠州灘 14

御浜 14

新宮 12

長島 10

宇久井浦 8

御前崎 7

三木崎 7

礫 6

潮岬 6

阿曽浦 5

その他 149

計 396

年　代　　　　　　　　　 件　数

寛永16（1639）年～慶安2（1649）年 2

慶安3（1650）年～万治3（1660）年 4

寛文1（1661）年～寛文11（1671）年 5

寛文12（1672）年～天和2（1682）年 5

天和3（1683）年～元禄6（1693）年 1

元禄7（1694）年～宝永1（1704）年 7

宝永2（1705）年～正徳5（1715）年 3

享保1（1716）年～享保11（1726）年 9

享保12（1727）年～元文2（1737）年 5

元文3（1738）年～寛延1（1748）年 3

寛延2（1749）年～宝暦9（1759）年 11

宝暦10（1760）年～明和7（1770）年 5

明和8（1771）年～天明1（1781）年 11

天明2（1782）年～寛政4（1792）年 13

寛政5（1793）年～享和3（1803）年 23

文化1（1804）年～文化11（1814）年 78

文化12（1815）年～文政8（1825）年 34

文政9（1826）年～天保7（1836）年 74

天保8（1837）年～弘化4（1847）年 93

嘉永1（1848）年～安政5（1858）年 99

安政6（1859）年～明治4（1871）年 149

計 634

船籍国　　　　　　件　数

摂津（兵庫・大坂） 151

紀伊（和歌山・三重） 151

尾張（愛知） 117

淡路（兵庫） 35

遠江（静岡） 29

伊勢（三重） 23

阿波（徳島） 16

伊豆（静岡） 16

三河（愛知） 16

讃岐（香川） 10

志摩（三重） 6

武蔵（東京） 5

周防（山口） 5

駿河（静岡） 5

薩摩（鹿児島） 3

豊前（福岡・大分） 3

伊予（愛媛） 3

播磨（兵庫） 3

備前（兵庫・岡山） 2

安芸（広島） 2

日向（宮崎） 2

和泉（大阪） 2

土佐（高知） 2

筑前（福岡） 2

備中（岡山） 2

陸奥（宮城） 1

能登（石川） 1

備後（広島） 1

豊後（大分） 1

石見（島根） 1

筑後（福岡） 1

肥前（佐賀・長崎） 1

その他（不明など） 16

計 634
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一
、
カ
ン
コ
踊
り
と
さ
さ
ら
踊
り

志
摩
地
方
で
は
、
念
仏
行
事
に
様
々
な
芸
能
要
素
が
加
わ
っ
て
華
や
か
な
も
の

に
進
展
し
た
も
の
が
い
く
つ
も
存
在
し
、
そ
こ
に
は
上
方
文
化
の
伝
播
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
念
仏
行
事
の
一
つ
と
し
て
「
カ
ン
コ
踊
り
」
が
存
在

す
る
が
、
時
の
流
れ
、
そ
の
土
地
に
よ
っ
て
踊
り
や
舞
、
衣
装
が
変
化
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
俗
芸
能
の
う
ち
で
も
「
風
流
」
に
属
す
る
。

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
太
鼓
踊
り
の
系
列
に
入
る
念
仏
踊
り
で
あ
り
、

新
仏
供
養
の
大
念
仏
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
の
目
的
は
未
熟
な
魂
に
対
す
る

霊
魂
鎮
送
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
般
的
な
「
カ
ン
コ
踊
り
」
の
特
徴
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
鬼
面
の
よ
う
な
も

の
を
か
ぶ
り
、
胸
に
カ
ン
コ
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
、
両
手
に
は
ば
ち
を
持
ち
、
赤
青
、

白
の
だ
ん
だ
ら
模
様
の
衣
装
で
、
背
中
に
は
シ
ャ
ゴ
マ
（
一
メ
ー
ト
ル
半
く
ら
い

の
棒
に
シ
テ
を
つ
け
た
も
の
）
を
背
負
う
と
い
っ
た
い
で
た
ち
で
あ
る
。
儀
礼
で

は
、
太
鼓
・
ほ
ら
貝
・
鉦
に
合
わ
せ
て
激
し
く
飛
び
回
る
の
で
あ
る
。

志
摩
半
島
東
部
に
多
く
分
布
す
る
こ
の
踊
り
も
、
こ
の
地
方
で
は
現
在
、
甲
賀
で

の
み
行
わ
れ
て
い
る
が
、
阿
児
町
の
立
神
地
区
に
お
い
て
は
、
さ
さ
ら
踊
り
の
中

で
、
大
ざ
さ
ら
・
小
ざ
さ
ら
の
輪
の
内
で
カ
ン
コ
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
大
念
仏
・
さ
さ
ら
踊
り
・
カ
ン
コ
踊
り
の
三
つ
が
あ
る
時
代
に
結
束
し
、
盆

行
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
さ
ら
踊
り
の
始
ま
っ
た
起
源
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
道
具
で
あ

る
剣
先
の
銘
が
一
六
八
〇
年
、
赤
熊
の
銘
が
一
八
〇
五
年
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
か
ら
二
一
〇
年
ほ
ど
前
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
さ
さ
ら
の

由
来
は
田
植
え
の
と
き
に
持
っ
た
竹
製
の
楽
器
の
一
種
で
、
後
に
田
楽
に
用
い
ら

れ
た
と
聞
く
。

二
、「
さ
さ
ら
踊
り
」
の
概
要

当
日
の
祭
り
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
午
後
五
時
四
〇
分
に
念
仏
、

午
後
六
時
に
は
「
カ
イ
ネ
ン
ブ
ツ
」
が
唱
え
ら
れ
る
。
後
、
午
後
七
時
二
〇
分
よ

り
「
陣
ば
や
し
」
が
行
わ
れ
、「
立
神
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
さ
さ
ら
踊
り

の
行
わ
れ
る
薬
師
堂
へ
と
行
進
を
す
る
の
で
あ
る
。
薬
師
堂
に
到
着
す
る
と
、
午

後
八
時
よ
り
さ
さ
ら
踊
り
が
舞
わ
れ
、
午
後
十
時
頃
に
終
了
す
る
。
八
月
一
四
日

の
み
、
最
初
に
出
立
ち
の
式
と
し
て
「
宿
払

や
ど
ば
ら

い
」
が
行
わ
れ
る
。「
宿
払
い
」
の

踊
り
は
「
陣
ば
や
し
」
と
同
じ
で
あ
る
。

さ
さ
ら
踊
り
は
、
大
正
時
代
ま
で
は
有
力
な
資
産
家
の
「
新
亡
者

し
ん
ぼ
う
し
ゃ

」
が
あ
っ
た

と
き
に
行
わ
れ
て
い
た
と
聞
く
。
新
亡
者
と
は
こ
の
地
区
独
特
の
表
現
で
あ
り
、

八
月
七
日
ま
で
に
亡
く
な
っ
た
人
を
指
し
て
い
る
。
現
在
の
さ
さ
ら
踊
り
は
、
盆

に
当
た
る
八
月
一
四
、
一
五
の
二
日
間
に
行
わ
れ
る
が
、
一
四
日
は
新
亡
者
、
一

五
日
は
過
去
五
年
間
の
亡
者
の
た
め
の
供
養
を
行
っ
て
い
る
。

現
在
、「
陣
ば
や
し
」
は
経
験
者
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
練
習
は
本
番
前
に
一

立神地区の
ささら踊り
について
阿部　ゆき美
及川　陽子
大西　裕美
林田　恵利

三
重
の

文
化
と

社
会
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度
行
う
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
さ
ら
踊
り
は
五
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
が
、
陣
ば

や
し
は
保
存
会
会
長
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
遺
族
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
な

ど
に
、
供
養
の
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。「
陣
ば
や
し
」
を
行
う
か
ど
う

か
は
、
毎
年
一
回
行
わ
れ
る
役
員
会
議
の
と
き
に
決
定
さ
れ
る
と
聞
く
。

「
陣
ば
や
し
」
は
次
の
よ
う
に
分
担
さ
れ
て
い
る
。
露
払

つ
ゆ
は
ら
い

（
二
名
、
裃
姿
）、
張

抜
（
木
刀
に
つ
ば
の
つ
い
た
灯
篭
状
の
も
の
）
を
持
つ
張
抜

つ
ば
ち
ょ
う
ち
ん（

二
名
、
白
衣
に
肩

衣
装
）、
高
張
提
灯
を
持
つ
高
張
提
灯
（
二
名
、
裃
姿
）、
大
提
灯
を
持
つ
提
灯

（
四
名
、
裃
姿
）、
姿
傘
福
（
四
名
、
裃
姿
、
傘
福
と
は
、
番
傘
の
柄
を
長
く
し
て

白
い
布
を
周
り
に
つ
け
た
も
の
で
、
亡
く
な
っ
た
人
の
遺
品
を
下
げ
る
の
に
使
わ

れ
る
）、
大
童

お

お

ど

（
一
名
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
。
ケ
ン
サ
キ
と
呼
ば
れ
る
剣
先
上
の

板
を
袖
に
く
る
み
右
肩
に
負
い
、
左
脇
に
大
鼓

お

お

ど

を
持
つ
）、
小
童

こ

ど

（
一
名
、
待
烏

帽
子
を
か
ぶ
り
、
小
鼓
を
持
つ
）、
太
鼓
（
一
名
、
白
衣
に
肩
衣
装
で
官
笠
を
か

ぶ
り
、
締
め
太
鼓
を
つ
け
る
）、
笛
吹
（
二
名
、
白
衣
に
肩
衣
装
を
着
る
）、
太
夫

（
二
名
、
白
衣
に
肩
衣
装
で
、
念
仏
歌
を
歌
う
）。

大
童
・
小
童
が
持
つ
大
鼓
・
小
鼓
は
実
際
に
は
打
た
な
い
。
ま
た
、
大
童
と
小

童
は
身
長
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
若
者
で
身
長
の
高
い
人
が
大
童
、

低
い
人
が
小
童
に
選
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
太
鼓
は
、
本
来
は
太
鼓
持
と
太
鼓
打
に

分
か
れ
て
い
た
。
全
体
の
リ
ー
ド
役
な
の
で
、
芸
心
の
あ
る
人
が
選
ば
れ
て
い
る

と
聞
く
。

「
陣
ば
や
し
」
の
踊
り
は
大
童
と
小
童
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
太
鼓
が
前
奏
で

打
た
れ
、
そ
の
拍
子
に
あ
わ
せ
て
念
仏
歌
が
歌
わ
れ
、
大
童
は
「
イ
ヤ
ー
」「
ハ

ア
ー
」、
小
童
は
「
ホ
ウ
ホ
ウ
ホ
ウ
」
と
掛
け
声
を
掛
け
る
。
そ
し
て
、
楽
器
を

打
ち
つ
つ
、
前
に
か
が
ん
で
は
大
き
く
の
け
ぞ
る
動
作
を
繰
り
返
し
行
い
、
他
の

全
員
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
物
を
上
下
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
所

作
の
途
中
で
、
念
仏
歌
一
番
の
最
後
の
念
仏
か
ら
笛
が
入
る
と
と
も
に
踊
は
中
止

さ
れ
、
全
員
が
そ
ろ
っ
て
「
エ
イ
ヤ
ー
、
ハ
ア
ー
ハ
ア
ー
」
と
掛
け
声
を
掛
け
な

が
ら
前
進
す
る
。
念
仏
歌
二
番
も
同
様
に
繰
り
返
し
た
あ
と
、
全
員
が
膝
を
つ
い

た
姿
勢
に
な
り
、
新
亡
者
に
「
ナ
ミ
ア
ム
ダ
ブ
ツ
」
と
回
向
し
て
終
了
す
る
の
で

あ
る
。

踊
り
そ
の
も
の
は
単
純
だ
が
、
行
進
形
の
踊
り
の
形
態
、
大
童
・
小
童
が
太
鼓

の
拍
子
に
合
わ
せ
て
掛
け
合
う
よ
う
に
踊
る
独
特
の
動
き
に
大
き
な
特
徴
が
見
ら

れ
る
。

こ
の
陣
ば
や
し
の
後
に
行
わ
れ
る
さ
さ
ら
踊
り
は
、
カ
ン
コ
打
ち
（
三
名
、
壮

年
男
性
）、
棒
振
り
（
二
名
、
青
年
男
性
）、
音
頭
と
り
（
二
な
い
し
三
名
、
青
年

男
性
）、
山
伏
（
三
名
、
中
老
男
性
）、
貝
吹
き
（
二
名
、
青
年
男
性
）、
大
ざ
さ
ら

（
九
〜
一
二
名
、
小
学
生
男
子
）、
小
ざ
さ
ら
（
三
六
名
、
小
学
生
男
子
）
の
各
役

か
ら
成
っ
て
い
る
。
踊
り
の
順
番
は
打
ち
込
み
、
綾
お
り
、
長
拍
子
、
コ
キ
リ
コ

（
ま
た
の
名
称
を
三
拍
子
）、
吹
き
踊
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
現
在
は
さ
さ
ら
踊
り
と
総
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ

