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］

　
本論
文
は
、
青
森
市
で
毎
年
八
月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」
を
取
り
　
　
　
　
式
が
確
立
し
た
。
次
に
祭
り
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
経
費
の
高
額
化
に
伴
い
、
ね
ぶ
た
を
運
行
す
る

上げ
、
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
な
大
規
模
な
都
市
祭
礼
に
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
考
察
す
る
。
　
　
　
　
　
　
団
体
が
地
域
か
ら
行
政
・
企
業
へ
移
行
し
、
主
催
者
と
対
等
の
発
言
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し

　
現
在
の

青森
ね
ぶ
た
祭
は
、
巨
大
な
人
形
型
の
燈
籠
、
蝋
子
、
ハ
ネ
ト
と
呼
ば
れ
る
踊
子
、
こ
の
　
　
　
　
て
運
行
形
態
に
つ
い
て
は
、
有
料
観
覧
席
の
設
置
な
ど
観
光
客
対
策
、
国
道
の
使
用
時
間
制
限
、
さ

三

つ
の
セ

ッ

ト
で
構
成
さ
れ
た
集
団
が
合
同
で
運
行
す
る
行
事
で
あ
る
。
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
　
　
　
　
ら
に
は
急
増
す
る
ハ
ネ
ト
と
そ
の
逸
脱
行
為
が
、
運
行
コ
ー
ス
や
運
行
台
数
を
規
定
し
た
。

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
特
定
社
寺
と
結
び
つ
い
た
宗
教
行
事
で
は
な
く
、
起
源
や
由
来
も
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
戦
後
の
変
化
は
五
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
七
年
の
本
格
復

定
か

で
はな
い
。
ね
ぶ
た
に
類
す
る
行
事
は
青
森
県
内
を
は
じ
め
東
日
本
各
地
に
見
ら
れ
、
青
森
市
　
　
　
　
活
か
ら
六
一
年
ま
で
の
第
一
期
は
、
戦
争
に
よ
る
中
断
か
ら
の
復
興
の
時
期
で
あ
る
。
一
九
六
二
年

の
ね

ぶた
も
戦
前
ま
で
は
そ
う
し
た
各
地
の
行
事
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
の
よ
う
な
様
　
　
　
　
か
ら
六
七
年
ま
で
の
第
二
期
は
、
観
光
化
の
開
始
と
大
型
化
の
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
六
八
年

式
が
成
立
し
た
の
は
戦
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
成
立
過
程
と
そ
の
後
の
変
容
　
　
　
　
か
ら
七
九
年
の
第
三
期
に
、
青
森
ね
ぶ
た
祭
が
確
立
し
、
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
↓
九
八
〇
年

を
、
ね
ぶ
た
本
体
（
燈
籠
）
、
祭
り
の
組
織
、
運
行
形
態
の
三
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
九
六
年
の
第
四
期
は
、
若
者
の
逸
脱
行
為
が
目
立
ち
始
め
る
転
換
期
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
九

　ま
ず
ね
ぶ
た
本
体
は
、
道
路
幅
や
歩
道
橋
の
高
さ
と
い
っ
た
、
青
森
市
街
地
の
形
状
に
よ
り
大
き
　
　
　
　
六
年
の
暴
力
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
九
九
七
年
か
ら
の
第
五
期
は
、
逸
脱
行
為
へ
の
対
応
に

さ
の
上
限
が
決
ま
り
、
ね
ぶ
た
師
と
呼
ば
れ
る
制
作
者
の
創
意
工
夫
で
一
九
七
二
年
頃
に
現
在
の
様
　
　
　
追
わ
れ
る
変
容
期
に
入
り
、
現
在
も
試
行
錯
誤
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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は

じ
め
に

　
（
1
）
問
題
の
所
在

　
本
稿
は
、
青
森
県
青
森
市
で
毎
年
八
月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
「
青
森

ね
ぶ

た
祭
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
な
大
規
模
で
特
異
な
都
市
祭
礼
に

な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
考
察
す
る
。

　
青
森
ね
ぶ

た
祭
は
、
日
本
を
代
表
す
る
夏
祭
り
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
古
く
か
ら
の
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
事
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
特
定

社
寺
と
結
び
つ
い
た
宗
教
行
事
で
は
な
く
、
起
源
や
由
来
も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、

一
九
八
〇
年
に

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
ね
ぶ
た
本
体
（
大
き
な

燈
籠
）
の
優
れ
た
芸
術
性
が
人
々
の
目
を
驚
か
す
も
の
の
、
実
は
ね
ぶ
た
本
体
は
毎

年
新

し
く
作
ら
れ
、
祭
り
が
終
わ
る
と
棄
て
ら
れ
る
、
一
年
限
り
の
作
品
で
あ
る
。

し
か
も
、
電
球
、
蛍
光
灯
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
発
電
機
、
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
・
車
軸

な
ど
、
新
し
い
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
、
新
た
な
テ
ー
マ
を
ね
ぶ
た
本
体
の
題
材

と
し
て
発
掘
す
る
な
ど
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
す
一
面
が
あ
る
。

　
ま
た
、
早
く
か
ら
有
料
観
覧
席
を
設
置
し
た
り
、
他
の
祭
り
と
「
東
北
三
大
祭
」

と
い
う
セ
ッ
ト
を
作
っ
て
ツ
ア
ー
客
を
呼
び
込
ん
だ
り
、
全
国
そ
し
て
世
界
各
地
に

積
極
的
に

遠
征

す
る
な
ど
、
観
光
面
の
取
り
組
み
も
盛
ん
な
行
事
で
あ
る
。
ま
た
ね

ぶ
た

を
出
す
た
め
の
費
用
が
高
額
化
し
た
た
め
、
出
す
団
体
は
企
業
が
大
半
で
あ
り
、

企
業
の
多
額
の
出
資
な
し
に
は
祭
礼
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点

は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
現
代
日
本
の
多
く
の
都
市
祭
礼
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
り
、

そ

れ

を
青
森
ね
ぶ
た
祭
は
先
取
り
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
、
青
森
ね
ぶ
た
祭
は
、
日
本
の
都
市
祭
礼
の
持
つ
現
代
的
特
徴
を
先
取
り

し
た
典
型
例
と
し
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
、

今
日
見
る
よ
う
な
行
事
の
ス
タ
イ
ル
の
成
立
と
展
開
の
過
程
を
、
あ
く
ま
で
祭
礼
自

体
の
変
化
を
た
ど
る
中
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
（
2
）
先
行
研
究

　

こ
れ
ま
で
の
ね
ぶ
た
研
究
に
は
、
ま
ず
ね
ぶ
た
の
起
源
を
探
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

が

あ
る
。
古
く
は
近
世
か
ら
、
郷
土
史
家
ら
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て

い

る
が
、
数
年
前
ま
で
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
後
述
の
「
民
俗
学
説
」
と
並

ん
で
、
坂
上
田
村
麿
起
源
説
と
、
津
軽
藩
主
・
津
軽
為
信
起
源
説
が
記
載
さ
れ
、
良

　
　
　
　
　
　
（
1
）

く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
民
俗
学
に
お
い
て
は
、
ね
ぶ
た
を
「
眠
り
流
し
」
「
ね
む
流
し
」
「
ね
ぶ
流

し
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
一
連
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
分
析
し
た
柳
田
国
男
の
研
究
が

著
名
で
あ
る
。
柳
田
は
、
七
夕
に
水
浴
び
を
し
た
り
川
に
何
か
を
流
す
こ
れ
ら
の
行

事
が
、
青
森
県
津
軽
地
方
か
ら
富
山
県
あ
た
り
ま
で
の
日
本
海
側
、
さ
ら
に
は
信
州

や
関
東
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
比
較
か
ら
、
「
津
軽
そ
の
他

の
俵
武
太
が
聖
霊
送
り
の
燈
籠
と
通
例
こ
れ
に
伴
う
犠
牲
の
人
形
と
の
合
体
し
た
も

の
で
あ
る
ら
し
い
」
と
起
源
を
推
測
す
る
〔
柳
田
一
九
九
〇
a
、
四
五
七
〕
。
名
称
に

つ
い

て

は

「
ネ
ブ
タ
を
睡
魔
と
考
え
た
こ
と
は
、
秋
田
地
方
で
こ
れ
を
眠
流
し
と
い

う
の
で
も
わ
か
る
」
〔
柳
田
一
九
九
〇
a
、
四
五
八
〕
と
す
る
。
そ
し
て
青
森
の
場
合
、

こ
れ
が
燈
籠
の
風
流
、
す
な
わ
ち
飾
り
物
に
発
展
し
た
と
す
る
〔
柳
田
一
九
九
〇
b
、

一
一
三
ー
四
〕
。
藤
田
本
太
郎
も
基
本
的
に
こ
の
見
解
を
継
承
し
て
い
る
。
藤
田
は
、

眠

り
流
し
、
す
な
わ
ち
「
暑
さ
の
き
び
し
い
、
し
か
も
農
作
業
の
は
げ
し
い
夏
季
に

お

そ
っ
て
く
る
睡
魔
と
い
う
目
に
見
え
な
い
魔
者
を
追
い
払
う
た
め
の
行
事
」
〔
藤
田

一
九

七

六
、
一
九
〕
が
燈
籠
祭
に
発
達
し
て
、
い
ま
見
る
よ
う
な
ね
ぶ
た
祭
り
に

な
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
青
森
で
は
、
ね
ぶ
た
の
起
源
の
「
民
俗
学

説
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
柳
田
は
、
ね
ぶ
た
が
村
落
行
事
に
基
盤
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
れ

は

「
町

と
村
落
と
、
一
つ
の
行
事
の
花
々
し
さ
の
度
の
ち
が
う
理
由
は
、
誰
に
で
も

容
易
に
推
測
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
こ
の
習
俗
が
起
こ
り
の
遠
い
も
の
な
ら

ば
、
湊
や
城
下
町
で
始
ま
っ
た
気
遣
い
は
な
く
、
す
な
わ
ち
今
あ
る
形
は
後
々
の
発

達
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
妙
に
こ
の
点
だ
け
は
お
国
自
慢
の
人
が
取
り
違
え
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て
い
る
。
古
い
と
言
い
な
が
ら
今
の
姿
に
よ
っ
て
、
そ
の
由
来
を
説
明
し
た
が
る
者

が

ま
だ
多
い
の
で
あ
る
。
」
〔
柳
田
一
九
九
〇
b
、
＝
こ
と
い
う
記
述
に
よ
く
現
れ

て

い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
町
で
発
展
し
た
風
流
の
部
分
を
強
調
し
、
農
村
祭
礼
と
は
異
な
る

都
市
祭
礼
と
し
て
の
ね
ぶ
た
を
重
視
す
る
見
方
も
あ
る
。

　

池
上
良
正
は
、
ね
ぶ
た
に
は
農
村
行
事
と
し
て
の
側
面
と
は
別
に
、
町
部
、
と
り

わ

け
城
下
を
中
心
に
発
達
し
た
風
流
的
祭
礼
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
具

体
的
に

は
、
青
森
県
下
で
は
す
で
に
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
、
弘
前
、
黒
石
、
青
森
、

鰺
ヶ
沢
、
木
造
、
金
木
、
五
所
川
原
、
板
屋
野
木
（
現
、
板
柳
町
）
、
藤
崎
、
小
湊

（現
、
平
内
町
）
な
ど
の
町
部
で
ね
ぶ
た
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
能
代
・
鶴

岡
の
眠
流
し
、
秋
田
・
角
館
の
竿
燈
、
湯
沢
・
村
上
・
高
岡
の
七
夕
祭
な
ど
、
日
本

海
側
に
広
く
分
布
す
る
風
流
化
さ
れ
た
七
夕
行
事
に
連
な
る
も
の
と
い
う
〔
池
上
一

九
八

六
〕
。
そ
し
て
、
近
代
の
ね
ぶ
た
の
二
つ
の
側
面
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
第
一
は
、

農
村
を
基
盤
と
し
た
民
俗
行
事
『
ネ
ブ
タ
流
し
』
と
し
て
の
側
面
で
あ
り
、
第
二
は
、

町
部
で
風
流
化
し
た
祭
礼
『
ネ
プ
タ
祭
り
』
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み

れ

ば
、
第
一
の
民
俗
行
事
を
基
礎
に
近
世
期
に
お
い
て
第
二
の
町
部
の
祭
礼
が
発
達

し
、
近
世
末
よ
り
近
代
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
逆
に
こ
う
し
た
町
部
の
祭
礼
の
も
つ
風

流
的
要
素
が
農
村
行
事
の
模
範
と
な
り
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
」
〔
池
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
九

八

六
、
六
〕
と
両
者
の
関
係
を
推
測
す
る
。

　
小
松
和
彦
は
、
ね
ぶ
た
の
源
流
を
農
村
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
民
俗
行
事
に
求
め

る
「
村
落
行
事
源
流
説
」
に
対
し
、
源
流
を
都
市
の
祭
り
に
求
め
る
「
都
市
祭
礼
源

流
説
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
祭
り
は
村
の
祭
り
の
仕
組
み

で
は

説

明
仕
切
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
弘
前
や
青
森
の
七
夕
祭
が
村
落
の
七

夕
祭
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
都
市
の
祭
り
と
し
て
の
七
夕
祭
へ
発
展

す

る
た
め
に
は
大
き
な
飛
躍
、
性
格
の
変
化
が
あ
っ
た
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、

「
七

夕
祭
」
や
「
眠
気
流
し
」
と
い
っ
た
性
格
を
捨
て
去
り
、
燈
籠
を
い
か
に
観
客
を

喜
ば
れ
る
よ
う
に
見
せ
る
か
と
い
う
「
見
世
物
性
」
を
強
く
意
識
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
そ
し
て
京
都
の
祇
園
祭
な
ど
と
の
比
較
か
ら
、
祭
礼
の
余
興
的
部
分
で
あ

る
「
練
り
物
」
を
集
団
ご
と
に
工
夫
し
競
い
合
う
点
を
都
市
祭
礼
の
特
徴
と
し
て
指

摘

し
、
こ
う
し
た
風
流
が
全
国
各
地
の
都
市
祭
礼
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
す
る
〔
小

松
二
〇
〇
〇
a
〕
。
そ
し
て
青
森
ね
ぶ
た
を
考
え
る
際
に
も
、
京
都
や
西
回
り
航
路

の
寄
港
地
と
の
文
化
交
流
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
〔
小
松
二
〇
〇
〇
b
〕
。

同
様
に
中
牧
弘
允
も
、
日
本
海
沿
岸
の
風
流
灯
籠
の
地
方
的
発
展
と
し
て
ね
ぶ
た
を

捉
え
て
い
る
〔
中
牧
一
九
七
九
〕
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
都
市
部
の
ね
ぶ
た
に
つ
い
て
の
学
術
研
究
は
、

よ
う
や
く
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
観
が
あ
り
、
各
地
の
事
例
報
告
が
出
始
め
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
で
は
弘
前
市
が
最
も
早
く
（
〔
藤
田
↓
九
七
六
〕
や
〔
弘
前

大

学
人
文
学
部
人
間
行
動
コ
ー
ス
一
九
八
六
〕
な
ど
が
あ
る
）
、
そ
の
後
、
む
つ
市
大

湊
〔
大
湊
ネ
ブ
タ
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
一
九
八
五
〕
、
黒
石
市
〔
笹
森
建
英
編

一
九
九

五
〕
、
そ
れ
に
秋
田
県
能
代
市
の
眠
流
し
〔
能
代
の
ね
ぶ
な
が
し
行
事
記
録
作
成

委
員
会
一
九
九
八
〕
に
つ
い
て
も
、
主
催
者
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
立
場
に
よ
る
報

告

書
が
相
次
い
だ
。
そ
し
て
青
森
市
に
つ
い
て
も
よ
う
や
く
調
査
報
告
書
が
出
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

〔
宮
田
・
小
松
二
〇
〇
〇
〕
。
こ
れ
ら
の
報
告
で
は
、
近
世
・
近
代
の
史
料
の
不
足
か

ら
成
立
期
の
事
情
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
判
明
し
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、

各
地
の
ね
ぶ
た
の
変
遷
と
、
都
市
ご
と
の
個
性
的
な
形
態
の
成
立
事
情
が
徐
々
に
明

ら
か
に
な
り
つ
っ
あ
る
。

　
（
3
）
青
森
ね
ぶ
た
の
特
徴

　
現

在
、
青
森
ね
ぶ
た
祭
の
日
程
は
、
八
月
一
日
に
前
夜
祭
が
あ
り
、
二
日
か
ら
六

日
の
夜
に
市
内
中
心
部
で
合
同
運
行
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
七
日
は
昼
の
合
同
運
行

が

あ
り
、
夜
の
海
⊥
運
行
で
す
べ
て
の
行
事
が
終
了
す
る
。
合
同
運
行
に
は
、
現
在

で
は

二
四

台
の
大
型
ね
ぶ
た
と
（
近
年
の
例
と
し
て
、
一
九
九
九
年
の
ね
ぶ
た
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
に
示
す
）
、
一
〇
～
一
五
台
の
子
供
ね
ぶ
た
・
地
域
ね
ぶ
た
が
登
場
す
る
。
「
東
北

三
大
祭
」
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
六
日
間
の
人
出
は
三
八
〇
万
人
を
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超
す
、
全
国
有
数
の
大
規
模
な
祭
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　

こ
の
行
事
が
、
青
森
県
津
軽
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
他
の
ね
ぶ
た
と
異
な
る
点