も
、
陣
ば
や
し
と
さ
さ
ら
踊
り
は
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
儀
礼
が
持
つ
意
味
も
異
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
後

述
す
る
「
さ
さ
ら
踊
り
保
存
会
」
の
結
成
後
、
と
も
に
「
さ

さ
ら
踊
り
」
と
い
う
行
事
の
中
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
陣
ば
や
し
」
は
「
地ぢ

ば
や
し
」
の
訛
っ
た
も

の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）
年
以
前

か
ら
「
地
ば
や
し
」
は
行
わ
れ
て
お
り
、
精
霊
供
養
の
踊
り

と
し
て
近
村
に
出
か
け
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸

初
期
に
は
す
で
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
地
ば
や
し
」
は
囃
子
の
意
味
と
思
わ
れ
る
が
、
囃
子
物
と
は
、

笛
・
鼓
・
太
鼓
な
ど
で
は
や
し
な
が
ら
歌
舞
・
物
真
似
（
も

の
ま
ね
）
な
ど
を
行
う
中
世
の
芸
能
で
、「
地
ば
や
し
」
は
中

世
的
な
囃
子
物
の
流
れ
を
示
す
物
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ

の
芸
能
は
、
踊
り
子
が
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
を
自
ら
打
ち
踊
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
「
地
ば
や
し
」
と
よ
く
似
た

芸
能
に
、
滋
賀
県
守
山
市
の
小
津
神
社
祭
礼
を
中
心
に
分
布

す
る
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
ケ
ン
ケ
ト
踊
」
が
あ
る
。

陣ばやしの様子

少ざさらの様子
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三
、
だ
れ
が
祭
り
を
支
え
る
の
か

こ
こ
で
は
、
さ
さ
ら
踊
り
を
下
支
え
し
て
い
る
保
存
会
の
役
割
に
、
ま
ず
注
目

し
た
い
。

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
に
「
さ
さ
ら
踊
り
保
存
会
」
が
有
志
に
よ
っ
て
結
成

さ
れ
た
。
以
降
、
予
算
等
の
関
係
か
ら
五
年
に
一
度
、
さ
さ
ら
踊
り
は
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
に
は
自
治
会
で
寄
付
金

を
集
め
、
祭
り
を
運
営
し
て
い
る
。
保
存
会
の
主
な
活
動
と
し
て
は
道
具
の
虫
干

し
の
ほ
か
、
一
年
に
一
度
、
陣
ば
や
し
を
そ
の
年
に
行
う
か
ど
う
か
決
定
す
る
た

め
の
集
会
開
催
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
八
月
現
在
で
、
保
存
会
役
員
の
メ
ン
バ
ー

は
一
三
名
で
男
性
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
女
性
は
今
の
と
こ
ろ
こ
の
祭
り
に

参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
立
神
地
区
の
居
住
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
保

存
会
の
会
員
と
な
っ
て
い
る
。

さ
さ
ら
踊
り
は
、
開
催
前
に
行
わ
れ
る
練
習
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。

練
習
は
毎
年
八
月
七
日
か
ら
農
協
建
物
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二

〇
〇
四
年
は
曜
日
等
の
関
係
か
ら
、
八
月
八
日
午
後
七
時
か
ら
、
練
習
が
開
始
さ

れ
た
。
し
か
し
、
技
術
的
な
難
易
度
が
高
い
「
カ
ン
コ
打
ち
」
と
「
太
夫
」
は
、

そ
れ
よ
り
以
前
の
七
月
二
六
日
よ
り
練
習
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
た
祭
り
開
催
直

前
の
八
月
一
二
日
に
は
、
さ
さ
ら
踊
り
の
会
場
と
な
る
薬
師
堂
で
、
リ
ハ
ー
サ
ル

も
行
わ
れ
た
。
な
お
、
陣
ば
や
し
は
「
立
神
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
薬
師

堂
よ
り
徒
歩
二
分
程
度
の
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
当
日
の
着
替
え
、
記
念
撮
影
等

も
こ
の
「
立
神
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
で
行
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
立
神
地
区
に
は
自
治
会
も
存
在
し
て
お
り
、
回
覧
板
を
ま
わ
し
て

さ
さ
ら
踊
り
が
あ
る
こ
と
を
連
絡
し
た
り
、
子
供
が
踊
り
に
参
加
す
る
か
ど
う
か

聞
い
て
回
る
な
ど
し
て
さ
さ
ら
踊
り
に
関
わ
っ
て
い
る
。
さ
さ
ら
踊
り
で
は
「
小

ざ
さ
ら
」
と
い
う
小
学
生
た
ち
の
役
割
も
あ
る
が
、
両
親
が
保
存
会
に
入
っ
て
い

な
く
て
も
、
子
供
は
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
治
会
、
保

存
会
が
協
力
し
て
、
当
日
の
会
場
の
準
備
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
新
し
く
立
神
地
区
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
が
祭
り
に
参
加

す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
存
会
へ
の
新
規
入
会
者
は
少
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。

四
、
舞
う
ひ
と
び
と

最
後
に
、
陣
ば
や
し
出
演
者
名
一
覧
表
と
さ
さ
ら
踊
り
出
演
者
一
覧
表
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
人
が
舞
っ
て
い
る
の
か
分
析
し
て
い
き
た
い
。

図
１
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
陣
ば
や
し
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
何
回
参
加
し
た

の
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
一
度
だ
け
陣
ば
や
し
に
参
加
し
た
人
は

三
四
名
だ
が
、
複
数
回
参
加
し
て
い
る
人
が
一
〇
一
名
に
の
ぼ
り
、
多
く
の
人
が

何
度
も
陣
ば
や
し
で
舞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一

二
回
以
上
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
総
計
で
一
二
名
で
あ
り
、
二
回
よ
り
も
三

回
、
四
回
と
い
う
よ
う
に
、
順
に
参
加
者
数
は
減
少
し
て
い
る
が
、
二
〇
回
参
加

し
た
こ
と
が
あ
る
人
が
二
名
存
在
す
る
。

ま
た
、
図
２
は
過
去
に
行
わ
れ
た
さ
さ
ら
踊
り
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
何
回
参

加
し
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
一
度
だ
け
参
加
し
た
人
は
四
六
名
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
複
数
回
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
四
九
名
で
あ
り
、
多
く
の

人
が
一
度
だ
け
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

図
１
・
２
を
比
べ
て
み
る
と
、
さ
さ
ら
踊
り
よ
り
も
陣
ば
や
し
の
方
に
、
多
く

の
人
が
複
数
回
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
さ
さ
ら
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踊
り
よ
り
も
陣
ば
や
し
の
方
が
役
の
数
が
多
い
、
陣
ば
や
し
の
方
が
実
際
に
行
わ

れ
て
い
る
回
数
が
多
い
（
さ
さ
ら
踊
り
は
五
年
ご
と
の
開
催
だ
が
、
陣
ば
や
し
は

必
ず
し
も
五
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
な
い
）、
さ
さ
ら
踊
り
は
体
力
が
な
い
と
出

来
な
い
役
も
あ
り
、
複
数
回
の
参
加
は
難
し
い
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
さ
ら
踊

り
で
も
っ
と
も
体
力
を
必
要
と
す
る
役
割
と
し
て
、
棒
振
り
と
羯
鼓
が
あ
る
。
過

去
の
棒
振
り
役
は
す
べ
て
、
最
多
で
も
二
回
ま
で
し
か
務
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
、
さ
ら
に
体
力
が
必
要
と
さ
れ
る
羯
鼓
を
三
〜
四
回
務
め
た
人
は
四

名
も
過
去
に
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
四
名
の
う
ち
三
名
は
、
羯
鼓
と
棒
振
り
合
わ

せ
る
と
五
回
も
務
め
て
い
る
。
さ
さ
ら
踊
り
は
五
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
二

五
年
間
も
こ
の
最
も
体
力
が
必
要
と
さ
れ
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

な
ぜ
、
体
力
が
必
要
と
さ
れ
る
役
を
、
特
定
の
人
物
が
二
五
年
間
も
務
め
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
人

手
不
足
も
関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

同
一
年
に
行
わ
れ
た
さ
さ
ら
踊
り
と
陣
ば
や
し
の
参
加
者
の
重
複
状
況
を
表
１

か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
一
九
九
四
・
一
九
九
九
年
の
重
複
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
が
、
一
九
七
〇
年
以
前
に
は
一
九
四
八
年
を
除
く
と
、
毎
回
五
名
程
度
が
陣
ば

や
し
と
さ
さ
ら
踊
り
の
両
方
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
現
在

よ
り
も
昔
の
ほ
う
が
さ
さ
ら
踊
り
と
の
重
複
者
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

よ
り
細
か
く
見
る
と
、
さ
さ
ら
踊
り
の
太
夫
と
陣
ば
や
し
の
張
抜
を
重
複
す
る

場
合
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
昔
か
ら
重
複
す
る
こ
と
が
多
い
役
で

あ
っ
た
と
聞
く
。
太
夫
は
音
頭
を
と
る
人
で
、
張
抜
は
木
刀
に
つ
ば
の
つ
い
た
灯

篭
状
の
も
の
を
持
つ
人
で
あ
り
、
衣
装
も
同
じ
で
よ
い
の
で
重
複
し
て
い
て
も
何

ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
さ
さ
ら
踊
り
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
実
は
、

陣
ば
や
し
は
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
死
亡
者
が
増
え
る
戦
時
中
に
、
さ
さ
ら
踊

り
を
行
う
経
済
的
な
余
裕
が
な
い
も
の
の
、
先
祖
や
死
亡
者
の
供
養
で
あ
る
陣
ば

や
し
は
多
少
無
理
を
し
て
で
も
、
開
催
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

さ
さ
ら
踊
り
と
陣
ば
や
し
の
重
複
者
が
減
っ
て
も
、
依
然
同
じ
人
が
、
さ
さ
ら

踊
り
や
陣
ば
や
し
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
回
参
加
し
て
お
り
、
こ
れ
は
集
落
内
の
人
口

減
少
と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
口
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
今

日
の
日
本
の
状
況
を
考
え
る
と
、
今
後
も
さ
ら
に
人
手
不
足
が
予
想
さ
れ
、
さ
さ

ら
踊
り
全
体
の
役
割
を
満
た
す
た
め
に
は
重
複
し
て
舞
う
人
は
増
加
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。

注：

本
報
告
は
、
人
文
学
部
文
化
学
科
の
「
日
本
地
誌
演
習I

」（
担
当
・
森
正
人
）

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
七
月
二
四
日
に

は
さ
さ
ら
踊
り
保
存
会
へ
聞
き
取
り
調
査
、
二
〇
〇
四
年
八
月
一
四
日
に
は
参
与

観
察
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
四
名
が
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
た
文
章
を
森
正
人
が
加
筆

修
正
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
文
責
は
森
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（
あ
べ
ゆ
き
み
・
お
い
か
わ
よ
う
こ
・
お
お
に
し
ひ
ろ
み
・
は
や
し
だ
え
り
）

人
文
学
部
文
化
学
科
学
生
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年 重複者（人）