を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
青
森
市
の
ね
ぶ
た
は
、
巨
大
な
燈
籠
で
あ
る
ね
ぶ
た
本
体
に
加
え
、

嚇
子
、
そ
れ
に
ハ
ネ
ト
と
呼
ば
れ
る
踊
り
子
、
こ
の
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て

い

る
。
特
に
大
人
数
の
ハ
ネ
ト
の
存
在
は
、
他
の
都
市
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
現
在
の
青
森
市
の
ね
ぶ
た
本
体
は
、
針
金
の
枠
組
に
紙
を
貼
っ
た
人
形

燈
籠

を
、
中
か
ら
電
球
で
照
ら
し
た
も
の
で
、
歌
舞
伎
の
名
場
面
や
、
日
本
や
中
国

の
歴
史
・
伝
説
な
ど
か
ら
題
材
を
取
り
、
人
形
一
つ
な
い
し
二
つ
（
ま
れ
に
三
つ
以

上
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
大
き
さ
は
、
大
型
ね
ぶ
た
の
場
合
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル

（台
車
を
含
む
）
、
幅
九
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
、
横
長
の
平
べ
っ

た
い
空
間
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幅
に
比
べ
て
高
さ
が
低
い
た
め
、
重
心
の

低

い
、
這
い
つ
く
ば
っ
た
よ
う
な
姿
勢
が
特
徴
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
県
内
主
要
都
市
を
見
る
と
、
弘
前
市
で
は
青
森
市
の
よ
う
な
人
形
の
形

を
し
た
「
組
ね
ぶ
た
」
は
少
数
派
で
あ
り
、
扇
形
の
行
灯
に
武
者
絵
な
ど
を
描
い
た

コ
扇
ね
ぶ

た
」
が
主
流
で
あ
る
。
ま
た
黒
石
市
は
、
形
態
は
弘
前
風
の
扇
ね
ぶ
た
、

青
森
風
の
人
形
ね
ぶ
た
の
双
方
あ
る
が
や
や
小
ぶ
り
で
、
人
形
ね
ぶ
た
は
三
段
～
五

段
の

高
欄
の
上
に
載
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
七
〇
台
を
超
え
る
と
い
う
台

数
の
多
さ
を
誇
り
に
し
て
い
る
〔
あ
お
も
り
草
子
編
集
部
二
〇
〇
〇
〕
。
五
所
川
原
市

で

は
、
一
九
九
六
年
ま
で
は
小
型
の
組
ね
ぶ
た
が
一
〇
台
ほ
ど
出
る
だ
け
で
あ
っ
た

が

（
し
か
も
そ
の
多
く
は
木
造
町
で
使
用
し
た
も
の
を
購
入
し
て
い
た
）
、
一
九
九

七
年

に
制
作
さ
れ
た
高
さ
二
ニ
メ
ー
ト
ル
の
「
立
俵
武
多
」
が
瞬
く
間
に
行
事
の
中

心

と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
大
型
三
台
の
ほ
か
に
中
型
も
三
台
登
場
し
、
他
都
市

に

は

な
い
「
立
俵
武
多
」
が
特
徴
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
青
森
市
の
ね
ぶ
た
本
体
を
載
せ
て
い
る
台
車
は
リ
ヤ
カ
ー
が
発
展
し
大

型
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
を
用
い
、
車
輪
は
二
輪
で
、
引
き
綱

を
用
い
ず
に
引
き
手
と
呼
ば
れ
る
前
後
に
あ
る
棒
を
押
し
て
動
か
す
。
こ
の
た
め
、

急
停
止
や
旋
回
、
上
下
動
な
ど
、
機
敏
な
動
き
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
ね
ぶ

た
や
、
全
国
各
地
の
山
車
・
曳
山
・
屋
台
に
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
四
に
、
青
森
市
の
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体
（
運
行
団
体
）
は
、
大
型
ね
ぶ
た
に
つ

い

て
は
、
町
内
会
な
ど
の
地
縁
組
織
が
減
少
し
、
企
業
や
公
共
団
体
が
多
く
な
っ
て

い

る
。
こ
れ
は
経
費
の
高
額
化
に
伴
い
、
地
縁
組
織
に
は
運
行
費
用
を
ま
か
な
い
き

れ

な
く
な
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
そ
し
て
大
型
ね
ぶ
た
の
運
行
団
体
は
「
ね
ぶ

た
師
」
と
呼
ば
れ
る
外
部
の
専
門
家
に
ね
ぶ
た
制
作
を
発
注
し
て
い
る
。

　
第
五
に
、
青
森
市
で
は
、
大
型
ね
ぶ
た
制
作
者
と
し
て
の
「
ね
ぶ
た
師
」
と
い
う

専

門
家
の
地
位
が
確
立
し
て
い
る
。
現
在
、
青
森
市
で
は
二
四
台
の
大
型
ね
ぶ
た
の

う
ち
一
台
は
市
民
有
志
に
よ
る
自
主
制
作
で
あ
る
が
、
他
の
二
一
二
台
を
一
四
人
の
ね

ぶ

た
師
が
制
作
し
て
い
る
（
子
供
ね
ぶ
た
や
地
域
ね
ぶ
た
は
、
市
民
に
よ
る
自
主
制

作
が
主
流
で
あ
る
）
。
ね
ぶ
た
師
は
、
運
行
団
体
か
ら
大
型
ね
ぶ
た
制
作
を
受
注
し
、

費
用
の
支
払
い
を
受
け
て
ね
ぶ
た
を
制
作
す
る
。
ね
ぶ
た
師
は
そ
れ
ぞ
れ
、
数
名
か

ら
十
名
弱
の
ス
タ
ッ
フ
（
弟
子
や
電
気
の
専
門
家
）
を
抱
え
、
紙
貼
り
に
主
婦
を
ア

ル
バ

イ
ト
で
雇
う
な
ど
、
一
種
の
制
作
集
団
を
率
い
て
い
る
。
各
団
体
の
制
作
者
名

は
毎
年
の
新
聞
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
、
市
民
に
は
周
知
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
制
作
者
と
し
て
の
地
位
は
、
ね
ぶ
た
制
作
だ
け
で
全
員
が
生
活
で
き
る
ほ
ど

に

は

高
く
な
く
、
本
業
を
別
に
持
っ
て
い
る
者
が
大
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
以

前
は
単
な
る
「
物
好
き
の
道
楽
」
と
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

青
森
市
で
は
ね
ぶ
た
制
作
者
の
地
位
が
「
職
人
」
か
ら
「
芸
術
家
」
へ
と
徐
々
に
向

　
　
　
　
　
（
7
）

上

し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
四
人
が
、
青
森
市
か
ら
「
ね
ぶ
た
名
人
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

称
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
大
型
ね
ぶ
た
を
作
る
ね
ぶ
た
師
に
な
る
た
め
に

は
、
ね
ぶ
た
師
に
弟
子
入
り
し
て
修
業
し
、
少
し
ず
つ
作
業
を
任
さ
れ
な
が
ら
、
大

型
ね
ぶ

た
の
制
作
、
そ
し
て
独
立
の
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
と
い
う
、
一
種
の
徒
弟
制
度

が

い

ま
だ
健
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
型
ね
ぶ
た
制
作
に
関
し
て
外
部
か
ら
の

安
易
な
新
規
参
入
を
阻
む
仕
組
み
が
存
在
す
る
の
は
、
運
行
団
体
の
側
が
、
一
定
水

準
の
大
型
ね
ぶ
た
を
一
定
期
間
内
に
制
作
す
る
た
め
の
能
力
保
証
を
徒
弟
制
度
に
見
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表11999年大型ねぶた一覧

団体名 ねぶた題名 制作者

に組・東芝 雷神 白鳥芳生

青森大学 雷神菅原道真 北村隆

サンロード青森 縄文鼓動「祈」 千葉作龍

青森市役所ねぶた実行委員会 風雲児信長 穐元鴻生

消防第二分団・アサヒビール 三国志「孔明・風を呼ぶ」 千葉作龍

県庁ねぶた実行委員会 雪の奮戦佐藤忠信 川村心生

日本通運（株）青森支店ねぶた実行委員会 弁慶と知盛 福井祥司

青森マルハ俵武多会 魚跳龍門 竹浪魁龍

青森市PTA連合会 剣聖武蔵　梅軒を討っ 柳谷優浩

（社）青森青年会議所 風神　雷神 内山龍星

青森自衛隊ねぶた 奇襲　桶狭間 木村登美男

日立連合ねぶた委員会 武神「関羽」 渋谷一榔

ねぶた愛好会 連獅子 石谷進

ヤマト運輸ねぶた実行委員会 三国志　赤兎馬関羽武勇 穐元鴻生

東北電力ねぶた愛好会 宇治川の先陣争い（佐々木高綱） 穐元和生

JRねぶた実行委員会 縄文　三内丸山 北村隆

青森菱友会 梵珠山の由来より　文殊 竹浪魁龍

私たちのねぶた自主製作実行委員会 善知鳥安方忠義傳 私たち一同

青森県板金工業組合 源頼光　酒天童子を討っ 内山龍星

ふれあい郵便局ねぶた実行委員会 奮戦　津軽為信 内山龍星

NTTグループねぶた 瓶割り柴田 福井祥司

日産青森会ねぶた実行委員会 水薪伝地獄廻り 北村明

（株）ダックビブレ青森ビブレ 天孫降臨 北村隆

青森ナショナルねぶた会 降魔調伏「安倍晴明」 千葉作龍
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い

だ

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
周
辺
他
都
市
で
は
、
青
森
の
よ
う
に
制
作
者

の

名
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
弘
前
や
黒
石
の
一
部
の
ね
ぶ
た
に
限
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

　
第
六

に
、
莫
大
な
数
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
の
も
青
森
市
な
ら
で
は
の
特
徴
で

あ
る
。
青
森
ね
ぶ
た
は
、
一
九
六
二
年
頃
に
仙
台
七
夕
、
秋
田
竿
燈
と
と
も
に
「
東

北
三
大
祭
」
と
名
乗
り
、
観
光
客
の
誘
致
に
力
を
入
れ
始
め
た
。
そ
の
後
も
さ
ま
ざ

ま
な
経
緯
が
あ
り
、
近
年
で
は
六
日
間
の
期
問
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
三
五
〇
万
人
以

　
以
上
、
六
点
ほ
ど
青
森
市
の
ね
ぶ
た
の
特
徴
を
列
挙
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
戦
後
の
青
森
ね
ぶ
た
に
の
み
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
青
森
ね
ぶ
た
が
そ
の
独
自
の
形
態
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
、
現
在
見

る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
ね
ぶ

た
本
体
、
祭
り
の
組
織
、
運
行
形
態
、
こ
の
三
点
に
注
目
し
、
戦
後
の
変
化
を
た
ど

上
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
は
近
隣
諸
都
市
の
ね
ぶ
た
と
は
大
き
く
異
な
る
特
徴
で
あ

る
。
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り
な
が
ら
、
現
在
の
よ
う
な
様
式
が
確
立
し
た
経
過
を
示
し
て
い
き
た
い
。

0
本
体
の
変
化

　
（
1
）
戦
前
ま
で
の
青
森
ね
ぶ
た

　
本
章
で
は
、
ね
ぶ
た
本
体
の
形
態
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
青
森
独
自
の
形

が
成
立
し
、
現
在
見
る
よ
う
な
姿
に
発
展
し
て
き
た
か
を
述
べ
る
。

　
最
初
に
、
青
森
ね
ぶ
た
の
発
生
に
関
す
る
記
録
を
見
て
お
こ
う
。
近
世
の
ね
ぶ
た

に

関
す
る
記
録
は
弘
＝
9
0
の
も
の
が
多
く
、
文
献
に
青
森
市
の
ね
ぶ
た
が
登
場
す
る
の

は

江
戸
末
期
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
最
も
古
い
史
料
は
、
「
柿
崎
日
記
」
天
保
十
三
年

（
一
八
四

二
）
の
次
の
記
事
だ
と
い
う
。
「
七
月
、
俵
武
多
無
し
…
当
年
七
夕
祭
は
子

供
ば
か
り
に
て
、
町
内
よ
り
は
ね
ぶ
た
一
切
不
出
」
〔
清
野
二
〇
〇
〇
〕
。
そ
の
後
、

柿
崎
日
記
に
は
津
軽
藩
か
ら
の
ね
ぶ
た
禁
止
令
が
た
び
た
び
出
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ

て
い
る
。
江
戸
末
期
の
青
森
ね
ぶ
た
に
つ
い
て
は
、
運
行
の
詳
し
い
様
子
や
ね
ぶ

た
の
形
態
の
記
録
が
な
い
。
し
か
し
清
野
耕
司
は
、
「
毎
年
七
月
七
日
（
旧
暦
）
の
数

日
前
か
ら
各
町
内
の
壮
年
者
が
頭
取
（
代
表
）
と
な
っ
て
、
ね
ぶ
た
を
作
り
、
六
日

の
夜

ま
で
毎
夜
（
何
日
間
く
ら
い
か
不
明
）
町
内
や
場
合
に
よ
っ
て
は
他
町
ま
で

持
っ
て
出
て
歩
い
た
。
こ
の
時
に
金
銭
を
集
め
る
こ
と
も
あ
り
、
運
行
に
際
し
て
は

喧
嘩
口

論
も
あ
っ
た
よ
う
で
禁
令
の
対
象
に
も
な
っ
た
。
子
供
ら
も
何
ら
か
の
形
で

参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
六
日
は
最
後
の
夜
、
七
日
昼
は
堤
川
で
の
ね
ぶ
た
流

し
と
い
う
こ
と
で
、
合
同
の
運
行
に
近
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
五
日
ま
で
は
各

町
内
毎
の
自
由
運
行
だ
っ
た
よ
う
だ
」
と
当
時
の
様
子
を
推
測
し
て
い
る
〔
清
野
二

〇
〇
〇
、
七
〇
〕
。

　
近
代
に
入
り
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
「
村
林
奮
記
」
に
は
、
当
時
の
大
型

ね
ぶ

た
に
つ
い
て
初
め
て
具
体
的
な
記
述
が
登
場
す
る
。

　
　
「
七
夕
祭
ね
ふ
た
多
分
に
出
る
、
近
来
珍
し
き
程
大
な
る
物
彩
多
な
り

　
　
　
一
　
濱
町
（
宝
船
　
神
功
皇
后
）

　
　
　
一
　
新
町
（
牛
若
　
鼻
天
狗
高
十
一
間
）

　
　
　
一
　
大
工
町
（
輿
）
　
鍛
冶
町
（
姐
巳
）

　
　
　
一
　
米
町
（
漢
皇
祖
白
蛇
を
斬
る
）

　
　
　
一
　
安
方
町
（
相
馬
将
門
　
千
両
箱
）

　
　
右
何
れ

も
百
人
余
の
担
ぎ
也

　
　
四
五
十
人
持
は

大

町
、
蜆
貝
町
、
博
労
町
、
塩
町
な
り
。
右
の
他
各
町
に
て
小

　
　
き
一
人
持
以
上
の
も
の
沢
山
な
り
」
〔
清
野
二
〇
〇
〇
、
七
四
〕

　

こ
の
記
述
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
百
人
で
担
ぐ
巨
大
な
ね
ぶ
た
や
、
高
さ
十
一
間

と
い
う
か
ら
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
い
ね
ぶ
た
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
一

人
で
持
つ
小
型
ね
ぶ
た
も
多
数
あ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
青
森
県
権
令
に
着
任
し
た
、
元
大
垣
藩
士

の

菱
田
重
禧
が
ね
ぶ
た
禁
止
の
布
達
を
出
す
。
そ
の
効
力
は
定
か
で
な
い
が
、
ね
ぶ

た
は
蛮
習
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年

に
は
「
俵
武
多
取
締
規
則
」
が
定
め
ら
れ
、
条
件
つ
き
で
禁
止
が
解
除
に
な
っ
た
。

そ

こ
で
の
条
件
の
一
つ
に
ね
ぶ
た
の
大
き
さ
制
限
が
あ
り
、
「
高
サ
一
丈
八
尺
以
上
、

幅
一
丈
三
尺
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
許
サ
ズ
」
と
定
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
高
さ
約
五
・

五

メ
ー
ト
ル
、
縦
横
の
幅
四
メ
ー
ト
ル
が
上
限
と
な
っ
た
〔
清
野
二
〇
〇
〇
、
七
七
〕
。

以
前
に
比
べ
て
小
型
化
し
た
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
ね
ぶ
た
が
公
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
八
九
八

（
明
治
三
十
一
）
年
に
新
し
い
「
俵
武
多
取
締
規
則
」
が
発
令
さ
れ
、
大

き
さ
に
関
し
て
は
、
ね
ぶ
た
の
高
さ
を
土
台
か
ら
八
尺
（
約
二
・
四
メ
ー
ト
ル
）
以
下
、

四
人
以
下
で
担
ぐ
も
の
と
制
限
し
た
〔
藤
田
一
九
七
六
、
八
六
〕
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

青
森
ね
ぶ
た
は
四
人
で
担
ぐ
も
の
が
主
流
に
な
る
。
ま
た
、
一
八
七
九
年
に
青
森
電

信
分
局
、
一
八
九
七
年
に
青
森
電
灯
会
社
が
設
立
さ
れ
〔
清
野
二
〇
〇
〇
、
八
〇
〕
、

電
線
が
ね
ぶ

た
の
大
型
化
を
阻
む
障
害
物
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
大
正
期
に
は
、
力
自
慢
の
若
者
が
一
人
で
担
ぐ
、
一
人
担
ぎ
の
ね
ぶ
た
が
考
案
さ

れ

た
〔
清
野
二
〇
〇
〇
、
八
二
〕
。
ま
た
大
正
期
に
は
、
七
月
六
日
の
夜
と
七
日
の
昼

に

合
同
運
行
も
行
わ
れ
た
。
合
同
運
行
の
起
源
は
不
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
二
日
間
の
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合
同
運
行
に
つ
い
て
、
郷
土
史
家
の
肴
倉
弥
八
は
、
明
治
末
の
武
田
千
代
三
郎
知
事

の
在
任
中
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
〔
青
森
観
光
協
会
一
九
七
七
〕
。

　
一
九
二
八
年
に
青
森
と
弘
前
の
ね
ぶ
た
を
見
た
今
純
三
が
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
ね
ぶ
た
の
大
き
さ
は
、
「
比
較
的
巾
の
な
い
も
の
な
ら
ば
一
人
か
つ
ぎ
と
す
る

の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
把
柄
と
し
て
垂
直
に
丈
夫
な
棒
が
取
り
つ
け
ら
れ
、
更
に

そ

れ
に

肩
あ
て
と
手
が
か
り
の
た
め
に
程
よ
い
位
置
に
横
木
が
つ
け
ら
れ
て
あ
る
。

又

巾
の
あ
る
大
き
な
ネ
プ
タ
に
な
る
と
、
丸
太
を
以
て
脚
を
組
み
そ
れ
に
竪
横
に
丸

太

を
結
び
付
け
て
『
十
六
人
か
つ
ぎ
』
『
三
十
二
人
か
つ
ぎ
』
と
す
る
。
尚
一
つ
の
方

法

は
、
山
車
に
使
ふ
四
輪
車
に
乗
せ
て
綱
曳
き
と
す
る
か
、
又
は
普
通
の
手
車
を
取

り
つ
け
て
曳
く
か
で
あ
る
」
「
現
今
で
は
経
済
と
電
線
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
高
さ

十
五
尺

と
限
ら
れ
て
居
る
」
〔
今
一
九
二
八
、
四
八
ー
四
九
〕
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当

時
は

必
ず

し
も
「
俵
武
多
取
締
規
則
」
を
厳
格
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う

だ

が
、
そ
れ
に
し
て
も
現
在
と
比
べ
る
と
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
ね
ぶ
た
は
小
さ
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
現
在
の
青
森
ね
ぶ

た
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
徴
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
や
が

て
、
一
九
三
七
年
の
日
華
事
変
勃
発
に
よ
り
戦
火
が
拡
大
す
る
と
、
こ
の
年

か

ら
ね
ぶ
た
は
中
止
と
な
っ
た
。
一
九
四
四
年
に
は
例
外
的
に
一
度
だ
け
実
施
し
た

が
、
物
資
不
足
か
ら
ご
く
わ
ず
か
な
台
数
し
か
出
な
か
っ
た
。
ね
ぶ
た
が
復
活
す
る

の

は
、
一
〇
年
後
の
一
九
四
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
2
）
青
森
ね
ぶ
た
の
定
型
化

　
青
森
ね
ぶ
た
は
、
戦
後
一
九
四
六
年
に
早
く
も
い
く
つ
か
の
町
内
（
確
実
な
資
料

は

な
い
が
、
お
そ
ら
く
五
町
程
度
）
で
復
活
し
た
。
し
か
し
ま
だ
組
織
的
な
運
行
に

は

至

ら
ず
、
町
の
人
々
に
よ
る
自
主
運
行
で
あ
っ
た
。
青
森
ね
ぶ
た
の
本
格
復
活
は

一
九
四
七

年
で
、
青
森
市
復
興
港
ま
つ
り
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
の
混
乱
期
に
は
、
あ
り
あ
わ
せ
の
材
料
で
間
に
合
わ
せ
、
と
に
か
く
ね
ぶ
た

を
運
行
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
青
森
の
復
興
も
進
む
う
ち
、

よ
り
優
れ
た
ね
ぶ
た
を
目
指
す
傾
向
が
顕
著
に
な
る
。
ね
ぶ
た
の
出
来
映
え
を
審
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
、
表
彰
す
る
制
度
も
始
ま
る
。

　

戦
後
の
青
森
ね
ぶ

た
で
重
要
な
の
は
、
戦
前
に
あ
っ
た
ね
ぶ
た
の
大
き
さ
制
限
が

撤
廃
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
戦
前
の
ね
ぶ
た
の
大
き
さ
を
規
定
し
て
き
た

一
八
九
八

（
明
治
三
十
一
）
年
の
「
俵
武
多
取
締
規
則
」
が
な
く
な
り
、
制
度
上
は

そ
れ
ま
で
に
な
い
大
き
さ
の
も
の
を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
無
制
限
に
大
き
い
も
の
を
作
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
材
料
の

制
約
と
道
路
状
況
が
大
き
さ
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
特
に
道
路
状
況
に
よ

る
制
約
は
大
き
く
、
あ
る
意
味
で
青
森
特
有
の
ね
ぶ
た
の
形
を
決
め
た
の
は
青
森
の

都
市
空
間
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　

青
森
市
は
、
一
九
四
五
年
七
月
の
空
襲
で
市
の
中
心
部
が
焼
失
し
た
。
復
興
時
に

青
森
県
土
木
課
は
、
道
路
幅
を
広
く
取
っ
た
都
市
計
画
を
作
成
し
た
。
柳
町
通
り
の

五
〇

メ
ー
ト
ル
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
道
四
号
・
七
号
が
三
六
メ
ー
ト
ル
、
八
甲
通

り
、
柳
町
通
り
な
ど
の
目
抜
き
通
り
が
二
五
メ
ー
ト
ル
等
、
目
抜
き
通
り
の
幅
は
戦

前
の
二
倍
ほ
ど
に
広
が
り
〔
対
馬
一
九
五
二
〕
、
車
道
だ
け
の
幅
で
も
、
国
道
四
号
・

七

号
が
二
四
メ
ー
ト
ル
、
他
の
目
抜
き
通
り
が
二
～
一
ニ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
、
碁

盤

目
状
に
直
交
し
た
整
然
と
し
た
町
並
み
が
作
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
青

森
ね
ぶ

た
の
形
状
は
ま
ず
横
幅
が
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
到
達
点
が
一
九
五
七
年
で
、

当
時
流
行
し
て
い
た
ワ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン
映
画
の
「
シ
ネ
マ
ス
コ
ー
プ
」
の
名
を

取
っ
て
「
シ
ネ
ス
コ
型
」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
の
幅
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
参
加
一

二
組
の

う
ち
第
二
消
防
団
の
『
小
野
川
喜
三
郎
猫
退
治
』
は
戦
後
最
大
と
い
わ
れ
る

幅
二
八
尺
の
大
作
で
あ
り
、
魚
市
場
青
年
会
の
『
坂
上
田
村
麿
鬼
退
治
』
と
東
北
電

力
の
『
勧
進
帳
』
、
青
森
電
通
の
『
宇
治
川
先
陣
争
い
』
は
い
ず
れ
も
二
七
尺
、
古
川

魚
菜
市
場
の
『
勧
進
帳
』
と
浦
町
消
防
団
の
『
熊
谷
直
実
と
平
敦
盛
』
も
二
六
尺
で
、

大
町
通
り
は
も
ち
ろ
ん
コ
ー
ス
の
青
森
駅
横
通
り
も
通
れ
な
い
。
こ
の
た
め
以
上
六

組
は

合

同
運
行
途
中
、
青
森
駅
前
か
ら
東
洋
劇
場
ま
で
引
き
返
し
直
接
国
道
へ
抜
け

て

合
流
す
る
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
五
七
・
八
・
六
）
。
こ
の
よ
う
に
、
最
大
で
二
八
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尺
（
約
八
・
五
メ
ー
ト
ル
）
も
の
幅
が
あ
っ
て
は
、
当
時
の
合
同
運
行
コ
ー
ス
の
一
部

を
通
行
で
き
ず
、
迂
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

あ
た
り
で
横
幅
の
広
が
り
が
ほ
ぼ
限
界
に
達
し
、
最
終
的
に
は
九
メ
ー
ト
ル
が
上
限

と
し
て
定
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
運
行
コ
ー
ス
も
、
九
メ
ー
ト
ル
幅
の
ね
ぶ
た
が
車
道

を
通
過
で
き
る
目
抜
き
通
り
に
限
定
さ
れ
る
。

　
次
に

高
さ
で
あ
る
が
、
一
九
五
五
年
頃
に
青
森
随
一
の
繁
華
街
で
あ
る
新
町
通
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

作
ら
れ
た
、
道
路
を
ま
た
ぐ
広
告
ア
ー
チ
の
下
辺
が
高
さ
五
・
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

新
町
通
を
運
行
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
上
の
高
さ
の
ね
ぶ
た
を
作
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
六
九
年
に
は
県
庁
前
に
高
さ
五
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
歩
道
橋

が

で

き
、
高
さ
制
限
が
さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
が
ね

ぶ

た
の
上
限
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
戦
後
は
ね
ぶ
た
を
作
る
材
料
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の

も
の
は
、
骨
組
み
を
竹
で
は
な
く
針
金
で
組
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
初

は

ひ

も
の
結
び
目
な
ど
、
細
か
な
部
分
に
だ
け
針
金
が
用
い
ら
れ
た
。
や
が
て
竹
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

全

く
使
わ
ず
、
針
金
だ
け
で
骨
組
み
を
作
る
よ
う
に
な
る
。
針
金
の
導
入
に
よ
り
、

体
を
ひ
ね
る
姿
勢
や
、
衣
装
の
細
か
な
造
作
が
制
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

以

前
は
墨
で
描
い
て
済
ま
し
て
い
た
歯
、
舌
、
眉
な
ど
の
体
の
細
部
を
立
体
的
に

作
っ
た
り
、
指
を
一
本
ず
つ
離
し
て
作
る
、
体
の
筋
肉
を
表
現
す
る
と
い
っ
た
、
彫

刻
の
よ
う
な
表
現
が
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
。
造
型
と
し
て
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
一
九
五
五
年
か
ら
五
七
年
頃
に
、
戦
後
の
青
森
ね
ぶ
た
の
大
き
さ
と

独
特
の
形
が
定

ま
り
、
以
後
の
発
展
の
基
礎
が
築
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
時
期
に
活
躍
し
た
ね
ぶ
た
師
の
代
表
が
、
北
川
金
三
郎
（
一
八
八
〇
～

一
九

六
〇
）
、
北
川
啓
三
（
一
九
〇
五
～
一
九
八
八
）
の
親
子
で
あ
る
。
北
川
金
三
郎

の
代
表
作
は
、
一
九
五
七
年
に
東
北
電
力
か
ら
出
し
た
「
勧
進
帳
」
で
あ
ろ
う
。
現

在

と
ほ
ぼ
同
じ
幅
に
ま
で
ね
ぶ
た
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
で
あ
っ

た
が
、
大
き
い
だ
け
で
な
く
、
造
形
と
し
て
も
大
変
優
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

ね
ぶ

た
に
初
め
て
蛍
光
灯
を
使
用
し
た
作
品
と
い
わ
れ
、
そ
の
明
る
さ
も
大
評
判
に

な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
一
九
五
五
年
に
東
北
電
力
か
ら
出
し
た
「
九
紋
龍
と
花
和
尚
」

も
評
価
の
高
い
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
当
時
を
代
表
す
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

　
北
川
金
三
郎
は
一
方
で
、
針
金
の
線
を
生
か
し
て
女
性
を
造
型
し
た
優
美
な
ね
ぶ

た
に
も
挑
戦
し
た
。
一
九
五
四
年
に
三
陸
炭
坑
か
ら
出
し
た
「
羽
衣
」
、
一
九
五
六

年
に

東
北
電
力
の
ね
ぶ
た
に
付
属
し
た
前
ね
ぶ
た
と
し
て
出
し
た
「
藤
娘
」
な
ど
が

そ

う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
優
美
な
ね
ぶ
た
は
ね
ぶ
た
の
主
流
と
は
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
ね
ぶ
た
師
が
実
験
的
に
取
り
組
ん
で
は
き
た
も
の
の
、
単
発

的
な
試
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　
北

川
金
三
郎
は
、
代
表
作
の
「
勧
進
帳
」
を
制
作
し
た
三
年
後
の
一
九
六
〇
年
に

没
す
る
。
後
を
引
き
継
い
だ
の
は
息
子
の
北
川
啓
三
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
一
九
六
二

年
か

ら
審
査
制
度
が
変
わ
り
、
最
も
優
れ
た
一
団
体
に
贈
る
最
高
賞
と
し
て
「
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

麿
賞
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
一
九
六
二
年
は
日
本
通
運
の
「
村
上
義
光
　
吉
野
の
関

所
」
（
写
真
1
）
、
一
九
六
三
年
は
東
北
電
力
の
「
巌
流
島
の
決
斗
」
と
、
北
川
啓
三

が
制
作
し
た
団
体
が
二
年
連
続
で
受
賞
し
、
第
一
人
者
の
座
を
確
立
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
田
村
麿
賞
」
の
制
定
に
よ
り
、
賞
を
目
指
す
団
体
間
の
競
争
が

い

っ

そ
う
激
し
く
な
り
、
こ
の
こ
と
が
ね
ぶ
た
の
制
作
技
術
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
「
華
麗
」
か
ら
「
迫
力
」
へ

　
青
森
ね
ぶ
た
は
、
」
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
新
た
な
展
開

を
遂
げ
る
。
こ
の
時
期
に
、
ね
ぶ
た
師
た
ち
の
創
意
工
夫
が
新
た
な
作
風
を
生
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

現
代
の
青
森
ね
ぶ
た
を
作
品
の
上
で
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ

の
最
初
の
転
機
と
な
っ
た
の
が
一
九
六
七
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
、
前
年
に

青
森
い
す
ざ
か
ら
「
勧
進
帳
」
を
出
し
、
三
度
目
の
田
村
麿
賞
を
受
賞
し
た
北
川
啓

三

が
、
同
じ
く
青
森
い
す
“
か
ら
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
　
車
引
の
場
」
を
出
し
、
審

査
前
の
評

判
は
高
か
っ
た
。
こ
れ
も
歌
舞
伎
を
題
材
に
し
た
ね
ぶ
た
で
あ
る
が
、
梅
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王
・
松
王
・
桜
丸
の
三
体
を
並
べ
、
華
麗
な
色
彩
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
構
成
の
秀

作
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
審
査
の
結
果
、
田
村
麿
賞
を
受
賞
し
た
の
は
川
村
勝
四
郎

（
一
九
一
一
～
一
九
八
〇
）
が
制
作
し
た
、
国
鉄
の
「
国
引
」
（
写
真
2
）
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
日
本
神
話
に
題
材
を
取
り
、
八
束
水
臣
津
野
命
が
岩
を
引
い
て
い
る
場
面

を
制
作
し
た
の
で
あ
る
が
、
筋
骨
隆
々
と
し
た
半
裸
の
男
と
、
男
を
左
に
寄
せ
、
右

下
の

岩
を
睨
ん
で
い
る
と
い
う
非
対
称
の
構
図
が
特
徴
の
、
力
感
に
あ
ふ
れ
た
作
品

で

あ
っ
た
。
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
の
迫
力
と
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
構
図
が
評
価
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
『
青
森
民
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
選
評
に
は
「
田
村
麿
賞
の
国
引
き
は
、

従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
古
事
記
の
素
材
を
取
り
上
げ
、
旧
来
の
型
を
破
っ
た
新
鮮
味
、

特

に
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
優
れ
て
い
る
点
が
他
を
引
き
離
し
た
好
因
と
な
っ
た
」

「
ベ

テ
ラ
ン
の
北
川
啓
一
、
一
は
類
型
的
に
な
り
す
ぎ
『
北
川
流
』
が
鼻
に
つ
き
技
巧
に
お

ぼ
れ
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
っ
た
」
（
『
青
森
民
報
』
一
九
六
七
・
八
・
七
）
と
あ
り
、
「
類

型
的
」
よ
り
「
新
鮮
味
」
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

當

　写真1　北川啓三作「村上義光　吉野の関所」（1962）

　
作
品
を
も
う
少
し
細
か
く
見
て
み
よ
う
。
「
国
引
」
は
半
裸
の
男
の
力
感
を
強
調
し

た
ね
ぶ
た
で
あ
る
が
、
裸
体
は
着
衣
の
体
よ
り
難
し
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
ず
構
造
的

に

は
、
胴
体
か
ら
直
角
に
突
き
出
す
腕
の
重
さ
を
支
え
る
の
が
難
し
い
。
と
い
う
の

は
、
ね
ぶ
た
の
内
部
で
は
木
で
組
ん
だ
骨
組
み
が
針
金
や
電
球
の
重
さ
を
支
え
て
い

る
。
胴
体
の
骨
組
み
を
作
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
直
角
に
突
き
出
た
腕
は
、
付
け

根
の
肩
と
脇
で
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
着
物
を
着
て
い
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
の
腕

の

あ
た
り
ま
で
は
太
い
袖
が
あ
る
た
め
、
腹
か
ら
肘
の
あ
た
り
へ
添
え
木
を
し
て
腕

の
重

さ
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
裸
の
場
合
は
袖
の
太
さ
が
な
い
の
で
、