1929 8

1933 5

1948 1

1955 4

1959 5

1964 5

1969 4

1971(NHK出演) 0

1974 2

1979 2

1984 3

1989 2

1994 0

1999 0

表１　同一年における
ささら踊りと陣ばやしの
重複状況

人  

数 

回  数 

1 2 3 4 5 6 7
0

10

20

30

40

50
46

27

7 6
4

2

3

図2 ささら踊りに参加した回数
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市
町
村
の
規
模
と
合
併
問
題
の
関
連

一
九
九
七
年
七
月
に
地
方
分
権
一
括
法
が
成
立

し
、
合
併
特
例
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
八
月
に
当
時
の
自
治
省
が
「
市
町
村
の
合
併
の

推
進
に
つ
い
て
の
指
針
」
を
出
し
、
二
〇
〇
〇
年
一

二
月
に
は
政
府
の
「
行
政
改
革
大
綱
」
に
お
い
て

“市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
一
〇
〇
〇
”
と
す

る
数
値
目
標
を
明
確
に
し
た
。
現
状
で
は
約
三
〇
〇

〇
の
自
治
体
が
存
在
す
る
か
ら
三
分
の
一
以
下
と
い

う
か
な
り
ス
ト
レ
ッ
チ
な
数
字
で
あ
る
。
そ
れ
は
市

町
村
の
平
均
人
口
が
一
二
万
人
を
超
え
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
日
本
の
市
町
村
の
平
均
人
口
は
現
状
で
は

約
四
万
人
で
あ
る
が
、
世
界
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み

る
と
イ
ギ
リ
ス
に
次
い
で
大
き
い
。
も
ち
ろ
ん
、
国

家
の
仕
組
み
や
国
土
の
大
き
さ
、
人
口
規
模
、
さ
ら

に
は
自
治
体
の
役
割
が
異
な
る
か
ら
一
概
に
は
比
較

で
き
な
い
が
、
決
し
て
小
規
模
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
中
央
集
権
国
家
の
典
型
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は

約
一
六
〇
〇
人
が
基
礎
的
自
治
体
の
平
均
人
口
で
あ

り
、
福
祉
国
家
の
代
表
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
三

万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。(

表
一
参
照)

さ
て
、
そ
れ
で
は
合
併
す
れ
ば
本
当
に
効
率
的
な

地
方
行
政
が
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
一
は
一

人
当
た
り
歳
出
額
と
人
口
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
確
か
に
人
口
五
万
人
程
度
ま
で
は
人

口
が
増
え
る
ほ
ど
一
人
当
た
り
の
歳
出
額
は
小
さ
く

な
り
経
営
効
率
は
向
上
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に

小
規
模
自
治
体
の
合
併
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
顕

著
で
あ
る
。「
最
小
都
市
規
模
と
い
う
閾
値
を
超
え

れ
ば
都
市
経
営
の
効
率
性
は
上
昇
す
る
」
と
い
う
経

済
学
の
理
論
が
適
用
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
も

人
口
五
万
人
程
度
ま
で
で
、
そ
れ
を
超
え
る
と
ほ
と

ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。

ま
た
図
二
は
一
人
当
た
り
歳
出
額
と
面
積
の
関
係

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
合
併
を
す
る
こ
と
で
面

積
が
大
き
く
な
り
効
率
が
下
が
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
市
町
村
決
算
状
況
調
に
よ
れ
ば
、
一
人
当
た

り
地
方
税
収(

市
町
村
民
税
、
固
定
資
産
税
、
都
市

計
画
税
等)

は
人
口
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
大
き
く
な

る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
五
万
人
〜
一
〇
万
人
の

間
で
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
合
併
に
よ
る
規
模
の
拡
大
か
ら
生
じ
る

問
題
点
と
し
て
、
住
民
と
行
政
と
の
距
離
が
遠
く
な

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
自
治

制
度
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
直
接
民
主
主
義
の
シ

ス
テ
ム
が
機
能
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
首
長
や
議

員
の
解
職
、
議
会
の
解
散
を
求
め
る
直
接
請
求
の
法

定
署
名
達
成
件
数
を
見
る
と
、
人
口
三
万
人
以
下
に

集
中
し
て
お
り
、
三
〇
万
人
以
上
で
は
ゼ
ロ
と
い
う

結
果
に
な
る
。
ま
た
、
東
京
都
の
特
別
区
の
区
長
選

挙
、
区
議
会
議
員
選
挙
や
政
令
指
定
都
市
の
市
長
選

挙
、
市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
率
は
五
〇
％
を
割
っ

て
い
る
。
住
民
に
近
い
政
治
を
目
指
し
た
地
方
自
治

の
目
的
に
反
す
る
事
態
が
合
併
を
通
じ
て
益
々
進
行

し
て
し
ま
う
。
市
町
村
合
併
に
よ
り
顧
客
で
あ
る
住

民
の
声
が
届
き
に
く
く
な
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
ま

し
て
、
住
民
は
顧
客
で
あ
る
と
同
時
に
株
主
で
も
あ

る
。
合
併
問
題
に
取
り
組
む
際
に
は
、
こ
の
こ
と
が

十
分
に
議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
財
政
問
題
の
み

に
よ
る
合
併
論
で
あ
っ
て
は
必
ず
後
に
禍
根
を
残
す

こ
と
に
な
る
。
自
分
達
の
地
域
の
将
来
像
を
明
確
に

し
、
地
方
自
治
の
あ
る
べ
き
姿
に
向
か
っ
て
行
く
為

の
都
市
経
営
戦
略
と
セ
ッ
ト
で
議
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

顧
客
価
値
を
高
め
る

都
市
経
営
戦
略
と
し
て
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
理
論

そ
の
方
向
を
示
し
て
く
れ
る
の
が
先
進
的
な
自
治

体
で
展
開
さ
れ
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
理
論
で
あ
る
。
Ｎ
Ｐ

Ｍ(N
ew

P
ublic

M
anagem

ent)

は
公
共
経
営
学

と
訳
さ
れ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
分
野
へ
の
民
間
経
営
の

ノ
ウ
ハ
ウ
導
入
の
手
法
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ｐ
Ｆ

Ｉ
や
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー(

日
本
で
は
独
立
行
政
法
人)

、

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ツ
ー
ル
が
脚
光
を
浴
び

デンマーク 

フィンランド 

フランス 

イタリア 

オランダ 

ノルウェー 

ポルトガル 

スペイン 

スウェーデン 

英国 

日本 

オーストラリア 

ベルギー 

ドイツ 

スイス 

1,387 

547 

38,814 

7,781 

1,015 

744 

303 

9,214 

2,281 

2,028 

10,443 

3,999 

2,669 

24,272 

3,097

18,732 

10,976 

1,565 

7,150 

23,504 

9,000 

35,782 

4,851 

30,669 

119,958 

38,897 

3,269 

17,046 

5,013 

2,210

5 

7 

14 

9 

4 

8 

2 

10 

3 

1 

 

12 

6 

11 

13

0 

22 

28,183 

1,942 

1 

17 

1 

4,902 

0 

 

37 

602 

1 

8,602 

1,799

19 

203 

6,629 

3,974 

71 

230 

25 

2,070 

9 

 

557 

1,532 

101 

4,884 

953

121 

120 

898 

1,150 

179 

94 

76 

519 

55 

 

914 

130 

171 

1,144 

105

131 

104 

805 

984 

378 

95 

180 

540 

211 

 

1,531 

64 

308 

1,347 

5

4 

6 

36 

51 

18 

3 

23 

55 

11 

 

206 

5 

8 

84 

5

275 

460 

36,763 

8,100 

647 

439 

305 

8,082 

286 

484 

3,236 

2,301 

589 

8,077 

3,021

－1,112 

－87 

－2,051 

319 

－368 

－305 

2 

－1,132 

－1,995 

－1,544 

－7,207 

－1,698 

－2,080 

－16,195 

－76

－80 

－16 

－5 

4 

－36 

－41 

1 

－12 

－87 

－76 

－69 

－42 

－78 

－67 

－3

単
一
国
家 

連
邦
国
家 

国名 階層数 1950年 1992年 増減数 
増減率 
（％） 

平均 
人口 

1千 
未満 

５千 
未満 

1万 
未満 

10万 
未満 

10万 
以上 

順位 

3

2 

1or2 

2 

 

 

2

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0
0 100 200 300 400 500 600 

人口（千人） 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

１人当たり面積（km2／人） 

１
人
当
た
り
歳
出
額（
単
位
‥
千
円
） 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

１
人
当
た
り
歳
出
額（
単
位
‥
千
円
） 

表1 自治体合併の国際比較

図1 1人当たり歳出額と人口

図2 1人当たり歳出額と面積

『市町村合併と地方自治の未来―「構造改革」の時代のなかで―』加茂利男自治体研究社2001 16頁より抜粋
三重短期大柏原誠氏作成

（出所）ともに横道清孝、沖野浩之「財政的効率性からみた市町村合併」
『自由研究』72巻11号、1996年11月

いずれも加茂前掲書Ｐ33より抜粋

顧
客
視
点
か
ら
の
市
町
村
合
併
を
考
え
る
小
久
保
　
純
一
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て
お
り
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ(

説
明
責
任)

が
そ

の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
直
接
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
Ｍ.

サ
ッ
チ
ャ
ー
元
首
相
が
大
手
ス
ー
パ
ー
の
経

営
者
を
ス
カ
ウ
ト
し
、
首
相
官
房
の
中
に
政
府
効
率

室
と
い
う
機
関
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か

し
、
古
く
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
一
九
〇
六
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
政
調
査
会
の
設
置
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
の
発
想
は
企
業
の
科

学
的
管
理
手
法
を
行
政
に
導
入
す
る
こ
と
に
あ
る
。

自
治
体
の
行
政
改
革
と
言
え
ば
、「
予
算
の
各
部
局

一
律
削
減
」「
人
員
抑
制
」「
組
織
統
廃
合
」
が
三
点

セ
ッ
ト
だ
が
、
場
当
た
り
的
な
財
政
悪
化
の
改
善
策

で
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
行
政
の
役
割
と
は

何
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
公
務
員
の
あ
り
方
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
ふ
う
に
行
政
の
あ
り
方
を
原

点
か
ら
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
自

治
体
の
経
営
戦
略
そ
の
も
の
で
あ
る
。
部
分
的
な
改

善
で
は
な
く
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
‐
シ
フ
ト
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
高
度

に
活
用
す
る
の
で
あ
る
。
企
業
の
生
産
性
改
善
活
動

は
、
業
績
を
数
値
で
科
学
的
に
測
定
す
る
こ
と(

＝

業
績
評
価)

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
自
治
体
経
営

に
お
い
て
も
同
様
に
な
る
。
Ｖ
Ｆ
Ｍ(V

alue
F
or

M
on

ey

＝
税
金
の
払
い
甲
斐)

の
考
え
方
に
立
ち
、

提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
量
を
定
期
的
に
把

握
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
よ
り
も
ア
ウ
ト
カ
ム(

成

果)

を
重
視
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

教
育
に
つ
い
て
な
ら
校
舎
を
建
て
る
と
い
う
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
で
な
く
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
子
ど
も
た
ち

の
成
長
を
指
標
に
す
る
。
あ
る
い
は
道
路
を
建
設
す

る
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
ど

れ
だ
け
経
済
効
果
が
あ
る
の
か
を
問
う
の
で
あ
る
。

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
行
政
活
動
の
効

果
の
数
値
化
が
推
進
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
あ

れ
も
こ
れ
も
」
の
総
花
的
予
算
で
な
く
、「
あ
れ
か

こ
れ
か
」
の
選
択
と
集
中
型
予
算
が
編
成
さ
れ
る
。

こ
う
す
る
こ
と
で
財
源
は
縮
小
し
て
も
住
民
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
は
十
分
に
可
能
に
な
る
。
行
財
政
改
革
へ

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
引
き
出
し
、
地
方
自
治
再
生

の
た
め
に
は
自
治
体
の
経
営
努
力
の
働
く
余
地
を
広

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
制
度
改
革
が

伴
っ
て
こ
そ
市
町
村
合
併
も
意
味
を
な
す
。

合
併
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で
あ
っ
て

目
的
で
は
な
い

理
念
な
き
合
併
に
よ
る
問
題
点
の
発
生
は
、
民
間

企
業
で
も
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
み

ず
ほ
グ
ル
ー
プ
の
シ
ス
テ
ム
障
害
も
典
型
的
な
例
で

あ
る
。
そ
の
他
の
金
融
機
関
の
大
型
合
併
を
見
て
も

合
併
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
改
革
が
実
現
し
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
し
か
も
、
み
ず
ほ
の
場
合
で
も
経
営

ト
ッ
プ
の
責
任
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ

合
併
に
よ
っ
て
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま

う
。
全
国
の
至
る
所
で
市
町
村
の
理
念
な
き
合
併
劇

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
分
達
の
地
域
を
ど
う

す
る
か
の
議
論
で
な
く
、
政
府
の
示
す
ア
メ
と
ム
チ

に
踊
ら
さ
れ
て
合
併
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
工

場
や
発
電
所
な
ど
か
ら
の
税
収
が
見
込
め
る
自
治
体

は
合
併
を
拒
ん
で
い
る
。
豊
か
な
財
源
を
少
な
い
住

民
で
分
け
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も

財
政
面
で
の
発
想
し
か
な
い
。
ま
さ
に
“
弱
者
連
合
”

そ
の
も
の
と
言
え
る
よ
う
な
市
町
村
合
併
も
多
い
。

　
ま
た
、
合
併
の
た
め
の
財
政
支
援
と
い
う
ア
メ
の

た
め
に
地
方
交
付
税
の
本
来
の
役
割
が
無
視
さ
れ
て

い
る
。
地
方
交
付
税
は
元
来
、
税
源
の
偏
在
を
補
い

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
最
低
限
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
財
源
調
整
機
能
を
目
的
と
し
た
地
方
交
付
税
制

度
が
自
治
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
具
に
使
わ
れ

て
い
る
。
合
併
し
た
場
合
に
は
、
一
〇
年
間
普
通
交

付
税
を
全
額
保
証
さ
れ
る
し
、
合
併
後
の
市
町
村
の

一
体
性
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
公
共
施
設
の
整

備
事
業
や
基
金
積
立
に
一
〇
年
間
に
わ
た
り
九
五
％

を
地
方
債
で
充
当
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

地
方
債
の
元
利
償
還
金
の
七
〇
％
を
基
準
財
政
需
要

額
に
算
入
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
一
般
財
源
で

あ
る
地
方
交
付
税
の
補
助
金
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
税
財
源
の
地
方
へ
の
委
譲
、
地
方
交
付
税
の

見
直
し
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
・
縮
減
と
い
う

い
わ
ゆ
る
“三
位
一
体
改
革
”は
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。
平
成
の
大
合
併
が
政
府
の
ア
メ
と
ム
チ
に
よ
る

強
制
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
財
政
難
を
地
方
に

押
し
付
け
る
た
め
の
改
悪
で
し
か
な
い
の
か
、
そ
れ

と
も
真
の
地
方
分
権
を
確
立
す
る
た
め
の
第
一
歩
と

な
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
“三
位
一
体
改
革
”
が
地

方
分
権
の
理
念
に
沿
っ
て
実
現
す
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
。

　
自
治
体
の
経
営
努
力
を
無
視
す
る
制
度
か
ら
脱
却

し
、
自
治
体
経
営
の
た
め
に
首
長
が
そ
の
手
腕
を
発

揮
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の

で
あ
る
。
地
方
交
付
税
は
民
間
企
業
で
言
え
ば
、
会

社
の
赤
字
分
を
本
社
が
補
填
し
て
く
れ
る
の
と
同
じ

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
努
力
し
て
黒
字
を
達
成
し

よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
働
か
な
い
。
も
っ

と
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
潰
れ
か
け
た
金
融
機
関
へ

の
公
的
資
金
の
注
入
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
自
治
体

の
経
営
能
力
を
高
め
る
こ
と
な
く
し
て
行
革
も
財
政

再
建
も
あ
り
え
な
い
。
金
融
機
関
が
旧
大
蔵
省
の
先

導
に
よ
る
護
送
船
団
な
ら
ば
、
自
治
体
は
旧
自
治
省

に
よ
る
護
送
船
団
と
い
う
よ
う
に
金
融
機
関
と
自
治

体
は
政
府
の
規
制
に
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
対
価
と
し
て
天
下
り
の
多
い
こ
と
も
共

通
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
経
営
努
力
の
余
地
が
少

な
く
て
も
通
用
す
る
業
界
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た

不
健
全
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
の

側
に
立
っ
た
供
給
者
の
論
理
か
ら
顧
客
で
あ
る
住
民

の
視
点
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ロ

ダ
ク
ト
・
ア
ウ
ト
で
な
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
の
発

想
に
転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戦
略
思
考
と
は

何
の
為
に
何
を
す
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ

り
、
Ｗ
Ｈ
Ａ
Ｔ
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
効
率
の

み
を
追
求
す
る
の
は
戦
術
思
考
で
あ
り
、
Ｈ
Ｏ
Ｗ

Ｔ
Ｏ
論
で
し
か
な
い
。
顧
客
で
あ
る
住
民
の
視
点
に

立
ち
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
あ
る
住
民
自
治
を
推
進

す
る
た
め
の
市
町
村
合
併
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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小
泉
純
一
郎
氏
が
自
民
党
総
裁
・
首
相
に
な
っ
た
頃
、
彼

の
遊
説
に
多
数
の
フ
ァ
ン
が
押
し
寄
せ
る
“小
泉
フ
ィ
ー
バ

ー
”
と
い
う
現
象
が
ま
き
お
こ
り
ま
し
た
。
政
治
家
個
人
人

気
と
い
う
こ
と
で
は
、
三
重
県
に
は
尾
崎
行
雄
が
い
ま
す
。

大
正
時
代
か
ら
尾
崎
に
は
多
く
の
フ
ァ
ン
が
い
ま
し
た
。
多

忙
で
帰
県
で
き
な
い
彼
は
レ
コ
ー
ド
に
演
説
を
録
音
し
、
尾

崎
不
在
の
演
説
会
も
開
か
れ
た
と
い
う
事
実
も
あ
り
ま
す
。

今
な
ら
ビ
デ
オ
演
説
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
演
説
と
い
う
こ
と

で
し
よ
う
。

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
帝
国
議
会
開
設
後
、
自
由

党
・
改
進
党
の
民
党
（
野
党
）
議
員
は
「
民
力
休
養
論
」
を
主

張
し
、
軍
備
増
強
を
進
め
る
政
府
と
対
決
し
ま
し
た
。
政
府

は
議
会
解
散
、
総
選
挙
で
対
抗
し
ま
し
た
の
で
、
野
党
は
支

持
者
拡
大
の
た
め
地
方
支
部
組
織
の
拡
大
に
努
め
ま
し
た
。

板
垣
退
助
ら
の
遊
説

明
治
二
六
年
六
月
、
自
由
党
三
重
県
支
部
の
結
成
を
契

機
に
同
党
支
部
は
、
国
民
的
英
雄
の
板
垣
退
助
党
首
を
三

重
県
に
招
き
、
党
員
勧
誘
・
党
勢
拡
張
を
図
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
板
垣
は
七
月
一
五
日
、
夜
行
列
車
で
東
京
を

出
発
、
東
海
道
線
草
津
駅
か
ら
関
西
鉄
道
柘
植
駅
を
経
て

三
重
県
に
入
り
ま
し
た
。
当
時
、
関
西
鉄
道
は
、
四
日
市

〜
草
津
間
を
開
業
し
て
い
ま
し
た
が
、
名
古
屋
と
は
連
結

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
草
津
回
り
で
来
県
し
た
の

で
す
。

最
初
に
阿
拝
郡
・
山
田
郡
・
名
張
郡
・
伊
賀
郡
（
明
治

二
九
年
に
阿
山
郡
・
名
賀
郡
と
な
る
）
に
入
り
ま
し
た
。

伊
賀
地
域
四
郡
は
、
後
述
す
る
県
南
部
の
度
会
郡
、
答

志
・
英
虞
郡
（
明
治
二
九
年
か
ら
志
摩
郡
）、
南
・
北
牟
婁

郡
と
併
せ
て
、
県
内
の
改
進
党
の
拠
点
で
し
た
。
直
前
の

第
二
回
衆
議
院
議
員
選
挙
（
明
治
二
五
年
二
月
）
で
は
い

ず
れ
も
改
進
党
系
が
議
席
を
独
占
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

改
進
党
の
地
盤
の
切
り
崩
し
に
回
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
行
の
到
着
地
で
は
地
元
の
党
員
・
町
村
長
・
有
力
者

が
数
十
名
規
模
で
歓
迎
し
ま
し
た
。
村
々
に
緑
門
（
杉
の

葉
で
飾
っ
た
柱
）
や
自
由
党
万
歳
と
記
し
た
旗
・
提
灯
が

飾
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
東
京
か
ら
板
垣
に
同
行
し
て
き

た
遊
説
員
龍
野
周
一
郎
の
『
三
重
県
漫
遊
録
』
に
は
各
地

の
歓
迎
者
、
面
談
者
等
の
氏
名
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
上
野
町
か
ら
名
張
町
へ
人
力
車
一
〇
〇
輌
を
連
ね
て

移
動
す
る
沿
道
で
は
合
計
五
、
〇
〇
〇
人
余
り
が
歓
迎
し

た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の
遊
説
地
名
張
町
で
は

神
社
の
境
内
で
午
前
九
時
か
ら
夕
方
六
時
ま
で
演
説
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
演
題
は
広
瀬
元
次
郎
（
朝
明
郡
党
員
）

「
今
日
の
政
党
」、
天
春
文
衛
（
桑
名
・
員
弁
・
三
重
郡
選

挙
区
選
出
代
議
士
）「
地
価
修
正
論
」、
龍
野
周
一
郎
（
長

野
県
出
身
衆
議
院
議
員
）「
我
党
処
世
の
方
針
」、
板
垣
退

助
「
自
由
党
施
政
の
方
針
」
で
、
聴
衆
四
、
〇
〇
〇
人
と

あ
り
ま
す
。
終
了
後
に
は
名
張
川
黒
田
堤
で
五
〇
〇
人
の

大
懇
親
会
を
継
続
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
す
ご
い
フ
ィ
ー

バ
ー
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
の
直
後
、
伊
賀
地
域
で
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史
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は
町
村
長
等
約
九
〇
〇
人
が
入
党
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

県
内
の
遊
説
地
は
表
の
通
り
で
す
が
、
七
月
一
七
日
の

名
張
町
か
ら
同
三
一
日
の
木
本
町
ま
で
一
五
回
の
演
説
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
板
垣
退
助
は
予
定
通
り
七
月
二
一