添
え
木
を
入
れ
に
く
い
。
こ
の
た
め
、
動
か
し
て
も
落
ち
な
い
よ
う
に
腕
を
し
っ
か

り
固
定
す
る
技
術
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裸
体
は
、
肌
色
を
中
心
と
し
た
同

系
統
の
色
の
濃
淡
と
、
筋
肉
の
形
で
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
色
を
自
由
に
使
え
る
着

衣
に
比
べ
て
、
デ
ッ
サ
ン
カ
や
色
彩
の
描
写
力
な
ど
、
絵
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ね
ぶ
た
で
裸
体
が
登
場
す
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
「
九
紋

　
　
　
　
龍
と
魯
智
深
」
な
ど
の
特
定
の
題
材
し
か
な
く
、
し
か
も
ね
ぶ
た
の
歴
史

写真2　川村勝四郎作「国引」（1967）

に
残
る
よ
う
な
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
七
年
の
「
国
引
」
を
制
作
し
た
川
村
勝
四
郎
は
、
こ
の
作
品
が

生

涯
唯
一
の
田
村
麿
賞
受
賞
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ね
ぶ
た
と
比
べ
る
と
稚

拙
さ
が
目
立
つ
作
品
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
ね
ぶ
た
が
評
価
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
「
華
麗
」
か
ら
「
迫
力
」
へ
と
、
ね
ぶ
た
の
流
れ
が
変
わ
っ

　
　
　
　
　
　
ほ
　

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
を
如
実
に
示
す
か
の
よ
う
に
、
こ

の

年
に
田
村
麿
賞
を
逃
し
た
北
川
啓
三
は
、
以
後
一
度
も
田
村
麿
賞
を
受

賞
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ね
ぶ

た
本
体
の
作
風
に
関
し
て
は
、
こ
の
一
九
六
七
年
が
一
つ
の
転
換

点
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
以
降
、
迫
力
の
あ
る
裸
体
ね
ぶ
た
が
続
々
と
登
場

し
、
し
か
も
従
来
に
な
い
構
図
の
作
品
が
続
出
す
る
の
で
あ
る
。
田
村
麿

賞
受
賞
作
を
見
て
い
く
と
、
一
九
六
九
年
か
ら
は
鹿
内
一
生
（
一
九
一
．
五

～
一
九
九
↓
）
が
三
年
連
続
し
て
受
賞
す
る
。
一
九
六
九
年
の
「
三
国
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写真3　鹿内一生作「項羽の馬投げ」（ユ970）

志
」
（
青
年
経
営
協
議
会
）
に
続
き
、
一
九
七
〇
年
に
は
こ
れ
も
ね
ぶ
た
の
歴
史
に
残

る
傑
作
「
項
羽
の
馬
投
げ
」
（
青
森
市
役
所
、
写
真
3
）
が
登
場
す
る
。
馬
は
鹿
内
一

生
が

得
意
と
す
る
題
材
で
あ
っ
た
が
、
首
な
ど
の
わ
ず
か
な
部
分
だ
け
で
投
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

た
馬
を
表
現
し
た
構
図
は
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
続
く
一
九
七
一
年
は
、
「
金
剛
力
士
」
（
青
森
市
役
所
、
写
真
4
）
が
田
村
麿
賞
を

受
賞
し
、
鹿
内
一
生
が
三
年
連
続
の
受
賞
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
半
裸
の
金
剛
力
士
だ

け

を
単
独
で
造
型
に
し
た
ね
ぶ
た
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
ね
ぶ
た
は
、
終
戦
直
後
の

物
資
に
乏
し
い
時
期
は
別
に
し
て
、
二
体
な
い
し
三
体
が
に
ら
み
合
う
構
図
が
主
流

と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
ね
ぶ
た
は
、
金
剛
力
士
一
体
だ
け
で
作
品
と
し
て
完

結
し
た
ね
ぶ
た
で
あ
っ
た
。
仏
像
を
ね
ぶ
た
に
し
た
こ
と
自
体
ま
だ
珍
し
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
金
剛
力
士
の
視
線
の
先
に
は
何
も
な
く
宙
を
睨
ん
で
い

る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
ね
ぶ
た
に
な
か
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
構
図
が
衝
撃
を
与

え
た
。
ね
ぶ
た
師
の
中
に
は
、
こ
れ
こ
そ
鹿
内
の
最
高
傑
作
と
評
す
る
者
も
多
い
。

写真4　鹿内一生作「金剛力士」（1971）

㌘、

鷲、

写真5　佐藤伝蔵作「国引」（1972）

　
さ
て
、
鹿
内
一
生
の
田
村
麿
賞
四
連
覇
が
か
か
っ
た
一
九
七
二
年
は
、
北
川
金
三

郎
の
弟
子
で
、
一
九
六
八
年
に
「
草
薙
の
剣
」
（
東
青
信
用
組
合
）
で
田
村
麿
賞
を
初

受
賞
し
た
気
鋭
の
佐
藤
伝
蔵
（
一
九
二
五
～
一
九
八
六
）
が
、
「
国
引
」
（
日
立
連
合
、

写
真
5
）
で
二
度
目
の
受
賞
を
し
た
。
こ
れ
は
今
日
に
至
る
ま
で
ね
ぶ
た
の
最
高
傑

作
の
一
つ
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
作
品
で
あ
り
、
面
は
青
森
県
立
郷
土
館
に
保
存
さ

れ

て
い
る
。
八
束
水
臣
津
野
命
を
単
独
で
中
央
に
大
き
く
据
え
、
二
頭
身
と
も
三
頭

身
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど
極
端
に
顔
を
大
き
く
作
り
、
口
を
大
き
く
開
き
ザ
ン
バ
ラ
髪

を
逆
立
た
せ
た
造
型
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
迫
力
を
生
み
、
こ
の
時
期
の
ね
ぶ
た
の

到
達
点
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
よ
り
、
北
川
の
作
風
を
離
れ
て
新
境

地

を
開
い
た
佐
藤
が
鹿
内
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
、
両
者
の
ラ
イ
バ
ル
意
識

が

そ
れ
以
後
の
ね
ぶ
た
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
郷
土
館
に
収
蔵
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
作
品
が
青
森
ね
ぶ
た
の
典
型
的
な
様
式
と
し
て
、
ね
ぶ
た
の

対
外
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
い
く
。
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そ

の
翌
年
、
一
九
七
三
年
も
や
は
り
裸
体
の
ね
ぶ
た
「
南
祖
坊
と
八
之
太
郎
」
（
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

森
青
年
会
議
所
、
千
葉
伸
二
作
）
が
田
村
麿
賞
を
受
賞
す
る
。
し
か
し
二
年
後
の
一

九
七
五
年
に

は
、
同
じ
く
千
葉
伸
二
に
よ
る
「
暫
」
（
青
森
青
年
会
議
所
、
写
真
6
）

が

受
賞
作
と
な
る
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
で
お
な
じ
み
の
題
材
で
あ
る
が
、
青
森
ね
ぶ
た

で

は
、
一
九
六
九
年
に
千
葉
伸
二
が
取
り
上
げ
た
（
電
電
公
社
）
の
が
最
初
で
あ
っ

た
。
一
九
七
五
年
の
「
暫
」
は
、
一
体
で
完
結
し
た
作
品
で
あ
り
、
着
衣
だ
が
口
を

大
き
く
開
け
て
迫
力
を
出
し
た
ね
ぶ
た
で
あ
る
。
「
迫
力
」
が
ね
ぶ
た
に
欠
か
せ
な
い

要
素
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
作
品
で
あ
っ
た
。

　
（
4
）
造
型
芸
術
と
し
て
の
ね
ぶ
た

　

こ
の
時
期
に
は
、
も
う
一
つ
の
新
た
な
潮
流
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
仏
像
を
ね
ぶ

た
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
ね
ぶ
た
は
特
定
宗
教
と
の
直
接
の
結
び
つ
き
が
な
い
行
事

で

あ
る
た
め
、
神
仏
を
ね
ぶ
た
に
造
型
す
る
こ
と
は
、
恵
比
須
大
黒
や
七
福
神
を
除

写真6　千葉伸二作「暫」（1975）

け
ば
そ
れ
ま
で
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
試
み
は
、
信
仰
対
象
と

し
て
仏
像
を
制
作
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
優
れ
た
彫
刻
と
し
て
の
仏
像
を
模
倣
し
、

ね
ぶ
た

で
造
型
を
試
み
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
仏
像
ね
ぶ
た
は
、
一
九
六
九
年
に
鹿
内
一
生
が
「
龍
王
と
金
剛
力
士
」
（
に
組
）
を

制
作
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
運
慶
の
独
特
な
作
風
は
私

の
考

え
る
ね
ぶ
た
に
共
通
し
た
点
が
見
ら
れ
る
の
で
運
慶
の
作
品
の
中
か
ら
沙
迦
羅

龍
王
と
金
剛
力
士
像
の
二
点
を
ね
ぶ
た
と
し
て
変
形
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
」
と
作
者

　
　
　
　
　
　
〔
／
8
）

自
ら
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
運
慶
が
作
っ
た
、
京
都
の
三
十
三
間
堂
に
祀
ら
れ
て

い

る
二
十
八
部
衆
の
彫
刻
の
う
ち
、
好
き
な
二
体
を
組
み
合
わ
せ
て
ね
ぶ
た
に
し
た

の
で

あ
っ
た
。
何
ら
か
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
意
識
し
て
こ
の
二
体
を
組
み
合
わ
せ
た
の

で
は

な
く
、
純
粋
に
造
形
と
し
て
見
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ね
ぶ
た
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
田
村
麿
賞
に
準
ず
る
賞
と
し
て
当
時
設
け
ら
れ
て
い
た
奨
励
賞
を
受

賞
す
る
。

　
　
　
　
　

こ
れ
を
契
機
に
、
翌
一
九
七
〇
年
に
は
鹿
内
の
弟
子
の
一
戸
泰
英
が

写真7　佐藤伝蔵作「風神雷神」（1974）

「
風
神
雷
神
」
（
に
組
）
を
制
作
す
る
。
そ
の
翌
年
、
一
九
七
一
年
に
は
、

鹿
内
一
生
の
「
金
剛
力
士
」
が
田
村
麿
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
は
先
述
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
弟
子
の
一
戸
泰
英
も
「
吉
野
蔵
王
権
現
」
（
陸
上
自
衛

隊
）
を
制
作
す
る
。
一
九
七
二
年
に
は
千
葉
伸
二
が
興
福
寺
東
金
堂
の
広

目
天
を
題
材
に
し
た
「
広
目
天
と
邪
鬼
」
（
電
電
公
社
）
を
制
作
す
る
。
一

九
七
三
年
に
は
「
波
切
不
動
」
（
国
鉄
、
川
村
勝
四
郎
制
作
）
が
登
場
、
そ

し
て
一
九
七
四
年
に
は
鹿
内
の
ラ
イ
バ
ル
佐
藤
伝
蔵
も
「
風
神
雷
神
」
（
日

立

連
合
、
写
真
7
）
を
制
作
し
、
田
村
麿
賞
を
受
賞
す
る
。
こ
の
ね
ぶ
た

は
、
風
神
が
緑
、
雷
神
が
赤
を
基
調
に
し
、
色
調
の
異
な
る
二
体
を
組
み

合
わ
せ
た
と
い
う
点
で
も
特
徴
の
あ
る
ね
ぶ
た
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
仏
像
（
神
像
）
が
ね
ぶ
た
の
題
材
と
し
て
広
ま
っ
て
い
く
。

ス

ト
ー
リ
ー
を
語
る
の
で
は
な
く
、
純
然
た
る
造
型
芸
術
と
し
て
見
せ
る

ね
ぶ

た
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
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写真8　佐藤伝蔵作「前田犬千代出世の武勲」（1980）

　

さ
て
、
佐
藤
伝
蔵
と
鹿
内
一
生
は
、
そ
の
後
も
ね
ぶ
た
の
歴
史
に
残
る
作
品
を
制

作

し
、
現
代
の
ね
ぶ
た
の
潮
流
を
確
立
す
る
。
田
村
麿
賞
受
賞
作
を
中
心
に
、
一
九

七

六
年
以
降
の
特
徴
的
な
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

　
佐
藤
伝
蔵
の
代
表
作
は
、
一
九
八
〇
年
の
「
前
田
犬
千
代
出
世
の
武
勲
」
（
日
立
連

合
、
写
真
8
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ね
ぶ
た
史
上
初
め
て
、
生
首
を
登
場
さ
せ
た
作
品

で
あ
り
、
「
迫
力
」
を
一
歩
進
め
て
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
を
強
調
し
た
点
で
衝
撃
的
な
も

の

で

あ
っ
た
。
ま
た
、
同
様
に
生
首
を
登
場
さ
せ
た
ね
ぶ
た
に
、
一
九
八
四
年
の

「
長
尾
新
六
定
景
と
公
暁
」
（
日
本
通
運
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
書
き
割
り
の
墨
書
き

の
線
に
、
従
来
は
自
然
な
か
す
れ
具
合
の
「
渇
筆
」
を
用
い
た
の
に
対
し
、
た
っ
ぷ

り
と
墨
を
つ
け
、
黒
々
と
し
て
か
す
れ
の
な
い
「
潤
筆
」
を
用
い
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
佐
藤
伝
蔵
は
ね
ぶ
た
作
り
の
技
術
を
大
き
く
変
え
て
い
る
。
澤
田
繁

親

は
、
佐
藤
伝
蔵
の
使
っ
た
新
し
い
技
術
と
し
て
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
骨

組
み

に
一
切
竹
を
使
わ
ず
に
す
べ
て
針
金
で
組
ん
だ
。
第
二
に
、
下
絵
に
彩
色
を
施

写真9　鹿内一生作「柳生石舟斎・喝」（1976）

　
こ
う
し
て
、

現
代
の
青
森
ね
ぶ
た

の
様
式
を
確
立
す
る
。

生
は
い
ず
れ
も
一
九
八
六
年
に
青
森
市
か
ら
ね
ぶ
た
名
人
位
を
授
与
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
二
人
の
没
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弟
子
た
ち
の
ほ
か
、
千
葉
作
龍
、
北
村
隆

（
一
九
四
八
～
）
、
竹
浪
魁
龍
（
一
九
五
九
～
）
ら
が
田
村
麿
賞
（
一
九
九
五
年
か
ら

ね
ぶ

た
大
賞
と
改
称
）
を
受
賞
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
ね
ぶ
た
師
た
ち
も
、
ま
ず

は

先
人
の
築
い
た
様
式
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
分
な
り
に
創
意
工
夫
を
加
え
、
新
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
へ

地

を
開
く
べ
く
試
行
錯
誤
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
て
、
独
立
し
た
絵
画
作
品
と
し
て
制
作
し
、
さ
ら
に
は
下
絵
を
い

わ

ば
設
計
図
と
し
て
割
り
出
し
計
算
を
し
た
。
第
三
に
、
面
の
骨
組

み

を
大
き
く
変
え
た
。
従
来
は
、
灯
が
入
っ
た
と
き
の
効
果
を
考
え

て
な
る
べ
く
骨
を
減
ら
し
、
わ
ず
か
横
三
本
の
骨
で
面
を
作
る
、
北

川
金
三
郎
が
考
案
し
た
や
り
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は

面
の
凹

凸
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
佐
藤
伝
蔵
は
骨
を
多
用

し
て
凹
凸
を
つ
け
る
組
み
方
に
変
え
た
〔
澤
田
一
九
八
五
〕
。

　
一
方
、
鹿
内
一
生
は
、
禅
の
精
神
を
意
識
し
た
作
品
を
作
り
始
め

る
。
そ
の
代
表
作
が
、
一
九
七
六
年
の
「
柳
生
石
舟
斎
・
喝
」
（
青
森

県
庁
、
写
真
9
）
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
汲
む
作
品
に
一
九
八
〇
年

の

「
不
動
智
　
沢
庵
和
尚
の
喝
」
（
に
組
）
、
一
九
八
四
年
の
「
喝
、

柳
生
石
舟
斎
宗
巌
」
（
青
森
県
庁
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
精
神
性
を

重
視
し
た
ね
ぶ
た
も
、
ね
ぶ
た
の
題
材
を
よ
り
多
様
な
も
の
に
し
て

い

っ

た
の
で
あ
る
。

北
川
親
子
ら
が
築
い
た
基
礎
の
上
に
、
佐
藤
伝
蔵
と
鹿
内
一
生
ら
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

の
業
績
か

ら
、
佐
藤
伝
蔵
と
鹿
内
一

　
（
5
）
台
車
・
照
明
の
発
展

　
戦
後
の
青
森
ね
ぶ
た
の
発
展
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し
て
さ
ら
に
付
け
加
え
た
い

の

が
、
台
車
と
照
明
の
変
化
で
あ
る
。

　
ま
ず
台
車
を
見
て
み
よ
う
。
戦
前
ま
で
の
ね
ぶ
た
は
担
ぐ
の
が
原
則
で
あ
り
、
一
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人
担
ぎ
と
四
人
担
ぎ
の
区
別
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
昭
和
初
期
に
は
リ

ヤ

カ
ー
等
に
乗
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
が
戦
後
に
な
る
と
、
担
ぎ
ね
ぶ

た
は
姿
を
消
し
、
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
専
用
の
台
車
が
出

現
す
る
。
成
田
敏
は
「
昭
和
二
二
年
の
合
同
運
行
に
加
わ
っ
た
国
鉄
関
係
団
体
の
ね

ぶ

た
は
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
て
い
た
と
い
い
、
昭
和
二
五
年
こ
ろ
ま
で
は
リ
ヤ
カ
ー
が

あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
旧
軍
隊
の
壊
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
の
軸
と
タ
イ
ヤ
の
上
に
木
組
を

組
ん
だ
も
の
の
上
に
乗
せ
た
ね
ぶ
た
が
現
れ
始
め
た
。
昭
和
二
二
年
の
日
本
通
運
の

ね
ぶ

た
が
こ
れ
だ
っ
た
と
い
う
」
〔
成
田
二
〇
〇
〇
、
一
六
＝
T
一
六
四
〕
と
し
て
い

る
。
時
期
に
つ
い
て
裏
付
け
と
な
る
資
料
は
な
い
が
、
と
も
か
く
、
戦
後
は
担
ぎ
ね

ぶ

た
が
消
え
、
ま
ず
は
リ
ヤ
カ
ー
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
子
供
ね
ぶ
た
の
場
合
、
一

九
五
五
年
頃
ま
で
リ
ヤ
カ
ー
を
使
っ
て
い
た
が
、
大
型
ね
ぶ
た
は
早
く
か
ら
専
用
の

台
車
に
移
行
し
て
い
っ
た
。

　
専
用
台
車
へ
の
移
行
は
、
ね
ぶ
た
の
大
型
化
も
あ
る
が
、
照
明
に
電
球
を
使
う
よ

う
に
な
り
、
そ
の
電
源
と
し
て
バ
ッ
テ
リ
ー
を
利
用
し
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ

る
。
自
動
車
な
ど
の
バ
ッ
テ
リ
ー
は
発
電
量
が
少
な
い
た
め
、
数
十
個
搭
載
し
な
い

と
十
分
な
電
力
が
得
ら
れ
な
い
。
バ
ッ
テ
リ
ー
は
一
つ
で
二
〇
～
三
〇
キ
ロ
の
重
さ

が

あ
る
の
で
、
そ
の
重
量
に
耐
え
る
だ
け
の
強
度
の
あ
る
台
車
が
必
要
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
と
車
軸
を
使
っ
た
、
青
森
特
有
の
台
車
が
登
場
し

た
の
で
あ
る
。

　
台
車
の
構
造
は
、
一
番
下
に
車
軸
と
そ
れ
を
支
え
る
鉄
の
枠
が
あ
り
、
そ
の
上
に

「
梁
」
を
二
本
、
前
後
に
渡
し
て
、
そ
の
上
に
バ
ッ
テ
リ
ー
を
載
せ
る
ス
ペ
ー
ス
を

作

る
。
さ
ら
に
木
の
柱
を
立
て
、
幅
七
メ
ー
ト
ル
強
、
奥
行
き
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
天
板
」
と
呼
ば
れ
る
平
面
を
作
る
。
天
板
の
上
に
ね
ぶ
た
本
体
が
載
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
各
団
体
が
専
用
の
台
車
を
持
っ
て
お
り
、
祭
り
の
直
前
に
組
み
立
て
て

い

る
。
ね
ぶ
た
本
体
は
毎
年
新
調
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
傷
ん
だ
部
材
を
取
り
替
え

な
が
ら
長
期
的
に
使
用
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
青
森
ね
ぶ
た
の
台
車
は
、
リ
ヤ
カ
ー
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
車
輪
が
二
輪
で
あ
り
、
動
か
す
際
に
は
綱
を
つ
け
て
曳
く
の
で
は
な
く
、

前
後
に
あ
る
「
引
き
手
」
と
呼
ば
れ
る
棒
を
約
二
〇
名
の
引
き
子
が
押
す
。
押
す
力

が

直
接
に
台
車
に
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、
急
停
止
や
急
発
進
が
で
き
、
ま
た
二
輪
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
旋
回
、
上
下
動
が
可
能
に
な
っ
た
。
運
行
の
際
に
は
、
コ
扇
子
持
ち
」

と
呼
ば
れ
る
指
揮
者
が
手
に
持
っ
た
扇
子
と
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
合
図
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
信
号
な
ど
の
障
害
物
を
避
け
る
の
で
あ
る
が
、
指
示
が
下
手
だ
と
、
運
行
が

遅
れ

た
り
、
衝
突
し
て
ね
ぶ
た
を
壊
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
扇
子
持
ち
は
、
回

る
、
蛇
行
す
る
、
前
後
に
揺
す
る
な
ど
の
細
か
い
動
き
を
指
揮
す
る
。
こ
れ
が
人
形

に
活
き
活
き
と
し
た
躍
動
感
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
ね
ぶ
た
は
動
か
し
た
時
に
初

め
て

そ
の
価
値
が
わ
か
る
と
す
る
見
方
す
ら
あ
る
。
従
っ
て
扇
子
持
ち
は
ね
ぶ
た
の

演
出
家
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
ね
ぶ
た
を
生
か
す
も
殺
す
も
扇
子
持
ち
次
第
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
い
う
意
見
も
あ
る
。

　

ま
た
、
高
さ
制
限
が
あ
る
中
で
ね
ぶ
た
本
体
を
少
し
で
も
大
き
く
作
る
た
め
に
、

台
車
が
低
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
天
板
の
下
に
取
り
つ
け
ら
れ
る
「
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

欄
」
が
、
三
段
あ
っ
た
も
の
が
一
段
だ
け
に
簡
略
化
さ
れ
た
。
弘
前
や
黒
石
の
組
ね

ぶ

た
が
現
在
で
も
高
欄
を
数
段
重
ね
て
い
る
の
に
対
し
、
高
欄
を
一
段
だ
け
に
簡
略

化
し
た
こ
と
も
青
森
の
台
車
の
特
徴
で
あ
る
。

　

次
に
照
明
の
変
化
を
見
て
み
よ
う
。
戦
前
の
青
森
ね
ぶ
た
は
、
本
体
の
照
明
に
ロ

ウ
ソ
ク
を
使
用
し
て
い
た
。
本
体
の
骨
組
み
が
針
金
で
は
な
く
竹
で
あ
っ
た
か
ら
、

細
か
い
細
工
が
で
き
な
い
上
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
炎
が
引
火
す
る
危
険
も
あ
っ
て
、
細
か

く
作
っ
た
と
し
て
も
ロ
ウ
ソ
ク
を
入
れ
ら
れ
ず
、
ね
ぶ
た
が
大
ざ
っ
ぱ
な
作
り
に

な
っ
た
。
当
時
の
様
子
を
今
克
己
は
「
正
月
の
鏡
餅
の
よ
う
な
形
」
（
『
東
奥
日
報
』

一
九
五
四
・
八
・
一
）
と
表
現
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
で
も
、
戦
前
に
は
ね
ぶ
た
が
燃

え
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
や
が

て
、
ロ
ウ
ソ
ク
に
変
わ
り
ア
セ
チ
レ
ン
灯
が
登
場
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
長

続
き
せ
ず
、
電
球
が
導
入
さ
れ
る
。
し
か
し
、
電
球
を
数
百
個
も
ね
ぶ
た
に
使
う
ほ

ど
経
済
的
に
余
裕
が
な
い
た
め
、
戦
前
の
ね
ぶ
た
の
照
明
は
ロ
ウ
ソ
ク
が
主
流
で
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あ
っ
た
。

　
戦
後
は
電
球
が
安
価
に
な
っ
た
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
電
球
を
照
明
に
使
用
し
た
。
電

球
は

引
火
の
心
配
が
な
い
た
め
、
骨
組
み
に
針
金
を
使
う
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
細

か

な
細
工
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
隅
々
ま
で
明
る
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

が
ね
ぶ

た
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
、
あ
る
ね
ぶ
た
師
は
「
電
球
革
命
」
と
さ
え
表
現

し
た
。
そ
し
て
蛍
光
灯
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
明
る
く
な
っ
た
。

　
電
球
を
点
す
た
め
に
は
電
気
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
電
源
と
し
て
、
ま
ず

は
ね
ぶ

た
本
体
の
台
車
に
バ
ッ
テ
リ
ー
を
積
み
込
ん
だ
。
自
動
車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
が

主
に

使
わ
れ

た
が
（
船
舶
や
客
車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
を
使
っ
た
団
体
も
一
部
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
）
、
こ
れ
は
一
個
当
た
り
の
発
電
量
が
少
な
い
た
め
、
ね
ぶ
た
本
体
を
照

ら
す
に
十
分
な
電
力
を
得
る
た
め
に
は
、
数
十
個
の
バ
ッ
テ
リ
ー
を
積
ん
で
接
続
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
簡
単
な
作
業
で
は
な
く
、
「
毎
日
出
陣

前
の
あ
の
忙
し
い
時
、
二
十
～
三
十
キ
ロ
も
あ
る
バ
ッ
テ
リ
ー
を
四
十
個
も
積
む
の

は
、
本
当
に
大
仕
事
で
し
た
。
あ
の
バ
ッ
テ
リ
ー
は
一
人
で
持
つ
と
腰
骨
が
つ
ぶ
れ

る
思
い
が
す
る
ほ
ど
重
い
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
四
十
個
の
バ
ッ
テ
リ
ー
を
結

線
す
る
の
も
ま
た
一
苦
労
だ
っ
た
ん
で
す
」
〔
私
た
ち
の
ね
ぶ
た
一
九
九
三
、
六
〕
と
い

う
回
顧
談
が
あ
る
。
ま
た
、
運
行
を
終
え
て
ね
ぶ
た
小
屋
に
戻
る
と
、
翌
日
の
運
行

に

備

え
て
た
だ
ち
に
バ
ッ
テ
リ
ー
を
充
電
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ッ
テ
リ
ー
を

降
ろ
す
の
も
同
様
に
重
労
働
で
あ
っ
た
。

　

し
か
も
、
バ
ッ
テ
リ
ー
の
発
電
時
間
は
さ
ほ
ど
長
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
一
九
五

九
年
に

『
東
奥
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
関
係
者
の
座
談
会
で
は
、
当
時
の
様
子
が
次

の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
バ
ッ
テ
リ
ー
の
保
て
る
時
間
が
二
時
間
で
、
一
番
制

約

さ
れ
る
。
塩
町
や
栄
町
か
ら
も
こ
ち
ら
へ
持
っ
て
こ
い
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で

は

バ
ッ

テ
リ
ー
が
も
た
な
い
。
日
没
が
七
時
一
五
分
頃
で
、
古
川
陸
橋
の
下
で
明
か

り
を
入
れ
、
新
町
ー
大
町
と
通
り
、
途
中
下
新
町
の
交
番
前
で
審
査
が
行
わ
れ
る
」

（『
東
奥
日
報
』
一
九
五
九
・
七
・
二
二
「
座
談
会
　
青
森
ネ
ブ
タ
と
観
光
資
源
」
よ

り
、
青
森
観
光
協
会
長
・
室
津
哲
三
氏
の
発
言
）
。
こ
こ
で
は
バ
ッ
テ
リ
ー
の
持
続

時
間
を
二
時
間
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
夜
遅
く
ま
で
の
運
行
は
行
え
る
は
ず
も

な
か
っ
た
。
ま
た
、
バ
ッ
テ
リ
ー
を
つ
な
ぐ
線
が
は
ず
れ
る
な
ど
し
て
運
行
中
の
停

電
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
バ
ッ

テ

リ
ー
が
不
便
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
各
団
体
が
一
斉
に

発
電
機
を
電
源
と
し
て
使
用
し
始
め
た
。
最
初
は
小
型
の
発
電
機
を
一
〇
台
ほ
ど
載

せ
た

と
い
う
。
し
か
し
運
行
に
携
わ
る
人
々
が
ガ
ス
中
毒
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
排

気
ガ
ス
を
ど
こ
に
排
出
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
騒
音
も
大
き
く
、
扇
子
持

ち
の
声
が
引
き
子
に
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
や
が
て

建
設
用
の
大
型
発
電
機
の
導
入
に
よ
り
、
一
台
で
必
要
な
電
力
を
ま
か
な

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
大
型
発
電
機
も
次
第
に
小
型
・
軽
量
化
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
発
電
量
が
増
え
た
た
め
、
使
用
で
き
る
電
球
の
数
も
増
加
し
た
。
バ
ッ
テ

リ
ー
を
使
っ
て
い
た
一
九
七
三
年
頃
に
は
、
「
現
在
で
は
三
〇
W
の
電
球
を
三
百
～

四
百
個
使
っ
て
い
る
」
〔
長
沢
一
九
七
三
、
五
二
〕
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
が
、
現
在

で
は

八
百
個
が

平
均
的
な
数
で
あ
る
。
中
に
は
千
二
百
個
使
っ
た
ね
ぶ
た
す
ら
現
れ

（2
3
）

た
。　

現
在
見
る
よ
う
な
青
森
ね
ぶ
た
本
体
の
様
式
が
確
立
す
る
ま
で
に
は
、
こ
の
よ
う

な
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
組
織
の
変
化

　
（
1
）
地
域
の
大
型
ね
ぶ
た
の
減
少

　
青
森
ね
ぶ
た
の
特
徴
は
自
由
参
加
に
あ
る
。
誰
で
も
ハ
ネ
ト
に
参
加
で
き
る
こ
と

は

良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ね
ぶ
た
の
運
行
も
同
様
で
あ
る
。
大
型
ね
ぶ
た
は
近
年

で
は

台
数
制
限
の
関
係
か
ら
、
新
規
参
入
が
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ん
の
少
し
前

ま
で
、
一
定
の
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
誰
で
も
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
子
供
ね
ぶ
た
や

地
域
ね
ぶ
た
は
今
で
も
自
由
に
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
逆
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
義

務
は
誰
に
も
な
い
か
ら
、
簡
単
に
休
ん
だ
り
や
め
た
り
で
き
る
。
私
は
、
戦
後
の
青
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表2　大型ねぶた運行団体数・組織のタイプ別集計

年度（西暦） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

町内会・青年団 18 9 8 9 7 4 3 8 3 3 5 4 1 1 1

消防団 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2

同業者組合 2 1 3 2 2 4 3 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

商店・地元企業 4 5 3 8 5 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1

行政・公的団体 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 5 6 6 5 4 5 6 6 6 7 6 6

学校 1 1 1

全国企業 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 4 3 6 5 3 3 5 3 2

同好会 1 1 1 1 2 1 1 1 1

宗教団体 1

合計 28 24 23 28 22 17 13 20 11 1
1

19 16 14 16 14 13 13 14 16 16 15 13 19 15 14

行政・公的団体と
全国企業の比率（％）

11 17 17 21 23 24 23 20 27 36 32 31 36 50 57 69 69 50 69 69 60 69 63 60 57

年度（西暦） 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

町内会・青年団

消防団 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

同業者組合 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

商店・地元企業 1 1 1 1 1 1 1

行政・公的団体 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

学校 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

全国企業 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10 ／0 9 10 9 9

同好会 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

宗教団体 1

合計 14 16 16 19 18 21 19 20 19 21 20 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 24 25 24 24

行政・公的団体と
全国企業の比率（％）

64 56 69 58 67 57 63 60 68 67 70 68 68 65 71 71 68 72 72 72 72 71 72 71 71

森
ね
ぶ
た
の
変
化
を
調
べ
る
た
め
、
］
九
四
四
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
4
）

に

制
作
さ
れ
た
大
型
ね
ぶ
た
の
一
覧
表
を
作
成
し
た
が
、
ね
ぶ
た
を
運
行

す

る
団
体
が
時
期
に
よ
り
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
一
覧
表
の
再
録
は
避
け
、
組
織
別
に
集

計
し
た
数
だ
け
を
表
2
に
掲
げ
た
。

　
戦
後
の

青
森
ね
ぶ
た
は
、
一
九
五
一
年
以
前
は
資
料
が
整
っ
て
い
な
い

た
め
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
早
い
時
期
に
は
町
内
会
、
青

年
団
、
消
防
団
、
そ
れ
に
商
店
・
地
元
企
業
が
運
行
団
体
の
ほ
と
ん
ど
を

占
め
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
一
九
五
二
年
に
は
、
新
聞
の
事
前
報
道
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

は

三

二
団
体
が
出
陣
予
定
で
、
「
青
年
団
七
、
少
年
団
六
、
会
社
・
事
業
所

五
、
町
内
会
四
、
消
防
団
四
、
官
公
庁
三
、
劇
場
一
、
そ
の
他
、
で
経
済

界
の
不
振
が
会
社
・
事
業
所
な
ど
の
運
行
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
」

（『
東
奥
日
報
』
一
九
五
三
・
七
・
三
〇
）
と
い
っ
た
様
相
で
あ
っ
た
。
主
催

者
に
届
け
出
る
際
、
ね
ぶ
た
の
大
型
と
小
型
を
区
別
し
始
め
た
の
は
一
九

五
三

年
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
、
町
内
会
、
青
年
団
、
消
防

団
と
い
っ
た
地
縁
集
団
が
主
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
団
体
は
、

必
ず

し
も
毎
年
ね
ぶ
た
を
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
戦
後
の

物

資
が
乏
し
い
時
期
で
あ
り
、
大
型
が
出
せ
な
け
れ
ば
小
型
ね
ぶ
た
を
出

し
た
り
、
あ
る
い
は
休
ん
だ
り
と
、
柔
軟
な
対
応
を
し
て
い
た
。
何
年
も

続

け
て
出
す
団
体
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
数
年
に
一
回
出
す
よ
う
な
団

体
が
多
か
っ
た
。
宗
教
色
の
な
い
祭
り
で
あ
る
か
ら
、
ね
ぶ
た
を
出
す
こ

と
を
義
務
と
感
じ
て
い
た
団
体
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
い
っ
た
地
縁
集
団
が
出
す
大
型
ね
ぶ
た
は
、
一
九
五
五
年