日
の
桑
名
町
で
の
演
説
を
最
後
に
帰
京
し
ま
し
た
。

星
亨
ら
の
遊
説

入
れ
替
わ
り
に
衆
議
院
議
長
の
星
亨
（
自
由
党
の
実
力

者
）
が
来
県
し
ま
し
た
。
星
亨
一
行
は
七
月
二
八
日
早
朝

に
夜
行
列
車
で
名
古
屋
駅
に
着
き
、
熱
田
港
か
ら
船
で
四

日
市
港
に
上
陸
後
汽
車
で
津
駅
に
到
着
、
多
数
の
歓
迎
を

受
け
た
後
、
人
力
車
を
連
ね
て
松
阪
ま
で
行
進
し
ま
し
た
。

板
垣
帰
京
後
星
亨
到
着
ま
で
の
間
、
表
中
の
七
月
二
二

〜
二
七
日
の
津
・
度
会
郡
の
演
説
会
は
板
垣
に
同
行
し
て

き
た
龍
野
や
斉
藤
珪
次
と
地
元
の
天
春
が
弁
士
を
勤
め
ま

し
た
。
前
半
の
板
垣
一
行
の
演
説
会
の
一
回
当
た
り
聴
衆

は
三
、
〇
〇
〇
人
と
な
り
ま
す
。
星
亨
の
来
県
ま
で
の
間

の
演
説
会
は
、
津
以
外
は
度
会
郡
の
僻
村
と
は
い
え
聴
衆

の
人
数
は
激
減
し
て
い
ま
す
。
板
垣
の
人
気
の
程
が
う
か

が
え
ま
す
。

松
坂
町
で
は
、
同
日
午
後
二
時
か
ら
相
生
座
で
演
説
会
を

開
始
し
て
お
り
、
夕
方
六
時
頃
到
着
し
た
星
亨
は
直
ち
に

登
壇
し
、「
人
民
の
責
任
」
と
題
す
る
演
説
を
行
い
ま
し
た
。

聴
衆
は
三
、
五
〇
〇
人
で
、
会
場
に
入
り
き
れ
な
い
者
が

一
、
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
会
場
の
規

模
か
ら
考
え
て
収
容
可
能
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も

あ
り
ま
す
が
、
娯
楽
の
少
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
演
芸
を

楽
し
む
感
覚
で
聴
衆
が
集
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
星

は
県
南
部
の
支
持
者
の
依
頼
を
入
れ
て
、
都
市
部
だ
け
で

な
く
南
牟
婁
郡
木
本
町
ま
で
遊
説
に
回
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
時
は
鳥
羽
か
ら
汽
船
で
出
発
し
、
帰
り
は
長
島
村
（
紀

伊
長
島
）
ま
で
船
で
、
そ
の
後
は
二
人
ひ
き
の
急
行
腕
車

（
人
力
車
）
で
松
坂
を
経
て
津
ま
で
戻
っ
て
い
ま
す
。
木
本

町
を
午
前
四
時
に
出
航
し
、
津
に
は
午
後
一
一
時
三
〇
分

頃
到
着
し
て
い
ま
す
が
、
猛
烈
な
強
行
軍
で
す
。
こ
の
後
、

南
・
北
牟
婁
郡
で
一
二
〇
人
が
入
党
し
た
そ
う
で
す
。

星
亨
の
遊
説
地
は
人
口
の
少
な
い
県
南
部
で
す
が
、
五

回
平
均
の
聴
衆
は
二
、
七
〇
〇
人
に
上
り
ま
す
。
全
一
五

回
の
演
説
会
の
入
場
者
数
は
合
計
で
約
三
万
五
、
〇
〇
〇

人
、
懇
親
会
の
参
加
者
も
約
三
、
〇
〇
〇
に
な
り
ま
す
。

紹
介
し
た
よ
う
に
移
動
に
は
鉄
道
だ
け
で
な
く
、
人
力

車
・
船
が
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
遊
説
員
と
歓
送
迎
者
が
人

力
車
一
〇
〇
輌
を
連
ね
て
行
進
す
る
こ
と
自
体
が
宣
伝
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
急
ぐ
場
合
は
二
人
引
き
の
「
急

行
腕
車
（
人
力
車
）」
で
徹
夜
で
走
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

現
地
到
着
後
、
地
元
有
力
者
と
面
談
し
て
入
党
勧
誘
を
行

い
、
多
数
の
党
員
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。
県
会
議
員
以
下

村
長
・
議
員
、
実
業
家
を
ね
ら
い
打
ち
に
し
て
党
勢
を
拡

大
し
た
よ
う
で
す
。

県
内
の
改
進
党
も
こ
れ
に
対
抗
し
て
党
組
織
の
拡
大
に

努
め
ま
し
た
。
こ
う
し
て
政
党
時
代
へ
の
準
備
が
広
が
っ

た
の
で
す
。
日
清
戦
争
後
の
自
由
党
・
改
進
党
（
進
歩
党

と
改
称
）
は
政
府
と
妥
協
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
二
九

（
一
八
九
六
）
に
は
大
隈
・
板
垣
内
閣
（
隈
板
内
閣
）
が
成

立
し
ま
し
た
。

参
考
文
献

『
明
治
廿
六
年
七
月

愛
民
生
　
三
重
県
漫
遊
録
』（
国
会
図
書
館
所
蔵
）

（
三
重
県
史
編
纂
室
所
蔵
コ
ピ
ー
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
）

『
伊
勢
新
聞
』（
同
紙
は
明
治
二
六
年
一
〇
月
、
自
由
党
機
関
紙
と
称
す

る
こ
と
に
な
る
）

33 三重の歴史と風景

■板垣退助・星亨ら三重県遊説日程

月日　　　町村 政談演説会会場　 聴衆　 懇親会人数 備考

7／17 名張郡名張町 宇留布志祢神社　4,000人 500人

7／18 伊賀郡上野町 旭座 3,000 700 

7／19 鈴鹿郡亀山町 寶積座 1,500 35 

7／20 河曲郡神戸町 龍光寺 2,500 

〃　 三重郡四日市町 旭座 4,500 500 

7／21 桑名郡桑名町 中橋社 3,000 450 

7／22 津市 大榮社 1,500 100余

7／23 度会郡宇治山田町　宇仁館談話会 49

7／25 度会郡中川村 八柱神社 300 

7／26 度会郡鵜倉村慥柄浦 海蔵寺 300 100余

7／27 度会郡穂原村 西来寺 400 100余

7／28 飯高郡松坂町 相生座 3,500 300 1,000人入場不能

7／29 度会郡田丸町 大貫寺 1,600 

〃　 度会郡宇治山田町　新北座 4,500 350余

7／30 答志郡鳥羽町 常安寺 1,800 200 

7／31 南牟婁郡木本町 極楽寺 2,500 300 

板
垣
退
助
一
行

星
亨
一
行
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現
代
言
語
学
に
は
２
つ
の
革
命
的
進
歩
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
つ
目
は
、
19
世
紀
後
半
に
、
ス
イ
ス
の
言

語
学
者
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
も
た
ら
し
た
言
語
研
究

の
新
潮
流
で
し
た
。
こ
の
革
命
に
関
し
て
詳
し

く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
研

究
は
、
多
く
の
人
文
諸
学
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

「
構
造
主
義
」
の
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。

２
つ
目
の
革
命
的
進
歩
は
、
ア
メ
リ
カ
の
言

語
学
者
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
よ
る
全
く
新
し
い
観

点
か
ら
の
言
語
研
究
で
す
。「
ど
う
し
て
人
間
の

子
供
は
、
明
示
的
に
教
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
非
常
に
乏
し
い
言
語
デ

ー
タ
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
非
常
に
短
期
間
の
う
ち
に
、
し
か
も
完
璧

に
母
語
を
習
得
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

疑
問
が
、
そ
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
ま

す
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
習

得
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
人
間
に
生
得
的

に
与
え
ら
れ
た
普
遍
的
な
言
語
知
識
に
よ
る
と

考
え
ま
し
た
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
派
の
言
語
学
者

達
は
、
そ
の
知
識
の
特
性
を
、
成
人
言
語
を
詳

細
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
子
供
の

言
語
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
日
本
語
の
母
語
話
者
で
あ
れ
ば
誰

で
も
、
以
下
の
（
１
）
で
挙
げ
て
い
る
よ
う
な

２
つ
の
文
を
比
較
し
た
場
合
、(

１)

の
ａ
の
文

は
日
本
語
と
し
て
ど
こ
か
お
か
し
い
こ
と
を
知

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
親
や
学

校
の
先
生
か
ら
学
ん
だ
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
つ
の
間
に
か
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

(

１)

a.*

学
生
が
バ
ナ
ナ
を
３
人
食
べ
た
。

b.
バ
ナ
ナ
を
学
生
が
３
本
食
べ
た
。

(

１)

の
ｂ
や
他
の
類
似
し
た
例
か
ら
、「
３
人
」

と
か
「
３
本
」
と
い
っ
た
名
詞
の
数
を
表
す
表

現
は
、
修
飾
す
べ
き
名
詞
と
離
れ
た
位
置
か
ら

で
も
、
そ
の
名
詞
を
修
飾
で
き
る
こ
と
が
分
か

っ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、(

１)

の
ａ
の
例
で
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
名
詞
の
数
を
表
す
表
現
が

離
れ
た
位
置
か
ら
修
飾
で
き
る
た
め
に
は
一
定

の
規
則
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
果
た
し
て
そ
の
規
則
が
日
本
語
特
有

の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も

人
間
言
語
に
普
遍
的
な
特
性

の
一
つ
な
の
か
、
と
い
う
問

い
を
念
頭
に
お
い
て
、
他
の

言
語
を
観
察
し
て
み
る
と
、

他
の
多
く
の
言
語
で
同
様
の

現
象
が
観
察
で
き
、
ま
た
そ

の
現
象
の
根
底
に
あ
る
規
則

も
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
の
規
則
が
名
詞
の

数
を
表
す
表
現
に
留
ま
ら
ず
、

他
の
表
現
に
も
当
て
は
ま
る

こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
抽
象
度
の
高

い
一
般
的
な
規
則
が
人
間
の
普
遍
的
な
言
語
知

識
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
や
ら

確
か
ら
し
い
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で

の
約
半
世
紀
に
わ
た
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
派
の
言
語

学
研
究
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
成
果
の
積
み

重
ね
に
よ
り
、
人
間
言
語
の
核
と
な
る
部
分
の

詳
細
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
三
重
大
学
人
文
学
部
に
所
属
す
る
若

手
言
語
学
者
５
名
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら

の
言
語
学
研
究
を
進
め
る
た
め
に
、
２
年
間
の

共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
三
重
大
学
研
究
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
人
の
生
得
的
な
言
語
知
識
に
関
す
る
研

究
‐
音
声
・
音
韻
部
門
と
統
語
部
門
と
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
関
す
る
言
語
習
得
の
観
点
か

ら
の
考
察
（
研
究
代
表：

服
部
範
子
、
研
究
分

担：

綾
野
誠
紀
、
杉
崎
鉱
司
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ー
、
デ
ィ
ラ
ン
・
へ
リ
ッ
ク
）」

が
そ
れ
で
す
。
筆
者
の
よ
う
な
成
人
の
言
語
デ

ー
タ
を
扱
う
研
究
者
と
子
供
の
言
語
デ
ー
タ
を

扱
う
研
究
者
が
協
力
し
て
、
こ
の
共
同
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
共

同
研
究
に
は
学
生
も
参
加
し
て
も
ら
い
、
子
供

の
言
語
習
得
研
究
を
教
員
と
共
同
で
行
う
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。
本
共
同
研
究
か
ら
、
人
間
の

普
遍
的
な
言
語
知
識
に
関
す
る
新
し
い
知
見
が

得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
参
加
者
一
同
胸

を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。

（
あ
や
の
　
せ
い
き
）

人
文
学
部
助
教
授
・
言
語
学

人 文 教 員 e s s a y ＊ 1

人間言語の普遍的な特性を探究する
共同研究プロジェクト

綾野 誠紀●

（
筆
者
　
右
端
）



も
う
二
、
三
年
ほ
ど
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

夏
休
み
前
の
あ
る
日
の
午
後
、
急
に
ひ
ど
い
夕

立
が
降
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
翌
日
の
大
学

院
の
授
業
の
際
に
、
こ
の
夕
立
の
時
に
ど
う
し

て
い
た
か
と
い
う
話
題
に
な
っ
た
。
そ
の
日
の

授
業
に
は
日
本
人
と
中
国
人
と
合
わ
せ
て
四
人

ほ
ど
が
出
席
し
て
い
て
、
学
校
に
い
た
者
、
家

に
い
た
者
、
み
な
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
な
か
の
一
人
の
中
国
人
の
学
生
が
、「
急
い
で

自
転
車
で
家
に
帰
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
あ
ん
ま

り
ひ
ど
い
雨
で
し
た
か
ら
、
海
に
呑
み
込
ま
れ

て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。」
と

言
っ
た
。
私
は
話
を
聞
き
な
が
ら
、
土
砂
降
り

の
雨
の
中
で
懸
命
に
ペ
ダ
ル
を
こ
ぐ
彼
女
の
姿

が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
っ
た
が
、
一
方
で
、
彼

女
の
よ
う
な
感
覚
は
、
日
本
人
に
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
っ