ま
で
は
一
〇
台
以
上
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
徐
々
に
減
り
始
め
る
。
そ

し
て
一
九
六
三
年
に
は
三
台
に
ま
で
激
減
し
、
一
九
七
〇
年
以
降
は
、
二

つ
の
消
防
団
（
に
組
と
消
防
第
二
分
団
）
が
企
業
と
協
力
関
係
を
結
ん
で
出

陣
す
る
だ
け
に
な
る
。
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一
九
六
〇
年
代
に
、
地
域
を
母
体
と
す
る
団
体
が
大
型
ね
ぶ
た
を
諦
め
、
小
型
ね

ぶ

た
に
転
じ
る
か
、
あ
る
い
は
出
陣
を
断
念
し
て
い
っ
た
の
は
、
経
費
の
高
額
化
が

最
大
の

原
因
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
費
の
記
録
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
上
に
、
経

費
の
か
け
方
は
団
体
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
、
な
か
な
か
平
均
的
な
数
字
を
出
す
こ
と

が

で

き
な
い
の
で
あ
る
が
、
新
聞
記
事
か
ら
金
額
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
一
九
五
五
年
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
三
間
以
上
の
ね
ぶ
た
に

な
る
と
製
作
費
は
五
～
十
万
円
、
バ
ッ
テ
リ
ー
と
配
線
で
五
万
円
、
人
夫
賃
二
万
円

と
い
う
の
が
常
識
で
あ
る
。
ハ
ネ
ト
は
普
通
で
約
三
百
人
と
も
な
れ
ば
、
期
間
中
の

賄
い

費
は
少
な
目
に
見
て
も
十
万
円
。
と
こ
ろ
が
大
口
を
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

二
十
万
円
の
祝
儀
は
一
つ
か
二
つ
が
精
々
。
さ
り
と
て
『
小
さ
い
ね
ぶ
た
で
は
…
』

と
い
う
の
が
共
通
心
理
で
、
結
局
飲
み
食
い
の
費
用
を
切
り
つ
め
る
の
が
精
一
杯
。

去
年
の

よ
う
に
『
六
十
万
円
使
っ
た
』
と
い
う
の
は
出
そ
う
も
な
く
、
つ
つ
ま
し
い

ね
ぶ

た
に
な
り
そ
う
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
五
五
・
七
・
二
四
）
。
こ
こ
に
あ
る
費
目

別
金
額
を
合
計
す
る
と
、
最
低
限
の
経
費
は
二
五
～
三
〇
万
円
に
な
る
。
記
事
で
は
、

前
年
の

よ
う
に
経
費
を
か
け
た
ね
ぶ
た
は
出
そ
う
も
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。
一
九

五
五
年

は
、
地
縁
集
団
の
ね
ぶ
た
が
減
り
始
め
た
年
で
あ
り
、
ま
た
全
体
で
も
二
二

台
で
、
前
年
の
二
八
台
か
ら
大
き
く
減
っ
た
年
で
あ
る
。
出
せ
な
か
っ
た
団
体
も
あ

れ
ば
、
出
す
に
し
て
も
つ
つ
ま
し
い
ね
ぶ
た
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
五
八
年
に
は
、
「
ね
ぶ
た
一
台
の
平
均
経
費
は
大
人
ね
ぶ
た
四
十
五
万
円
、

子
供
ね
ぶ
た
八
万
円
と
い
わ
れ
た
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
五
八
・
八
・
九
）
と
い
う

記
事
が
あ
る
。
一
九
五
五
年
と
金
額
的
に
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ

の

あ
と
し
ば
ら
く
金
額
に
関
す
る
新
聞
記
事
が
な
く
、
よ
う
や
く
登
場
し
た
一

九
六
六
年

に
な
る
と
、
「
大
型
ね
ぶ
た
が
な
ぜ
会
期
の
五
日
間
を
毎
日
出
な
い
か
と

い

う
と
、
五
日
間
ぶ
っ
と
お
し
出
る
と
運
行
に
要
す
る
経
費
が
十
万
円
位
オ
ー
バ
ー

す
る
と
い
わ
れ
る
か
ら
だ
。
運
行
費
は
一
日
三
～
五
万
円
と
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

に

制
作
費
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
百
五
十
万
円
か
ら
二
百
万
円
。
豪
華
な
も
の
と
な
る

と
そ
れ
以
上
の
予
算
が
か
か
る
」
（
『
青
森
民
報
』
一
九
六
六
・
八
・
六
）
と
い
う
。

仮

に
平
均
を
二
百
万
円
と
す
る
と
、
一
一
年
前
の
三
〇
万
円
の
約
七
倍
の
高
騰
で
あ

る
。
こ
の
頃
に
は
す
で
に
地
域
の
大
型
ね
ぶ
た
が
激
減
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
が

推
測
で
き
る
金
額
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
九
七
二
年
に
は
、
「
一
台
あ
た
り
の
製
作
費
は
六
十
～
七
十
万
円
、
高

欄
と
呼
ば
れ
る
台
か
ら
下
の
部
分
、
乗
せ
歩
く
車
な
ど
も
含
め
る
と
ざ
っ
と
百
万
円
。

ハ
ネ
ト
は
最
低
で
も
五
百
人
、
最
高
だ
と
県
庁
な
ど
の
よ
う
に
三
千
人
近
く
に
も
達

す
る
が
、
運
営
費
は
三
百
万
円
か
ら
五
百
万
円
と
い
う
か
ら
、
町
内
ご
と
に
出
す
の

は

ま
ず
無
理
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
二
・
八
・
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
地
縁
集
団
が
大
型
ね
ぶ
た
か
ら
撤
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
企
業
の
参
入

　
前
節
で
は
一
九
六
〇
年
代
に
地
域
ね
ぶ
た
が
減
少
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
、
同
業
者
組
合
や
商
店
、
地
元
企
業
も
減
少
し
て
い
く
。
こ
れ
に
代
わ
っ

て

大
型

ね
ぶ
た
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
官
公
庁
や
公
益
性
の
強
い
団

体
な
ど
を
母
体
と
す
る
ね
ぶ
た
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
電
電
公
社
や
東
北
電
力
な

ど
が
早
く
か
ら
優
れ
た
ね
ぶ
た
を
出
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
市
役
所
（
一
九
五
八
年
）
、

自
衛
隊
（
一
九
六
〇
年
）
、
県
庁
（
一
九
六
一
年
）
、
国
鉄
（
一
九
六
四
年
）
、
青
年
会

議
所

（
一
九
六
六
年
）
、
郵
便
局
（
一
九
八
七
年
復
活
）
な
ど
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
全
国
規
模
の
企
業
も
参
入
を
始
め
る
。
も
っ
と
も
早
い
の
は
、
戦
前
か

ら
ね
ぶ
た
を
出
し
て
い
た
日
本
通
運
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
企
業
を
母
体
と
し
て

い

な
が
ら
も
地
域
や
取
引
先
な
ど
の
協
力
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
町
内

ね
ぶ

た
の
衰
退
と
共
に
町
内
に
参
加
し
て
い
た
人
々
も
逐
年
加
わ
り
、
日
本
通
運
名

入

り
ユ
カ
タ
を
誇
り
、
そ
し
て
毎
年
市
民
の
祭
り
に
参
加
し
続
け
て
き
た
」
〔
八
代

一
九
七

七
〕
と
い
う
よ
う
に
、
従
業
員
だ
け
で
な
く
取
引
先
や
同
好
者
の
熱
心
な
参

加
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
日
立
連
合
（
一
九
六
〇
年
）
、
大
洋
漁
業
（
一
九
六

四
年
）
、
青
森
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
一
九
七
四
年
）
、
サ
ン
ロ
ー
ド
青
森
（
一
九
七
九
年
）
、

日
産
青
森
（
一
九
八
〇
年
）
、
ヤ
マ
ト
運
輸
（
一
九
八
五
年
）
、
青
森
菱
友
会
（
一
九

278



阿南透［青森ねぶたの現代的変容］

九
〇
年
）
、
ビ
ブ
レ
（
一
九
九
三
年
）
と
、
全
国
企
業
の
ね
ぶ
た
が
増
加
し
て
い
く
。

　
行
政
や
公
的

団
体
、
そ
し
て
全
国
規
模
の
企
業
が
、
大
型
ね
ぶ
た
の
半
数
を
超
え

る
の
は
一
九
六
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
一
六
台
中
八
台
を
占
め
た
こ
れ
ら

の

団
体
の
ね
ぶ
た
は
、
以
後
構
成
比
で
五
割
を
割
る
こ
と
な
く
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
出

陣
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
七
割
の
高
水
準
を
維
持
す
る
。

　
企
業
が
出
す
ね
ぶ
た
に
対
し
て
は
「
広
告
が
目
立
ち
す
ぎ
る
」
と
い
う
批
判
が
あ

る
。
こ
の
た
め
企
業
の
ね
ぶ
た
は
、
広
告
・
宣
伝
だ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
と
思
わ

れ
が

ち
だ
が
、
決
し
て
そ
れ
で
は
長
続
き
し
な
い
。
ね
ぶ
た
出
陣
を
長
く
続
け
る
に

は

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
ね
ぶ
た
は
従
業
員
や
家
族
の
慰
安
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
メ
ン
バ
ー
の
親

睦
を
図
る
格
好
の
手
段
で
あ
る
。
企
業
と
ね
ぶ
た
の
か
か
わ
り
を
報
道
し
た
新
聞
記

事

を
引
く
と
、
「
職
員
や
仲
間
た
ち
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
こ
れ
ほ
ど

最
高
の
も
の
は
な
い
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
二
・
七
・
一
一
）
、
「
企
業
グ
ル
ー
プ

内
や
取
引
先
と
の
団
結
を
図
れ
る
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
二
・
八
・
四
）
と
い
う
。

そ
の
た
め
企
業
で
は
、
ね
ぶ
た
の
経
費
を
交
際
費
や
福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上
し
て

い

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
実
際
に
行
政
や
企
業
の
ね
ぶ
た
事
務
担
当
者
を
見
る
と
、
人

事
や
福
利
厚
生
の
部
署
の
方
が
多
い
。

　
ま
た
、
大
規
模
な
企
業
グ
ル
ー
プ
や
官
公
庁
で
は
、
ね
ぶ
た
出
陣
の
方
が
他
の
レ

ク
レ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
金
額
的
に
安
上
が
り
な
こ
と
が
あ
る
。
「
官
公
庁
の
互
助
組

織

も
民
間
企
業
も
、
大
型
ね
ぶ
た
の
運
行
は
独
自
に
運
動
会
を
開
く
よ
り
は
経
費
的

に

安
く
つ
く
と
い
う
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
二
・
七
・
一
一
）
。
例
え
ば
一
九
八
二

年
に
は
、
八
社
か
ら
な
る
あ
る
企
業
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ね
ぶ
た
運
行
に
約
九
百
万
円

か
か
っ

た
と
い
う
が
、
取
引
先
か
ら
の
寄
付
も
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
八
社
の
負
担
は
そ

れ
ぞ
れ
六
〇

～
七
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
社
で
社
員
運
動
会
を
開
い
て
も

百

万
、
二
百
万
円
と
か
か
る
の
だ
と
い
う
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
二
・
八
・
四
）
。

こ
う
い
う
点
も
、
企
業
に
と
っ
て
ね
ぶ
た
を
出
す
メ
リ
ッ
ト
な
の
で
あ
る
。

　
前
節
で

は
、
地
域
の
ね
ぶ
た
が
経
費
の
高
額
化
に
よ
り
撤
退
し
て
い
っ
た
こ
と
を

述
べ
た
が
、
高
額
と
は
い
っ
て
も
、
行
政
や
企
業
に
は
十
分
負
担
で
き
る
金
額
で

あ
っ
た
。
実
際
の
金
額
は
団
体
に
よ
り
千
差
万
別
で
、
簡
単
に
平
均
的
な
数
値
を
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
企
業
の
約
三
〇
年
間
の
経
費
の
推
移
を
、
決
算
書
か

ら
グ
ラ
フ
化
し
て
示
し
て
お
く
（
図
1
）
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
地
域
で
は
な
く
企
業
や
行
政
だ
か
ら
こ
そ
多
額
の
経
費
負
担
が

可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
地
域
に
代
わ
っ
て
企
業
が
ね
ぶ
た
を
出
し
た
こ
と
が
、
青

森
ね
ぶ
た
を
発
展
さ
せ
る
経
済
的
な
裏
付
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
行
政
や
企
業
は
、
ね
ぶ
た
出
陣
の
予
算
を
組
む
必
要
が
あ
る
た
め
、
出
す
か
ど
う

か

を
か
な
り
早
い
時
期
に
決
定
す
る
。
高
額
の
経
費
を
か
け
て
も
ね
ぶ
た
を
出
す
メ

リ
ッ
ト
に
気
づ
い
た
団
体
は
、
一
度
出
す
と
、
毎
年
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
出
し
続
け
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
大
型
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体
は
「
出

し
続
け
る
」
こ
と
が
原
則
に
な
り
、
ね
ぶ
た
出
陣
が
恒
例
行
事
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
、
一
回
に
限
定
し
た
参
加
の
仕
方
は
例
外
的
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
結
果
、
大
型
ね
ぶ
た
の
台
数
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
約
一
五
台
で
推
移
す

る
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
約
二
〇
台
に
増
加
す
る
。
一
九
九
〇
年
以
降
は
二
四
～

二
五
台
に
定
ま
り
、
参
加
す
る
団
体
も
決
ま
っ
て
く
る
。

　
（
3
）
「
主
催
者
」

　

さ
て
、
戦
後
復
活
し
た
ね
ぶ
た
は
、
港
ま
つ
り
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
一
部
に
位
置

づ

け
ら
れ
た
。
そ
の
名
称
も
、
一
九
四
七
年
に
は
青
森
市
復
興
港
ま
つ
り
、
一
九
四

八
年
か
ら
五
七
年
ま
で
は
基
本
的
に
青
森
港
ま
つ
り
で
あ
っ
た
。
内
容
も
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
を
含
み
、
市
を
挙
げ
て
の
夏
の
祭
典
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
行
事

の
主
催
者
も
、
行
政
主
導
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
に
至
っ
て

よ
う
や
く
、
青
森
ね
ぶ
た
祭
の
名
に
改
ま
る
の
で
あ
る
が
、
港
ま
つ
り
と
し
て
復
活

後
一
一
年
間
続
い
た
こ
と
の
影
響
が
、
特
に
組
織
面
に
見
ら
れ
る
。

　
ね
ぶ

た
が
本
格
復
活
し
た
一
九
四
七
年
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
た
の
は
青
森

市

と
青
森
海
運
局
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
八
年
か
ら
は
、
青
森
市
土
木
課
内
の
「
青
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森
文
化
観
光
協
会
」
が
港
ま
つ
り
を
主
催
し
た
。
一
九
五
〇
年
に
は
青
森
市
経
済
課

に
観
光
行
政
が
移
管
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
五
二
年
に
は
、
観
光
事
業
を
市
役
所
か

ら
切
り
離
し
て
青
森
商
工
会
議
所
内
に
移
し
、
「
青
森
観
光
協
会
」
が
組
織
さ
れ
た
。

市
役
所
か
ら
切
り
離
し
た
理
由
と
し
て
は
、
ね
ぶ
た
の
審
査
を
め
ぐ
っ
て
市
会
議
員

か

ら
の
干
渉
が
激
し
か
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
市
役
所
は
共
催
団
体
に

な
っ
た
。
〔
青
森
観
光
協
会
一
九
七
七
〕

　
青
森
観
光
協
会
は
商
工
会
議
所
内
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
商
工
会
議
所
も

主

催
者
に
加
わ
り
、
事
務
局
こ
そ
青
森
観
光
協
会
に
置
か
れ
た
も
の
の
、
主
催
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は

青
森
観
光
協
会
、
市
役
所
、
商
工
会
議
所
の
三
者
共
催
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
た

め
、
例
え
ば
一
九
五
六
年
の
「
昭
和
三
一
年
度
『
青
森
み
な
と
祭
』
役
員
名
簿
」
を

見
る
と
、
市
長
が
名
誉
大
会
長
、
商
工
会
議
所
会
頭
が
名
誉
副
大
会
長
を
務
め
、
観

光
協
会
会
長
が
大
会
長
と
な
り
、
副
大
会
長
に
は
市
会
議
長
、
同
副
議
長
、
市
助
役
、

商
工
会
議
所
副
会
頭
ら
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
後
援
団
体
と
し
て
、
青
森
青

年
会
議
所
、
東
奥
日
報
社
、
青
森
民
報
社
、
青
森
放
送
局
、
ラ
ジ
オ
青
森
、
青
森
市

教
育
委
員
会
、
青
森
市
交
通
部
、
盛
岡
鉄
道
管
理
局
青
森
駐
在
部
、
青
森
駅
、
国
鉄

青
森
自
動
車
営
業
所
、
青
森
市
消
防
本
部
、
日
本
交
通
公
社
青
森
営
業
所
、
東
急
観

光
東
北
事
務
所
、
青
森
市
旅
館
組
合
、
青
森
専
門
店
会
、
青
森
商
店
会
、
青
森
市
写

真
材
料
商
組
合
、
東
北
海
運
局
青
森
支
局
、
青
森
海
上
保
安
部
、
青
森
海
員
組
合
が

名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
催
三
団
体
を
、
全
市
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て

い

く
組
織
が
港
ま
つ
り
の
段
階
で
作
ら
れ
、
そ
れ
が
ね
ぶ
た
祭
に
引
き
継
が
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
主
催
者
は
ね
ぶ
た
祭
の
運
営
に
際
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
委
員
会
を
組
織
し

て

作
業
を
分
担
し
た
。
そ
の
原
型
は
、
港
ま
つ
り
の
時
期
に
既
に
出
来
上
が
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
組
織
形
態
を
示
す
資
料
の
う
ち
、
管
見
に
及
ん
だ
最
古

の

も
の
は
一
九
五
五
年
の
「
開
港
五
十
周
年
記
念
『
青
森
港
ま
つ
り
』
役
員
名
簿
」

で

あ
る
が
、
業
務
内
容
と
行
事
に
応
じ
て
、
総
務
部
、
宣
伝
部
、
ね
ぶ
た
運
行
・
仮

装
コ
ン
ク
ー
ル
部
（
運
行
班
と
審
査
班
に
分
か
れ
る
）
、
ね
ぶ
た
海
上
運
航
と
記
念
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行
事
部
、
町
内
舞
踊
大
会
、
町
内
対
抗
装
飾
コ
ン
ク
ー
ル
、
森
山
弥
七
郎
翁
墓
前
祭
、

新
市
域
芸
能
大
会
、
花
火
大
会
、
全
国
チ
ン
ド
ン
屋
大
会
、
商
工
カ
ー
ニ
バ
ル
、
照

明
コ
ン
ク
ー
ル
、
青
森
芸
妓
手
踊
大
会
、
県
下
民
謡
手
踊
大
会
、
港
ま
つ
り
写
真
コ

ン

ク
ー
ル
、
以
上
一
六
の
部
署
ご
と
に
担
当
者
を
決
め
て
い
た
。
港
ま
つ
り
が
多
様

な
行
事
を
含
む
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
構
成
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
部
署
に
配
置
さ
れ
た
担
当
者
は
、
主
催
三
団
体
と
後
援
団
体
の
関
係
者
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
青
森
観
光
協
会
に
つ
い
て
は
専
従
職
員
も
少
な
く
、
役
員
に
名
を
連
ね
た

市
内
の
観
光
関
連
業
者
が
担
当
し
て
い
た
。

　

こ
う
い
っ
た
組
織
形
態
は
ね
ぶ
た
祭
に
名
称
が
変
わ
っ
て
も
基
本
的
に
継
承
さ
れ

る
。
例
え
ば
ね
ぶ
た
祭
に
名
称
変
更
し
た
一
九
五
八
年
は
、
総
務
委
員
会
、
宣
伝
委

員
会
、
開
会
式
、
森
山
弥
七
郎
墓
前
祭
、
ね
ぶ
た
海
上
運
航
と
海
上
記
念
行
事
委
員

会
、
商
工
カ
ー
ニ
バ
ル
、
移
動
演
芸
大
会
委
員
会
、
音
楽
隊
市
街
大
行
進
委
員
会
、

照

明
コ
ン
ク
ー
ル
委
員
会
、
町
内
舞
踊
競
演
会
委
員
会
、
県
下
獅
子
舞
市
街
大
行
進

委
員
会
、
ね
ぶ
た
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
委
員
会
、
広
告
樽
み
こ
し
コ
ン
ク
ー
ル
、
花
火

大
会
、
第
］
部
ね
ぶ
た
連
合
運
行
委
員
会
、
第
二
部
ね
ぶ
た
連
合
運
行
委
員
会
、
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ぶ

た
奨
励
委
員
会
、
以
上
一
七
の
部
署
に
分
か
れ
て
い
た
。
港
ま
つ
り
の
時
に
あ
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
は
徐
々
に
整
理
さ
れ
て
い
く
が
、
組
織
形
態
の
基
本
は
変
わ
ら

ず
、
一
九
七
〇
年
に
な
っ
て
も
、
総
務
委
員
会
、
宣
伝
委
員
会
、
渉
外
委
員
会
、
前

奏
パ
レ
ー
ド
委
員
会
、
子
供
ね
ぶ
た
委
員
会
、
ね
ぶ
た
運
行
委
員
会
、
奨
励
委
員
会
、

海
上
運
行
委
員
会
、
前
夜
祭
委
員
会
、
花
火
大
会
、
以
上
一
〇
の
委
員
会
に
分
か
れ

　
　
（
田
）

て

い
た
。

　
さ
て
、
一
九
七
七
年
に
青
森
観
光
協
会
が
任
意
団
体
か
ら
社
団
法
人
化
し
、
同
時

に

主
催
三

団
体
が
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
実
行
委
員
会
」
を
結
成
し
て
主
催
団
体
と
な
っ

た
。
そ
し
て
委
員
会
も
、
総
務
委
員
会
、
奨
励
委
員
会
、
運
行
委
員
会
、
渉
外
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

会
、
海
上
運
航
委
員
会
の
五
委
員
会
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
次

に
、
主
催
者
の
活
動
内
容
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
主
催
者
が
祭
り
の
運
営
以

外

に
行
っ
た
活
動
と
し
て
、
ま
ず
は
ね
ぶ
た
の
P
R
活
動
が
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代

に

入

る
と
、
そ
れ
ま
で
青
森
県
周
辺
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ね
ぶ
た
が
、
よ

り
広
く
注
目
を
集
め
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
一
年
と
六
二
年
に
は
、
東
京
浅

草
の
国
際
劇
場
で
の
S
K
D
レ
ビ
ュ
ー
に
ね
ぶ
た
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
一
九

六
一
年
に
は
、
松
竹
映
画
「
愛
と
悲
し
み
と
」
と
、
N
H
K
の
人
気
番
組
「
バ
ス
通

り
裏
」
に
ね
ぶ
た
が
登
場
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
青
森
観
光
協
会
で
は
一
九
六

二
年
、
ね
ぶ
た
を
青
森
観
光
の
目
玉
と
し
て
宣
伝
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
宣
伝
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

め

の
観
光

キ
ャ
ラ
バ
ン
を
東
北
六
県
に
派
遣
し
た
の
で
あ
る
〔
青
森
観
光
協
会
一
九

七

七
〕
。
こ
の
観
光
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
東
北
を
回
っ
た
際
に
、
青
森
ね
ぶ
た
、
仙
台
七

夕
、
秋
田
竿
燈
を
「
東
北
三
大
祭
」
と
い
う
セ
ッ
ト
に
す
る
案
が
出
た
と
い
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

や
が
て

こ
の
三
つ
の
祭
り
を
見
て
回
る
ツ
ア
ー
の
成
立
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

一
九
六
二
年
の
方
針
変
更
は
、
ね
ぶ
た
の
観
光
化
を
促
進
す
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
一
九
六
三
年
に
は
、
青
森
市
役
所

内
部
に
観
光
課
が
設
置
さ
れ
、
観
光
を
担
当
す
る
行
政
側
の
組
織
も
整
備
さ
れ
て

い

っ

た
。
ま
た
、
ね
ぶ
た
の
遠
征
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃

　
　
　
　
（
3
2
）

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
結
果
、
観
光
客
が
急
増
す
る
。
そ
の
受
け
入
れ
の
た
め
に
、
一

九
六
八
年
か
ら
は
「
特
別
観
覧
席
」
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
団
体
客
の
た

め

の
観
覧
席
は
設
け
て
あ
っ
た
が
、
「
県
外
の
団
体
客
に
対
し
て
は
青
森
市
役
所
、

日
銀
青
森
支
店
付
近
の
国
道
の
歩
道
に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
見
せ
て
い
る
が
、
県
外
客
か

ら
は
『
有
料
で
も
よ
い
か
ら
観
覧
席
を
作
る
べ
き
だ
』
と
指
摘
さ
れ
続
け
た
こ
と
か

ら
、
県
庁
ー
裁
判
所
前
ま
で
の
国
道
北
側
の
歩
道
に
、
有
料
観
覧
席
を
設
け
る
こ
と

に

な
っ
た
。
県
か
ら
は
歩
道
の
半
分
、
三
メ
ー
ト
ル
分
し
か
許
可
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
こ
の
観
覧
席
は
一
回
二
〇
〇
〇
人
し
か
収
容
で
き
な
い
。
団
体
客
だ
け
で
も
あ

ぶ
れ

る
た
め
、
本
部
で
は
昨
年
の
よ
う
に
市
役
所
、
日
銀
青
森
支
店
付
近
と
有
料
観

覧
席
前
の
空
い
て
い
る
歩
道
に
無
料
の
観
覧
席
を
作
る
計
画
を
進
め
て
い
る
。
」

（『
東
奥
日
報
』
一
九
六
八
・
七
・
三
一
）
と
い
う
の
が
最
初
の
年
の
様
子
で
あ
っ
た
。

料
金
は
一
人
二
百
円
で
あ
っ
た
（
『
広
報
あ
お
も
り
』
一
九
六
八
年
八
月
一
日
号
）
。
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こ
れ
は
大
好
評
を
博
し
、
「
今
年
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
県
外
客
の
た
め
の

有
料
観
覧
席
も
す
で
に
超
満
員
。
あ
わ
て
て
ム
シ
ロ
を
敷
い
た
だ
け
の
無
料
席
を
用

意
す
る
は
め
に
な
っ
た
。
定
員
が
一
日
延
べ
二
千
人
の
有
料
観
覧
席
は
、
申
込
だ
け

で
、
三
日
六
二
〇
人
、
四
日
九
九
七
人
、
五
日
二
一
一
三
人
（
無
料
が
八
九
一
人
）
、

六

日
二
二
二
〇
人
（
同
二
九
一
四
人
）
、
七
日
一
〇
〇
人
と
な
っ
て
お
り
、
最
高
潮

の

五
、
六
日
は
完
全
に
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
六
八
・
七
・
二

四
）
と
、
七
月
下
旬
の
段
階
で
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
有
料
観
覧
席
が
毎
年
恒
例
化
し
て
い
く
。
一
九
七
三
年
に
は
「
主
催

者
側
の
青
森
商
工
会
議
所
で
は
、
市
役
所
前
か
ら
県
庁
前
国
道
沿
い
の
イ
ス
席
、
桟

敷
席
と
も
に
三
五
〇
〇
人
、
座
布
団
席
一
〇
〇
〇
人
、
合
計
一
日
八
〇
〇
〇
人
収
容

の

有
料
観
覧
席
を
設
け
た
。
こ
れ
は
阿
波
踊
り
の
観
覧
席
六
〇
〇
〇
人
を
上
回
る
人

数
。
県
外
か
ら
の
団
体
観
光
客
だ
け
で
ざ
っ
と
七
万
人
に
な
っ
た
。
」
（
『
東
奥
日
報
』

一
九
七

三
・
八
・
八
）
。
そ
し
て
観
覧
席
の
売
り
上
げ
が
主
催
者
の
予
算
に
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
予
算
上
は
、
観
覧
席
な
し
に
は
「
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

森
ね
ぶ
た
祭
」
と
い
う
行
事
は
成
り
立
た
な
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
運
行
団
体
協
議
会
の
結
成

　
前
項
で
述
べ
た
「
主
催
者
」
は
、
実
際
に
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
祭
り
全
体
を
運
営
し
、
観
光
客
と
の
対
応
な
ど
、
外
部
と
の
折
衝
を
行
う
団

　
　
　
（
M
）

体
で
あ
る
。

　
ね
ぶ

た
を
実
際
に
出
し
た
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
町
内
会
、
青
年

団
、
消
防
団
な
ど
の
地
縁
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
行
政
や
全
国
規
模
の
企
業
が
参

入

し
て
い
っ
た
。
行
政
や
企
業
は
、
議
会
や
本
社
な
ど
の
承
認
の
下
に
、
早
く
か
ら

多
額
の
予
算
を
組
ん
で
運
行
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
う
し
た
団
体
が
毎
年
コ
ン
ス

タ
ン
ト
に
出
陣
し
始
め
る
と
、
そ
の
発
言
を
主
催
者
も
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。

そ

し
て
、
そ
う
し
た
運
行
団
体
の
連
合
組
織
が
、
主
催
者
の
交
渉
相
手
と
し
て
登
場

す
る
の
で
あ
る
。

　
ね
ぶ

た
制
作
に
際
し
て
は
、
遅
く
て
も
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
二
ヶ
月
以
上
に
わ

た
っ
て
、
ね
ぶ
た
本
体
を
組
み
立
て
、
収
容
す
る
小
屋
が
必
要
に
な
る
。
日
本
通
運
、

東
北
電
力
、
国
鉄
な
ど
は
、
自
社
の
敷
地
内
に
ね
ぶ
た
小
屋
を
建
て
て
い
た
が
、
ね

ぶ

た
を
作
る
用
地
を
確
保
で
き
な
い
団
体
は
、
空
き
地
を
共
同
で
使
い
、
小
屋
を
連

ね

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
「
ね
ぶ
た
団
地
」
と
通
称
し
て
い
る
。

　
ね
ぶ

た
団
地
の
誕
生
時
期
は
定
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
一
九
七
〇
年
頃
に
、
柳
町

通

り
に
誕
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
後
述
）
。
そ
の
後
、
一
九
七
五
年
か
ら
八
〇

年

ま
で
は
野
脇
中
学
校
跡
地
（
現
、
青
森
市
文
化
会
館
）
、
八
一
年
か
ら
九
一
年
ま

で

は
青
森
中
央
高
校
跡
地
（
現
、
中
央
西
公
園
）
を
使
い
、
九
二
年
以
降
、
現
在
の

よ
う
に
青
い
海
公
園
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
団
体
が
場
所
を
共
同
利
用
し
て
い
く
過
程
で
、
一
九
七
七

年
頃
に
、
ね
ぶ
た
団
地
の
防
犯
を
主
目
的
と
し
て
、
使
用
団
体
に
よ
り
「
団
地
運
営

協
議
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
に
は
、
こ
の
団
体
が
発
展
し
て
、
主
催
者

と
の
交
渉
団
体
と
し
て
「
青
森
ね
ぶ
た
運
行
団
体
連
絡
協
議
会
」
が
発
足
し
た
（
一

九

八
五
年
に
「
青
森
ね
ぶ
た
運
行
団
体
協
議
会
」
と
改
名
）
。
さ
ら
に
一
九
八
七
年
、

制
作
・
嚇
子
の
二
委
員
会
を
設
け
、
制
作
者
や
難
子
方
も
加
盟
し
た
。
こ
う
し
て
、

実
際
に
ね
ぶ
た
を
作
り
、
動
か
す
人
々
が
す
べ
て
加
入
す
る
団
体
と
な
り
、
主
催
者

に

と
っ
て
無
視
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

運
行

団
体
協
議
会
は
、
実
際
に
ね
ぶ
た
を
出
す
立
場
か
ら
主
催
者
に
さ
ま
ざ
ま
な

要
望
を
出
し
、
行
事
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
し
、
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
運
行
団
体
へ
の
補
助
金
と
、

合
同
運
行
の
台
数
制
限
で
あ
る
。
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
主
催
者
は
減
ら
し
た
い
、

各
運
行
団
体
は
増
や
し
た
い
と
い
う
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
運
行
団
体
を
代
表
し
て

主
催
者
と
の
調
整
の
窓
口
と
な
り
、
双
方
の
納
得
の
い
く
金
額
を
導
き
出
す
べ
く
努

力
し
た
。

　

合

同
運
行
に
関
し
て
は
、
主
催
者
や
警
察
は
、
国
道
を
コ
ー
ス
に
使
用
す
る
た
め

運
行
台
数
を
一
日
一
六
～
一
八
台
に
制
限
し
た
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ね
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ぶ

た
を
出
す
団
体
と
し
て
は
毎
日
で
も
出
し
た
い
。
例
え
ば
、
参
加
台
数
が
二
〇
台

だ

っ

た
一
九
八
三
年
に
は
、
「
当
初
、
主
催
者
側
は
午
後
九
時
終
了
の
線
で
、
五
、

六

日
の
合
同
運
行
に
も
一
五
台
だ
け
出
陣
の
運
行
計
画
を
提
出
し
た
。
こ
の
計
画
に

は
、
二
〇
台
の
参
加
を
予
定
し
て
い
る
運
行
団
体
側
か
ら
『
祭
り
の
ヤ
マ
場
に
運
行

希
望
団
体
の
出
陣
を
切
り
捨
て
る
の
で
は
、
祭
り
本
来
の
趣
旨
に
反
す
る
』
と
ク

レ
ー
ム
。
結
局
、
こ
の
運
行
計
画
は
、
運
行
団
体
側
の
主
張
が
通
っ
た
」
（
『
東
奥
日

報
』
一
九
八
三
・
五
・
一
一
）
。
そ
の
後
も
ね
ぶ
た
の
台
数
が
増
加
し
て
い
く
が
、

運
行
団
体
協
議
会
が
運
行
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
運
行
台
数
制
限
案
を
ま
と

め
、
そ
の
案
を
基
本
に
一
日
あ
た
り
の
台
数
を
決
め
て
き
た
（
現
在
で
は
一
日
二
二

台
以
内
）
。
そ
し
て
運
行
団
体
協
議
会
は
、
決
定
し
た
台
数
に
あ
わ
せ
て
出
場
団
体

と
運
行
順
序
を
決
め
、
ス
ム
ー
ズ
な
運
行
の
た
め
に
全
体
を
統
制
し
、
自
主
警
備
を

行

い
、
障
害
物
の
撤
去
を
交
渉
す
る
な
ど
、
ね
ぶ
た
運
行
実
務
の
中
心
に
な
る
に

至
っ
た
。

　