た
。も

ち
ろ
ん
日
本
人
で
も
、
海
岸
べ
り
で
台
風

の
暴
風
雨
に
遭
え
ば
、
波
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う

の
で
は
と
い
う
恐
怖
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
海
辺
の
町
で
土
砂
降
り
の
夕
立
に
遭
っ
た
く

ら
い
で
は
、
そ
う
い
う
感
覚
は
持
た
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
幾
つ
も
の
島
か
ら
な
る

日
本
で
は
、
海
は
時
に
恐
ろ
し
い
姿
を
見
せ
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
普
段
は
人
々
に
豊
か
な
恵

み
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
を
行

き
来
す
る
こ
と
も
日
常
的
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
海
は
身
近
な
親
し
む
べ
き
も
の
と
感
じ

ら
れ
、
そ
の
景
観
の
美
し
さ
は
、
古
い
時
代
か

ら
詩
歌
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
に
表
現
さ

れ
続
け
て
き
た
。

し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

古
い
時
代
か
ら
大
陸
の
内
部
に
都
を
置
き
、
そ

こ
を
中
心
に
世
界
を
認
識
し
、
行
動
す
る
人
々

に
と
っ
て
、
海
は
、
す
べ
て
の
河
川
が
流
れ
着

く
先
で
あ
る
、
世
界
の
遠
い
遠
い
東
の
果
て
を

構
成
す
る
も
の
な
の
だ
。
古
代
の
中
国
の
人
々

は
、
世
界
の
東
の
果
て
の
海
中
に
蓬
莱
・
方

丈
・
瀛
洲
と
い
う
三
つ
の
仙
山
が
漂
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
は
不
老
不
死
の
神
仙
た
ち
が
住
ん
で
い

る
と
想
像
し
た
が
、
こ
れ
は
ひ
る
が
え
っ
て
考

え
る
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
遠
い
東
の
海
が
、

現
実
な
ら
ざ
る
想
像
の
領
分
に
属
す
る
異
界
と

感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
早
期
の
文
学
作
品
に
現
れ
る
海

も
、
妖
し
げ
な
大
魚
や
怪
物
を
そ
の
内
に
隠
し

た
恐
ろ
し
げ
な
場
所
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が

通
例
で
あ
り
、
海
が
美
し
く
楽
し
め
る
も
の
と

し
て
詩
文
に
描
か
れ
る
の
は
、
山
や
水
辺
の
美

景
を
愛
で
る
山
水
詩
の
創
始
者
で
あ
る
、
南

朝
・
宋
の
謝
靈
運
（
三
八
五
〜
四
三
三
）
の
、

岸
に
近
い
水
辺
を
船
で
行
く
様
子
を
描
い
た
作

品
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
中
国
に
お
い
て
は
こ
の
後
も
、
海
、

と
く
に
東
方
の
大
海
を
恐
ろ
し
げ
な
場
所
と
し

て
意
識
す
る
感
覚
は
継
承
さ
れ
た
よ
う
だ
。
唐

の
王
維
（
六
九
九
〜
七
六
一
）
が
、
知
人
で
あ

っ
た
晁
衡
（
日
本
名
、
阿
部
仲
麻
呂
）
の
帰
国

の
際
の
送
別
詩
を
、「
積
水
極
む
べ
か
ら
ず
、
安

く
ん
ぞ
滄
海
の
東
を
知
ら
ん
。」、
膨
大
な
水
の

堆
積
は
果
て
し
な
く
、
ど
う
し
て
青
い
海
の
東

の
こ
と
が
わ
か
ろ
う
か
、
と
詠
い
起
こ
し
、
ま

た
道
中
の
海
の
様
子
を
、「
鰲
（
す
っ
ぽ
ん
）
の

身
は
天
に
映
じ
て
黒
く
、
魚
の
眼
は
波
を
射
て

紅
な
り
。」
と
描
写
す
る
の
は
、
古
く
か
ら
の
異

界
と
し
て
の
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
継
承
す
る
も
の

だ
ろ
う
。

土
砂
降
り
の
雨
に
降
ら
れ
て
海
の
中
に
呑
み

込
ま
れ
そ
う
だ
と
感
じ
た
学
生
の
故
郷
は
、
中

国
内
陸
の
古
都
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
女
の
中

に
も
、
恐
ろ
し
げ
な
海
と
い
う
古
く
か
ら
の
感

覚
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
ゆ
あ
さ
　
よ
う
こ
）

人
文
学
部
助
教
授
・
中
国
古
典
文
学
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気
が
つ
け
ば
癒
し
を
求
め
て
温
泉
を
訪
れ
る

の
が
、
休
日
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

御
案
内
の
よ
う
に
、
三
重
県
も
榊
原
温
泉
を
始

め
優
れ
た
温
泉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
稿
で
は

あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
（
と
思
わ
れ
る
）
南
米

は
ブ
ラ
ジ
ル
の
温
泉
事
情
に
つ
い
て
御
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

南
米
で
も
、
環
太
平
洋
火
山
帯
に
あ
る
チ
リ

で
は
火
山
性
の
温
泉
が
豊
富
な
そ
う
で
す
が
、

地
球
上
で
最
も
安
定
し
た
陸
塊
の
一
つ
で
あ
る

ブ
ラ
ジ
ル
高
原
に
は
、
火
山
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
地
中
深
く
浸
み
込
ん
だ
水
が
熱
せ

ら
れ
、
湧
き
出
て
く
る
場
所
が
い
く
つ
か
あ
る

の
で
す
。

国
土
の
多
く
は
亜
熱
帯
気
候
に
属
し
、
東
北

部
の
海
岸
で
は
一
年
中
海
水
浴
が
楽
し
め
る
ブ

ラ
ジ
ル
で
す
が
、
普
段
が
温
暖
過
ぎ
る
た
め
か
、

６
月
か
ら
８
月
と
い
う
冬
場
！
は
か
な
り
肌
寒

い
思
い
を
し
ま
す
。
そ
う
し
た
時
節
に
は
ゆ
っ

た
り
と
温
泉
で
暖
ま
る
の
が
一
番
と
思
い
ま
す

が
、
国
が
変
わ
れ
ば
入
浴
の
あ
り
方
も
随
分
と

異
な
る
よ
う
で
す
。

最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
カ
ル
ダ
ス
・
ノ
ヴ

ァ
ス
（
邦
訳
す
れ
ば
「
新
温
泉
」）
で
す
。
サ

ン
・
パ
ウ
ロ
か
ら
北
に
７
８
０
ｋ
ｍ
、
更
に
３

０
０
ｋ
ｍ
行
け
ば
人
工
都
市
の
首
都
ブ
ラ
ジ
リ

ア
で
す
。

こ
の
街
で
は
、
摂
氏
３
０
度
か
ら
５
７
度
の

温
泉
が
湧
き
出
て
お
り
、
温
水
プ
ー
ル
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
日
本
の
よ

う
に
景
勝
地
や
名
所
旧
跡
を
慌
た
だ
し
く
回
る

ツ
ア
ー
よ
り
、
何
日
か
同
じ
場
所
で
滞
在
を
楽

し
む
旅
行
に
人
気
が
あ
り
、
カ
ル
ダ
ス
・
ノ
ヴ

ァ
ス
の
訪
問
客
も
く
つ
ろ
ぎ
の
時
間
を
楽
し
ん

で
い
ま
す
。
た
だ
し
、
温
泉
で
お
銚
子
を
傾
け

る
代
わ
り
に
、
温
水
プ
ー
ル
の
中
に
設
け
ら
れ

た
バ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
で
カ
ク
テ
ル
や
椰
子
の
実

ジ
ュ
ー
ス
を
飲
み
な
が
ら
で
す
が
。
ま
た
、
そ

の
隣
で
は
、
陽
気
な
ブ
ラ
ジ
ル
音
楽
に
乗
っ
て

イ
ド
ロ
・
ジ
ナ
ス
テ
ィ
カ
（
水
中
運
動
）
が
行

わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ホ
テ
ル
に
は
テ
ニ
ス
・
コ
ー
ト
や
ミ
ニ
・
サ

ッ
カ
ー
場
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
日
系
人

が
オ
ー
ナ
ー
を
務
め
る
タ
イ
ヨ
ー
と
い
う
ホ
テ

ル
で
は
、
日
系
高
齢
者
に
人
気
が
高
い
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
の
競
技
場
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
で
開
催

さ
れ
る
大
会
に
は
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
選
手

が
集
ま
る
そ
う
で
す
。

カ
ル
ダ
ス
・
ノ
ヴ
ァ
ス
か
ら
３
０
ｋ
ｍ
ほ
ど

西
に
あ
る
リ
オ
・
ケ
ン
チ
（
邦
訳
す
れ
ば
「
熱

川
」）
で
も
摂
氏
３
７
度
か
ら
４
２
度
の
お
湯
が

出
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
流
れ
る
プ
ー
ル
や
（
ホ

ッ
ト
・
）
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ス
ラ
イ
ダ
ー
の
あ
る

遊
園
地
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
よ
り
フ
ァ
ミ
リ

ー
向
け
で
し
ょ
う
か
。

ブ
ラ
ジ
ル
の
海
水
浴
は
、
ビ
ー
チ
で
の
日
光

浴
が
中
心
で
あ
ま
り
海
に
入
ら
な
い
人
が
多
い

の
で
す
が
、
小
さ
な
滝
壺
や
泉
で
泳
ぐ
こ
と
は

何
故
か
人
気
が
あ
り
ま
す
。
温
泉
に
も
そ
の
よ

う
な
接
し
方
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
と
は
い
さ
さ
か
趣
の
異
な
る
温
泉
が
、

サ
ン
・
パ
ウ
ロ
か
ら
西
北
西
に
２
９
０
ｋ
ｍ
の

ア
グ
ア
ス
・
ジ
・
サ
ン
タ
・
バ
ル
バ
ラ
（
邦
訳

す
れ
ば
「
聖
バ
ー
バ
ラ
の
泉
」）
で
す
。

街
の
中
心
部
に
あ
る
市
営
浴
場
で
は
、
医
師

の
指
示
に
基
づ
き
温
泉
療
法
と
し
て
の
入
浴
が

行
わ
れ
ま
す
。
３
７
度
に
調
整
さ
れ
た
ラ
ド
ン

泉
で
満
た
さ
れ
た
バ
ス
タ
ブ
一
つ
が
あ
る
個
室

に
案
内
さ
れ
、
１
回
２
０
分
間
入
浴
す
る
よ
う

指
示
を
受
け
ま
す
。
暫
く
待
合
室
で
休
憩
し
て
、

ま
た
湯
に
戻
る
の
で
す
。

泉
水
は
飲
用
と
し
て
も
有
名
で
、
空
気
も
清

澄
な
田
舎
町
な
こ
と
か
ら
、
身
も
心
も
洗
わ
れ

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

翻
っ
て
日
本
の
温
泉
で
は
、
往
復
の
移
動
で

疲
れ
が
倍
加
す
る
よ
う
な
短
期
滞
在
が
多
い
気

が
し
ま
す
。
社
会
全
体
で
効
率
化
が
求
め
ら
れ

て
い
る
中
、
せ
め
て
温
泉
く
ら
い
は
の
ん
び
り

と
長
期
滞
在
で
き
な
い
の
か
、
と
き
ど
き
ラ
テ

ン
の
国
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

（
た
ま
が
わ
　
じ
ゅ
ん
）

人
文
学
部
助
教
授
・
社
会
保
障
論

元
在
サ
ン
パ
ウ
ロ
総
領
事
館
領
事

南国温泉事情
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先
日
、『
電
車
男
』（
二
〇
〇
四
年
、
新
潮
社
）

を
読
ん
だ
。
“冬
ソ
ナ
”
“セ
カ
チ
ュ
ー
”
と
並

ぶ
純
愛
モ
ノ
と
評
さ
れ
、
間
違
い
な
く
昨
年
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
こ
こ
で
は
恋
愛
論
は
さ

て
お
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
民
主

主
義
（
電
子
民
主
主
義
）
の
可
能
性
に
思
い
を

巡
ら
せ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、『
電
車
男
』

は
、
色
々
な
意
味
で
話
題
を
呼
ん
で
き
たW

e
b

サ
イ
ト
「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
の
と
あ
る
掲
示
板

で
の
対
話
が
切
り
取
ら
れ
る
形
で
出
版
さ
れ
た
、

Ｉ
Ｔ
化
す
る
現
代
社
会
な
ら
で
は
の
恋
愛
小
説

と
言
っ
て
よ
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
仮

想
空
間
に
お
け
る
見
ず
知
ら
ず
の
者
同
士
の
対

話
に
つ
い
て
は
、
無
責
任
な
発
言
者
や
無
秩
序

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
等
の
問

題
提
起
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、『
電
車
男
』
で
は
、
仮
想
空
間
に
お

け
る
人
々
の
匿
名
の
メ
ー
ル
に
よ
る
発
話
の
応

酬
に
よ
っ
て
、
見
事
な
ま
で
に
ス
ト
ー
リ
ー
が

完
成
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
新
た
な
可
能
性
を
期
待
さ

せ
る
面
が
あ
る
。
そ
の
空
間
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
立
ち
会
っ
て
い
な
い
第
三
者
を
も
感
動
の
涙

で
包
み
込
む
『
電
車
男
』
は
、
“
ネ
ッ
ト
を
通
じ

た
対
話
も
そ
う
そ
う
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
か

も
”
と
思
わ
せ
る
何
か
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、

次
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
電
車
男
」
と
名
乗
る

主
人
公
の
恋
愛
成
就
に
向
け
た
一
つ
一
つ
の
行

動
に
対
し
、
居
合
わ
せ
た
者
達
が
皆
、
心
温
ま

る
エ
ー
ル
や
助
言
の
メ
ー
ル
を
投
げ
続
け
て
行

く
く
だ
り
は
、
実
に
心
洗
わ
れ
る
思
い
が
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
主
人
公
「
電

車
男
」
の
恋
愛
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
実
は
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
ら
し
い
」
と
か
「『
電
車
男
』
は
実
在

し
な
い
」
な
ど
の
憶
測
も
飛
ん
で
い
る
と
い
う
。

確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
対
話
で
は
、

そ
の
言
葉
を
発
す
る
者
の
表
情
・
声
色
・
息
づ

か
い
等
の
生
々
し
い
人
間
臭
さ
は
一
切
捨
象
さ

れ
る
。
仮
想
空
間
で
の
対
話
な
の
だ
か
ら
そ
れ

は
当
然
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が

故
に
「
ネ
カ
マ
」
の
よ
う
な
「
な
り
す
ま
し
」

が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
真
実
か

否
か
、
な
か
な
か
判
別
が
難
し
い
。
し
た
が
っ

て
、
い
く
ら
出
版
元
が
「
こ
の
本
の
著
者
は
一

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
サ
イ
ト
に
書
き
込

ん
だ
人
す
べ
て
が
著
者
な
の
で
す
。」
と
宣
伝
し

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
事
実
と
認
め
た
上
で
も

な
お
、
そ
の
サ
イ
ト
内
で
展
開
さ
れ
た
話
の
真

実
性
ま
で
を
証
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　
ま
た
、『
電
車
男
』
に
涙
し
た
私
に
と
っ
て
そ

れ
は
晴
天
の
霹
靂
だ
っ
た
が
、
純
愛
路
線
の
は

ず
の
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
衝
撃
的
な
後
日

談
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
件
は
つ
い
先
日
、
新

聞
の
書
評
欄
で
高
橋
源
一
郎
氏
が
書
い
て
い
た

の
だ
が
、『
電
車
男
』
の
大
団
円
の
結
末
に
は
実

は
続
き
が
あ
り
、
出
版
に
際
し
て
は
そ
の
部
分

が
削
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
恋
愛
を
成
就
さ
せ
た
「
電
車
男
」
が
彼
女

と
の
「
性
交
寸
前
の
行
為
を
書
き
込
」
み
、
周

囲
の
者
が
そ
れ
に
「
戸
惑
い
を
隠
せ
ず
、
そ
ん

な
こ
と
は
止
め
ろ
と
忠
告
す
る
」
が
、「
電
車
男
」

は
そ
れ
を
無
視
し
て
「
暴
走
」
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
（
こ
の
文
の
「
」
内
は
書
評
か
ら
の
引

用
）。
こ
れ
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
対

話
も
“
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
か
も
”
と
思
っ

た
の
も
束
の
間
、
顔
を
付
き
合
わ
せ
た
対
話
に

は
通
常
伴
う
最
低
限
の
理
性
は
、
や
は
り
こ
こ

で
は
ど
こ
か
に
吹
っ
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
“『
電
車
男
』
を
読
ん
で
電
子
民
主
主
義
に
期

待
を
寄
せ
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
誰
も
思
い

も
し
ま
せ
ん
よ
。
”
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ

こ
に
述
べ
て
き
た
話
は
す
べ
て
お
し
ま
い
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
し
か
し
、『
電
車
男
』
を
読
ま

ず
と
も
、
電
子
民
主
主
義
に
期
待
す
る
政
策
や

そ
れ
を
支
え
る
論
調
は
相
当
に
普
及
し
始
め
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
た
対
話
を
正
常
に
機
能
さ
せ
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
相
応
の
工
夫
を
凝
ら
す
必

要
が
あ
る
こ
と
を
今
一
度
再
認
識
し
、『
電
車
男
』

に
涙
し
た
勢
い
で
、
ほ
ん
の
一
瞬
、
電
子
民
主

主
義
に
思
い
を
馳
せ
た
私
で
あ
っ
た
が
、
“
電

子
民
主
主
義
っ
て
す
ご
い
わ
ね
。
自
分
の
意
見

を
24
時
間
言
え
る
の
よ
、
簡
単
便
利
に
住
民
参

加
が
出
来
る
の
よ
っ
て
…
…
…
言
う
じ
ゃ
な
ー

い
。”
“
で
も
所
詮
、
ア
ン
タ
が
ア
ン
タ
だ
っ
て

こ
と
さ
え
分
か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
ら
。”

“
残
念
！
”
と
、
我
に
返
っ
た
思
い
が
し
た
。

（
と
よ
し
ま
　
あ
き
こ
）

人
文
学
部
助
教
授
・
行
政
法

人 文 教 員 e s s a y ＊ 4

『電車男』と
電子民主主義
●豊島 明子
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三
重
大
学
に
着
任
後
そ
ろ
そ
ろ
５
年
が
経
と

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
重
で
過
ご
し
た

時
間
は
５
年
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
生
ま

れ
て
か
ら
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
三
重
で
過
ご

し
た
か
ら
だ
。
そ
の
頃
は
、
三
重
大
学
と
い
う

名
前
は
知
っ
て
い
た
が
、
ど
う
い
う
学
部
が
あ

り
、
何
が
勉
強
で
き
る
の
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。

決
し
て
自
慢
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、

長
い
間
三
重
に
住
ん
で
い
た
者
で
さ
え
こ
の
程

度
の
認
識
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
学
・
大
学
院
の
間
は
三
重
を
離

れ
て
は
い
た
が
、
縁
が
あ
っ
て
再
び
三
重
に
戻

っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
現
在
所
属

す
る
人
文
学
部
で
は
、
商
法
を
担
当
し
て
い
る
。

授
業
の
際
に
は
毎
日
多
数
の
学
生
と
顔
を
合
わ

せ
て
は
い
る
が
、
会
話
を
す
る
機
会
も
残
念
な

が
ら
少
し
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ゼ
ミ
の
学

生
や
卒
業
生
が
ふ
ら
っ
と
私
の
研
究
室
を
訪
ね

て
き
た
り
、
学
生
達
の
飲
み
会
に
呼
ば
れ
た
り

と
い
っ
た
機
会
も
あ
る
。
大
学
教
員
を
や
っ
て

て
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

う
い
う
機
会
に
は
、
学
生
達
と
一
緒
に
い
ろ
ん

な
話
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
際
に

時
々
出
て
く
る
の
は
、
就
職
活
動
や
各
種
資
格

試
験
の
話
で
あ
る
。
卒
業
生
や
就
職
活
動
経
験

者
の
話
は
、
こ
れ
か
ら
就
職
活
動
を
し
よ
う
と

す
る
学
生
に
と
っ
て
非
常
に
参
考
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
一
緒
に
聞
い
て
い
る
私
に
も
大
変
興

味
深
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
な
か
で
も
、

大
多
数
が
口
を
そ
ろ
え
て
い
う
こ
と
が
一
つ
あ

り
、
面
接
の
際
の
「
ゼ
ミ
で
は
ど
の
よ
う
な
勉

強
を
し
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し

て
、「
商
法
で
す
」
と
答
え
る
と
、
企
業
の
担
当

者
に
驚
か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
人
文
学
部
と

い
う
名
称
か
ら
は
、
法
律
の
勉
強
を
し
て
い
る

と
は
想
像
も
つ
か
な
い
の
も
や
む
を
え
な
い
。

ま
し
て
や
、
三
重
大
学
の
こ
と
を
あ
ま
り
知
ら

な
い
人
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
文
学
部
、
実
際
に
は
、
優
秀
な
学
生

が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
多
く
の
学
生
は
四
年

間
ま
じ
め
に
こ
つ
こ
つ
と
勉
強
を
続
け
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
、
最
も
難
し
い
試
験
の
一
つ
と
言

わ
れ
て
い
る
司
法
試
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
学

生
も
い
る
。
過
去
に
は
人
文
学
部
の
卒
業
生
の

中
か
ら
司
法
試
験
合
格
者
が
僅
か
で
あ
る
が
輩

出
さ
れ
て
い
る
し
、
今
年
も
三
重
大
学
の
卒
業

生
か
ら
１
名
最
終
合
格
を
果
た
し
た
（
法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
o
j.

g
o
.jp

）。
ま
た
今
年
度
か
ら
開
講
さ
れ
て
い
る

法
科
大
学
院
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
に

も
す
で
に
何
名
か
進
学
し
て
い
る
。
各
種
の
公

務
員
試
験
に
も
毎
年
合
格
者
を
多
数
だ
し
て
お

り
、
実
績
を
上
げ
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
も
基
本

六
法
科
目
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
数
の
優
秀
な
人

材
が
揃
っ
て
い
る
。
や
や
誇
張
し
た
表
現
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
他
大
学
の

規
模
の
小
さ
な
法
学
部
よ
り
も
多
数
の
法
学
研

究
者
が
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
質
・
量
共

に
充
実
し
た
教
育
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
２
０
０
５
年

度
よ
り
社
会
科
学
科
で
は
コ
ー
ス
制
が
導
入
さ

れ
、
法
律
政
治
を
中
心
と
し
て
系
統
だ
っ
た
学

習
が
し
や
す
く
な
る
よ
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
変

更
さ
れ
た
。

し
か
し
、
三
重
大
学
人
文
学
部
で
し
っ
か
り

と
法
律
の
勉
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
個
人
的
な
経
験
か
ら
も
、
就
職
活
動

を
経
験
し
た
学
生
の
話
か
ら
も
、
裏
付
け
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

三
重
県
内
で
唯
一
、
法
的
素
養
を
持
っ
た
人

材
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
多
数
の

優
秀
な
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
き
た
人
文
学
部

社
会
科
学
科
の
こ
と
を
、
も
っ
と
多
く
の
人
に

知
っ
て
頂
き
た
い
と
、
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

宣
伝
が
あ
ま
り
上
手
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い

た
国
立
大
学
で
は
あ
る
が
、
今
年
か
ら
国
立
大

学
法
人
三
重
大
学
へ
と
変
化
し
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
も
っ
と
地
域
の
皆
様
に
も
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
き
た
い
。
地
域
交
流
誌
と
い
う
性
格
を
持

つ
こ
の
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｏ
を
通
じ
て
、
三
重
大
学
人
文

学
部
に
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
（
学
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
u
m
a
n
.m
ie
-u
.a
c
.jp
/

）
。

（
な
か
は
ま
　
よ
し
あ
き
）

人
文
学
部
助
教
授
・
商
法

人文学部？
中濱 義章●

人 文 教 員 e s s a y ＊ 5
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私は2003年11月から１年間、交換留学生とし

てオーストラリアのタスマニア大学に籍を置き

ました。最初の3ヶ月はホームステイを行い、英

語学校に通っていたので、比較的のんびりして

いました。2月になると、寮に移り、それまで静

かだったホームステイとは環境ががらりと変わ

りました。私がタスマニアについた頃は、ちょ

うど大学の夏休みで、地元の学生を全く見るこ

とがありませんでしたが、寮に移ると、突然オ

ーストラリアに来たという感じがしました。最

初の1週間は寮のオリエンテーションウィーク

で、新入生歓迎のパーティーが毎晩のようにあ

りました。「集合写真」と書かれていた日には、

新入生が芝生に集まっていると、突然上級生が

建物の屋根に現れ、水と小麦粉をかけてきたり

と、寮生活にショックを受けたこともありまし

た。しかし、寮の人たちはとても好意的で、廊

下で会うと、“Hi, how are you?”とよく声をか

けてくれました。

大学の授業が始まると、すぐに忙しくなりま

した。私が受講していた英文学の授業は、リー

ディングの量が多く、やっとの思いで一つの作

品を読み終わってもまた次の本が待っていると

いう状態でした。初めてのエッセイでは、先生

に下書きを見せに行くと、このままではパスで

きないだろうと言われました。けれども、負け

ず嫌いの私は、エッセイをもう一度書き直し、

なんとかパスすることができました。大学の授

業が始まって１ヶ月が経つ頃、他にもエッセイ

の提出があり、余裕がなくなってきました。さ

らに追い討ちをかけるように体調を崩し、眠れ

なかったり、思うように勉強がはかどらず、ス

トレスを感じたりもしました。その時に支えて

くれたのが、電話をしてくれたり、気分転換に

遊びに行こうと誘ってくれた友達でした。また

その頃から、寮のfellow（学生の生活や勉強面

での世話をしてくれる寮の役員）ともとても親

しくなりました。私のfellowは退職した学校の

先生で、専門が英文学だったことから、色々な

ことを教えてくれました。一緒にその小説の映

画を見たり、小説を読んだ後にわからないとこ

ろを教えてもらったり、エッセイの文法や表現

のチェックもしてもらいました。そのおかげで、

英文学への興味もわき、二つ目のエッセイでは、

高い評価を得ることができました。

タスマニアで生活し、さまざまな人や文化に

触れることで、逆に自分の文化のことをもっと

知りたいと思い、2学期は、日本やアジアについ

ての授業を選択しました。オーストラリアに来

て日本のことを勉強するのは不思議な感じもし

ますが、オーストラリアだからこそ、非日本人

の視点から日本を見ることができ、今までには

気付かなかった「日本人らしさ」や「日本文化」

を学ぶことができました。また寮で行われた文

化交流のディナーでは、友達と2人で、寮生200

人分のおすしを作りました。その他では、大学

の日本語の先生の誘いで、よさこい踊りに参加

し、大学のオープンキャンパスや異文化交流の

イベントなどでパフォーマンスをしました。本

番前の１週間は、毎晩練習があり結構ハードで

したが、最終的には周りからたくさんの賞賛を

受け、日本文化や自分自身に誇りを持つことが

できました。

タスマニアでの１年間は、大変なこともあり

ましたが、自分さえ諦めなければ、周りの人も

応援してくれるし、なんとか乗り越えられるも

のだと感じました。また色々な人に出会い、

色々なことに挑戦し、とても充実していたよう

に思います。大学を卒業する前に貴重な経験が

できて良かったです。

（うきょう　えみ）

人文学部文化学科学生

タ
ス
マ
ニ
ア
留
学
体
験
記
●
右
京
　
恵
美

大
学
院
・
学
部
の
広
報

寮のフォーマルディナーでfellowとともに

（編集部注）人文学部は、海外６カ国の８の大学との間で交換留学制度を実施しています。今回は、タスマニア大学
での留学生活を経験してきた右京さんに寄稿してもらいました。
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第
19
回

三
重
大
学
人
文
学
部

公
開
講
座
報
告

児
玉
　
克
哉

大学院・学部の広報

三
重
大
学
人
文
学
部
は
、
２
０
０
４
年
度
の
公
開
講
座
を
開
催
し

ま
し
た
。
こ
の
講
座
は
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
本
学
人
文

学
部
教
員
と
地
域
住
民
と
の
交
流
、
及
び
市
民
の
一
般
教
養
の
向
上

を
目
指
す
も
の
で
す
。
２
０
０
４
年
度
は
、「
ま
ち
づ
く
り
の
新
発

想
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
地
域
住
民
、
行
政
、
研
究
者
、
企
業

が
協
力
し
な
が
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
と
方
向
性
に
つ
い
て
考

察
し
ま
し
た
。
ま
た
三
重
県
で
は
自
治
体
合
併
が
各
地
で
進
ん
で
お

り
、
こ
れ
は
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

本
学
の
教
員
も
企
業
・
自
治
体
・
民
間
団
体
な
ど
様
々
な
視
点
か

ら
、「
新
発
想
」
を
提
言
し
ま
し
た
。
最
終
回
に
は
三
重
大
学
以
外

か
ら
の
講
師
と
し
て
菊
山
順
子
さ
ん
が
伊
賀
市
で
の
多
文
化
社
会
へ

の
取
り
組
み
を
報
告
し
て
く
だ
さ
り
、
実
践
例
か
ら
も
多
く
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
公
開
講
座
に
は
、
三
重
県
の
各
地
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
家
、

自
治
体
職
員
、
市
民
運
動
活
動
家
、
企
業
職
員
な
ど
32
名
の
受
講
者

を
得
ま
し
た
。
中
に
は
尾
鷲
な
ど
の
遠
方
か
ら
受
講
さ
れ
て
い
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
例
年
よ
り
も
や
や
少
な
め
の
受
講
者
数

と
な
り
ま
し
た
が
、
熱
心
に
受
講
さ
れ
、
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
人
文
学
部
の
教
員
の
中
に
も
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
関
与

し
て
い
る
人
も
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
人
文
学
部
が
地
域
の
核
と
し
て

活
動
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

地
域
の
中
で
の
実
践
と
理
論
の
統
合
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
人
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
活
動
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ

る
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。

講
義
の
日
程
、
テ
ー
マ
、
講
師
は
以
下
の
通
り
で
す
。

第
一
回
9
月
25
日
（
土
）
児
玉
克
哉
（
人
文
学
部
教
授
）

「
合
併
に
揺
れ
る
自
治
体
―

自
治
体
の
未
来
を
考
え
る
」

第
二
回
10
月
２
日
（
土
）
石
阪
督
規
（
人
文
学
部
助
教
授
）

「
市
民
参
画
型
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
望
」

第
三
回
10
月
16
日
（
土
）
鹿
嶋
　
洋
（
人
文
学
部
助
教
授
）

「
企
業
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
―

産
業
と
地
域
と
の
相
互
作
用
―

」

第
四
回
10
月
23
日
（
土
）
麻
野
雅
子
（
人
文
学
部
助
教
授
）

「
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
―

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
う
し
く
み
―

」

第
五
回
10
月
30
日
（
土
）
渡
辺
悌
爾
（
三
重
大
学
副
学
長
）

「
産
学
官
連
携
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
」

第
六
回
11
月
13
日
（
土
）
菊
山
順
子
（
伊
賀
日
本
語
の
会
副
代
表
）

「
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
」

な
お
最
終
日
に
は
、
講
義
終
了
後
に
小
パ
ー
テ
ィ
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
人
文
学
部
の
学
生
た
ち
が
手
作
り
し
た
料
理
や
お
に
ぎ
り
を

片
手
に
、
講
師
と
受
講
生
が
楽
し
く
語
ら
う
場
と
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
交
流
の
場
を
も
っ
と
作
っ
て
ほ
し
い
と
の
声
も
あ
り
ま
し

た
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
場
か
ら
ま
ち
づ
く
り
の
新
発
想
が
生
ま
れ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

受
講
者
の
評
価
も
お
お
む
ね
好
評
で
し
た
が
、「
も
っ
と
内
容
を

充
実
さ
せ
て
ほ
し
い
」「
講
師
の
方
々
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
と
事
前

の
勉
強
が
必
要
」「
行
政
や
地
域
の
代
表
を
講
師
と
し
て
増
や
し
て

欲
し
い
」
な
ど
の
要
望
も
あ
り
、
今
後
の
公
開
講
座
に
活
か
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
こ
だ
ま
　
か
つ
や
）

人
文
学
部
教
授
・
社
会
学

地
域
連
携
委
員
長



編
集
委
員
長
か
ら
今
号
の
特
集
は
三
重
の
美
術
館
・
博
物
館
、
そ
し
て
表
紙
は
海
の
博

物
館
の
写
真
に
な
る
と
伺
い
、
そ
れ
で
は
裏
表
紙
の
写
真
は
海
に
ま
つ
わ
る
も
の
を
と
思

い
、
三
重
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
見
え
る
栗
真
町
屋
海
岸
の
初
夏
に
し
ま
し
た
。
本
年

度
の
人
文
学
部
公
開
説
明
会
特
別
企
画
の
人
文
学
部
探
検
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
で
は

「
海
の
見
え
る
校
舎
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

人
文
学
部
に
勤
め
て
十
数
年
、
研
究
室
か
ら
海
が
見
え
ま
す
が
、
実
は
、
町
屋
海
岸
に

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
ほ
ん
の
数
回
で
す
。
初
夏
の
風
に
誘
わ
れ
て
出
か
け
た
海
岸
で

は
、
ハ
マ
ヒ
ル
ガ
オ
や
ハ
マ
ダ
イ
コ
ン
が
の
び
の
び
と
咲
き
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い

う
花
は
花
屋
の
店
先
で
見
か
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
、
咲
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
か

け
な
け
れ
ば
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
海
か
ら
の
風
を
受
け
て
ふ
る
え
続
け
る
薄
く

淡
い
花
び
ら
を
記
録
、
記
憶
に
残
し
た
い
と
砂
に
足
を
と
ら
れ
な
が
ら
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押

し
ま
し
た
。

帰
り
際
に
大
き
な
松
の
木
の
下
で
大
学
生
ら
し
い
若
者
が
読
書
を
し
て
い
る
の
を
見
か

け
ま
し
た
。
き
っ
と
季
節
ご
と
の
町
屋
海
岸
の
楽
し
み
方
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

（
は
っ
と
り
　
の
り
こ
）

人
文
学
部
教
授
・
英
語
学 ハマヒルガオ（津市栗真町屋町）

雑感
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美術館や博物館で開かれる展覧会には常設展（平常

展）と特別展の２種類がある。その館の所蔵品を展

示するのが常設展で、テーマを立てて館外の所蔵者

からも展示品を拝借して並べるのが特別展だ。

展覧会といえば、後者のことを思い浮かべる人が多く、話題となる

特別展しか足を運ばない入館者もめずらしくない。しかし今では名

品はたいていどこかの館の所蔵品となっており、その館で普段公開

されているときに見れば、はるかに落ち着いて静かに鑑賞できる。

しかし現実には各館で日常的に開かれている地味な所蔵品展に目を

向ける人は少ない。イベントである特別展ばかり注目されるのだが、

実は質の高い平常展を続けていくことは世間の話題となる特別展を

単発的に開催することより難しい。なぜなら、そのために有能な学

芸員を確保し所蔵品の収集研究を継続的に行わせることよりも、外

部の新聞社や研究者と提携し効率よく知名度と収入を上げる特別展

を好む運営者と利用者が多いからだ。一方、図書館にイベント中心

の運営を望む人はいないだろう。さて大学は、というところで紙数

が尽きてしまった。

編集委員会を代表して　藤田　伸也

編集
後記

服部　範子