ま
た
、
一
九
九
二
年
の
新
ね
ぶ
た
団
地
建
設
に
際
し
て
は
、
運
行
団
体
協
議
会
も

計
画
立
案
に
関
与
し
た
。
こ
の
ね
ぶ
た
団
地
は
、
市
民
や
観
光
客
が
制
作
過
程
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
青
森
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
、
青
森
観
光
物
産
館
「
ア

ス

パ

ム
」
横
の
青
い
海
公
園
に
、
五
月
か
ら
八
月
ま
で
巨
大
な
仮
設
テ
ン
ト
を
二
四

建
て

た
も
の
で
あ
る
。
仮
設
テ
ン
ト
と
は
言
っ
て
も
恒
久
的
な
使
用
を
前
提
に
し
て

お

り
、
「
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
愛
称
も
つ
い
て
、
現
在
で
は
こ
の
場
所
が
ね
ぶ
た

の

制
作
場
所
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
運
行
団
体
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
三
カ
所

程
度
に
分
散
し
て
き
た
ね
ぶ
た
制
作
場
所
が
一
カ
所
に
ま
と
ま
り
、
当
時
ね
ぶ
た
を

出
し
て
い
た
二
四
団
体
が
一
カ
所
で
制
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
完
成
後
は
、
運

行

団
体
協
議
会
が
団
体
側
の
窓
口
と
し
て
、
ね
ぶ
た
団
地
の
所
有
者
で
あ
る
青
森
観

光
協
会
と
覚
書
を
締
結
し
、
使
用
料
金
な
ど
使
用
に
関
す
る
要
綱
を
定
め
た
。

　
ま
た
、
一
九
八
一
年
か
ら
は
前
夜
祭
を
主
催
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
九
八

四
年
か
ら
青
森
観
光
協
会
と
の
共
催
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体
は
徐
々
に
増
加
す
る
も
の
の
、
一
九
八
〇
年
代
後
半

に

な
る
と
、
運
行
台
数
制
限
か
ら
、
す
べ
て
の
参
入
希
望
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
参
加
を
希
望
す
る
大
企
業
は
引
き
も
切
ら
ず
、
特
に
ラ
イ
バ

ル
企
業
が
出
陣
し
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
、
家
電
、
ビ
ー
ル
、
運
輸
な
ど
の
業
種
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

は

強
く
参
入
を
希
望
す
る
団
体
が
出
て
き
た
。
し
か
し
、
新
規
参
加
団
体
の
取
扱
い

に

つ
い

て

は

明
確
な
基
準
が
な
く
、
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当

時
の
様
子
が
う
か
が
え
る
資
料
に
、
運
行
団
体
協
議
会
が
一
九
八
七
年
六
月
一
日
に

主
催
者
に
出
し
た
「
要
望
書
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　

「
一

・

新
規
参
加
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
協
議
機
関
を
設
け
対
応
す
る
。

　
　

二
・

協
議
機
関
の
構
成
は
、
青
森
商
工
会
議
所
・
青
森
観
光
協
会
・
青
森
市
・

　
　
青
森
ね
ぶ
た
運
行
団
体
協
議
会
、
及
び
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
り
組
織
し
、
次

　
　

の
手
順
に

従
い

対
応
す
る
。

　
　
　
①
新
規
参
加
希
望
団
体
よ
り
申
出
が
あ
っ
た
時
は
、
個
々
に
接
す
る
こ
と
な

　
　

く
直
ち
に
協
議
機
関
の
窓
口
責
任
者
（
別
途
選
任
）
に
取
次
ぎ
を
す
る
。

　
　
　
②
窓
口
責
任
者
は
、
そ
の
申
出
の
緊
急
性
に
応
じ
て
協
議
の
場
を
配
慮
す
る
。

　
　
但

し
、
前
以
て
第
一
次
、
第
二
次
、
最
終
協
議
の
場
（
開
催
日
）
を
設
け
る
。

　
　
　
③
申
出
の
団
体
に
対
し
、
遵
守
事
項
と
し
て
『
ハ
ネ
ト
の
自
主
規
制
・
花
笠

　
　
着
用
・
運
行
時
の
順
序
・
時
間
』
等
の
誓
約
、
制
約
と
な
る
事
柄
を
伝
達
し
対

　
　
応
を
求
め
る
。

　
　
　
④
上
記
の
遵
守
事
項
の
回
答
を
得
た
上
で
、
協
議
し
参
加
に
対
す
る
設
定
を

　
　
す
る
」

　
要
す
る
に
、
新
規
参
加
の
申
し
込
み
に
対
し
て
は
、
一
定
条
件
を
課
し
た
上
で
、

主
催
者
と
運
行
団
体
協
議
会
の
協
議
に
よ
り
決
定
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
を
出
し

た
わ
け
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
前
は
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
が
な
く
、
対

応
が

あ
る
意
味
で
場
当
た
り
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
要
望
書
の
提
出
な
ど
を
経
て
、
大
型
ね
ぶ
た
の
参
加
申
込
み
に
関
す
る

取
扱
い
基
準
が
明
文
化
さ
れ
た
の
は
、
現
ね
ぶ
た
団
地
が
完
成
し
た
一
九
九
二
年
で

あ
る
。
青
森
ね
ぶ
た
祭
実
行
委
員
会
が
発
行
し
た
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
大
型
ね
ぶ
た
参
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加
申
込
み
に
関
す
る
取
扱
い
基
準
」
と
題
す
る
こ
の
文
書
は
、
ま
ず
趣
旨
を
「
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
青
森
ね
ぶ
た
祭
の
歴
史
と
伝
統
を
守
り
か
つ

市
民
参
加
に
よ
る
郷
土
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
ね
ぶ
た
祭
の
秩
序
を
維
持

し
い
っ
そ
う
充
実
す
る
た
め
適
正
な
参
加
台
数
な
ど
に
関
し
取
り
扱
い
基
準
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
台
数
制
限
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

「
①
一
団
地
一
コ
ー
ス
を
基
本
と
し
て
お
り
、
現
在
の
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
内
で
は

　
　
新
規
の
制
作
小
屋
を
確
保
す
る
の
は
難
し
い
。

　
　
　
②
現
在
の
交
通
事
情
を
考
慮
し
、
運
行
コ
ー
ス
で
あ
る
国
道
の
規
制
時
間
を

　
　
協
議
の
結
果
二
時
間
を
基
準
と
し
て
い
る
。

　
　
　
③
す
べ
て
の
参
加
団
体
が
毎
日
運
行
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
の
、
最
近

　
　

新
規
参
加
団
体
の
増
加
に
よ
り
一
日
の
参
加
台
数
を
二
〇
台
以
内
に
制
限
し
調

　
　
整
す
る
。
」

　

こ
う
し
た
理
由
（
詳
細
は
後
述
）
か
ら
、
「
ま
つ
り
所
定
の
総
参
加
台
数
は
二
四
台

以
内
と
す
る
。
止
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
二
五
台
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
、
台
数
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
参
加
団
体
の
選
定
方
法
は
次
の
よ
う

に

な
っ
て
い
る
。

　
「
（
一
）
所
定
の
台
数
お
よ
び
団
体
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
恒
常
的
な
参
加
実
績
を

踏
襲
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
従
前
の
恒
常
的
参
加
実
績
団
体
が
休
む
場
合
は
そ

の
旨
を
提
出
す
る
。
」
と
し
て
、
ま
ず
は
「
恒
常
的
参
加
実
績
団
体
」
を
優
先
す
る
こ

と
を
明
確
化
す
る
。
新
規
参
加
に
つ
い
て
は
、
「
（
二
）
参
加
申
し
出
団
体
台
数
が
所

定
の

台
数
を
越
え
た
場
合
は
、
一
台
に
限
り
関
係
者
と
の
協
議
又
は
、
恒
常
的
参
加

団
体
以
外
の
申
し
出
当
事
者
間
の
抽
選
に
よ
り
選
定
す
る
。
」
「
（
三
）
（
二
）
に
よ
り

選
定
さ
れ
た
参
加
団
体
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
ま
つ
り
の
み
有
効
と
し
、
基
本

的
に

制
作
小
屋
、
許
認
可
関
係
等
に
つ
い
て
は
当
事
者
負
担
と
す
る
。
」
と
の
規
定

か

ら
、
一
台
だ
け
は
認
め
る
と
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
ね
ぶ
た
団
地
建
設
時
に
運

行

し
て
い
た
二
四
団
体
が
「
恒
常
的
参
加
実
績
団
体
」
と
し
て
い
わ
ば
特
権
集
団
化

し
、
以
後
の
新
規
参
入
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
恒
常
的
参
加
実
績
団
体
」
も
諸
事
情
か
ら
ね
ぶ
た
を
出
せ
な
い
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
場
合
、
休
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
一
年
だ
け
と
さ
れ
、
二
年
連
続
し
て
休

む

と
「
恒
常
的
参
加
実
績
団
体
」
と
し
て
の
特
権
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
ま

で
に

こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
の
は
一
例
だ
け
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
〇
年
の

運
行

を
休
ん
だ
コ
マ
ツ
が
、
こ
れ
に
よ
り
ね
ぶ
た
か
ら
事
実
上
撤
退
し
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
「
例
外
的
参
加
」
と
さ
れ
た
に
も
か
か

わ

ら
ず
参
加
し
続
け
た
ビ
ブ
レ
が
、
運
行
団
体
協
議
会
の
一
員
に
加
わ
っ
た
。

③
運
行
形
態
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
（
諾
）

　
（
1
）
合
同
運
行
の
増
加

　
大
正
期
の
ね
ぶ
た
運
行
は
、
旧
暦
七
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
自
由
運
行
、
六
日
が

夜
の
合
同
運
行
、
七
日
が
昼
の
合
同
運
行
と
い
う
の
が
恒
例
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

あ
っ
た
。
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
戦
後
も
受
け
継
が
れ
る
が
、
徐
々
に
合
同
運
行
の

日
数
が
増
加
す
る
。

　
ま
ず
一
九
五
三
年
に
は
、
主
催
者
が
大
型
ね
ぶ
た
と
小
型
ね
ぶ
た
を
区
別
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
合
同
運
行
日
を
分
け
、
小
型
（
子
供
）
ね
ぶ
た
は
三
、
四
日
、

大
型
ね
ぶ

た
は
六
、
七
日
と
し
た
。
そ
し
て
観
光
化
元
年
と
も
い
え
る
一
九
六
二
年

か

ら
は
、
五
日
に
も
大
型
ね
ぶ
た
と
子
供
ね
ぶ
た
の
合
同
運
行
が
行
わ
れ
た
。
合
同

運
行

日
以
外
は
自
由
運
行
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
自
由
運
行
日
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

合
同
運
行
も
運
行
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
運
行
す
る
か
ど
う
か
は
各
団
体
の

自
主
性
に
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
運
行
経
費
を
節
約
す
る
た
め
に
、
自
由
運

行

日
は
休
む
団
体
も
多
か
っ
た
。

　
そ

の

た
め
、
観
光
客
が
増
え
始
め
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
。

一
九
六
五
年
に
は
、
三
日
の
「
子
供
ね
ぶ
た
連
合
運
行
、
大
人
ね
ぶ
た
自
由
運
行
」

に

ま
っ
た
く
ね
ぶ
た
が
出
な
か
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
も
、
三
、
四
日
の
「
子
供
ね
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ぶ

た
連
合
運
行
、
大
人
ね
ぶ
た
自
由
運
行
」
に
大
型
ね
ぶ
た
が
出
ず
、
観
光
客
の
苦

情
を
招
い
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
八
年
に
は
八
月
三
日
か
ら
七
日
の
全
日
程
で
大
型

ね
ぶ

た
を
含
む
合
同
運
行
を
実
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、
三
日
は
子
供
ね
ぶ
た
一
八
台

と
大
型
ね
ぶ
た
四
台
、
四
日
は
子
供
ね
ぶ
た
一
八
台
と
大
型
ね
ぶ
た
七
台
が
合
同
運

行

を
行
っ
た
。
五
～
七
日
は
従
来
通
り
大
型
ね
ぶ
た
合
同
運
行
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
形
式
が
恒
例
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に
一
九
六
八
年
か
ら
、
有
料
観
覧

席
の
発
売
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
か
ら
、
道
路
事
情
や
交
通
規
制
な
ど
の
関
係
か
ら
大
型
ね
ぶ
た
は
自
由
運

行

を
行
わ
ず
、
合
同
運
行
に
の
み
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
た
め
、
ね
ぶ
た

の
運
行
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
合
同
運
行
の
コ
ー
ス
だ
け
に
な
っ
た
。

　
な
お
、
一
九
七
九
年
に
は
、
祭
り
が
↓
日
延
長
さ
れ
て
八
月
二
日
開
始
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
合
同
運
行
を
六
日
間
行
う
現
在
の
日
程
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
大
型
ね
ぶ
た
の
運
行
は
、
回
数
こ
そ
増
え
た
が
、
決
め
ら
れ
た
時
間
と

場
所

で

し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
観
光
客
に

と
っ
て
は
非
常
に
便
利
で
あ
る
が
、
運
行
コ
ー
ス
の
大
部
分
が
有
料
観
覧
席
に
占
領

さ
れ
、
市
民
が
ね
ぶ
た
を
見
る
機
会
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
い
う
一
面
も
生
じ
て
き
た
。

　
（
2
）
度
重
な
る
コ
ー
ス
変
更

　
青
森
の
街
は
、
陸
奥
湾
に
沿
っ
て
東
西
に
細
長
く
広
が
っ
て
い
る
。
東
西
方
向
の

目
抜
き
通
り
は
、
国
道
四
・
七
号
、
新
町
通
り
な
ど
が
主
な
も
の
で
、
ね
ぶ
た
の
合

同
運
行
も
、
こ
う
し
た
通
り
を
東
西
方
向
に
動
く
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
か
ら
コ
ー
ス
を
変
え
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　

　
戦
後
間
も
な
く
の
大
型
ね
ぶ
た
合
同
運
行
コ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
一
九
五
三
年
（
図
2
）
を
見
る
と
、
ま
ず
六
日
（
旧
暦
七
月
六
日
。
新
暦
で

は

八

月
十
五
日
で
あ
っ
た
）
は
、
国
道
と
税
務
署
通
り
の
角
が
集
合
場
所
で
、
午
後

五

時
に
出
発
し
、
国
道
を
西
に
進
ん
で
い
き
、
中
央
古
川
通
り
で
右
折
し
北
へ
向
か
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う
。
市
内
随
一
の
繁
華
街
で
あ
る
新
町
通
を
東
進
し
、
柳
町
通
り
を
左
折
。
さ
ら
に

大
町
で

右
折
し
て
堤
川
に
出
て
、
堤
橋
を
渡
っ
て
諏
訪
神
社
前
で
解
散
で
あ
る
。
七

日
（
旧
暦
七
月
七
日
。
新
暦
で
は
八
月
十
六
日
）
は
、
九
時
に
青
森
駅
前
に
集
合
し
、

新
町
通
り
を
東
に
向
か
い
、
善
知
鳥
神
社
で
左
折
し
、
さ
ら
に
右
折
し
て
米
町
を

通
っ
て
堤
川
に
出
て
、
堤
橋
で
解
散
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
夜

の

合
同
運
行
で
あ
る
六
日
は
、
市
役
所
付
近
か
ら
国
道
を
西
に
進
み
、
古
川
付
近
で

北
上
、
新
町
通
を
東
に
進
み
、
堤
川
に
至
っ
て
堤
橋
で
解
散
と
い
う
の
が
基
本
コ
ー

ス

で

あ
っ
た
。
昼
の
合
同
運
行
で
あ
る
七
日
は
、
六
日
と
は
異
な
る
コ
ー
ス
を
と
っ

た
。
青
森
駅
前
を
出
発
し
、
新
町
通
り
を
東
へ
向
か
い
、
柳
町
通
り
を
北
上
し
て
米

町

を
東
に
向
か
い
（
一
九
五
六
年
は
柳
町
を
北
上
せ
ず
に
新
町
を
そ
の
ま
ま
直
進
）
、

堤
川
沿
い
に
南
下
し
て
堤
橋
で
解
散
し
た
。
こ
の
コ
ー
ス
の
特
徴
は
、
ま
ず
二
日
と
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も
解
散
地
点
が
堤
橋
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
は
七
日
（
ナ
ヌ
カ
ビ
）
に
ね
ぶ
た

を
堤
川
に
流
し
た
こ
と
の
名
残
り
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
流
す
こ
と
は
な

か

っ

た
も
の
の
、
川
と
の
関
連
が
ま
だ
ま
だ
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
二
日
と
も
繁
華
街
で
あ
る
新
町
通
り
と
、
大
町
や
米
町
と
い
っ
た
青
森
の
旧

市
街

と
も
い
う
べ
き
一
帯
（
柳
町
通
り
か
ら
東
側
、
現
在
は
本
町
と
い
う
町
名
が
つ

い

て

い

る
）
を
通
過
し
て
お
り
、
そ
こ
が
街
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
一
九
五
七
～
五
九
年
は
資
料
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
不
詳
で
あ
る
が
、
一
九

六
〇
年
代
に
入
る
と
コ
ー
ス
が
変
わ
っ
て
く
る
。
ま
ず
六
日
の
出
発
点
が
東
に
移
り
、

堤
橋

を
越
え
て
諏
訪
神
社
前
に
な
っ
た
（
一
九
六
〇
～
六
五
）
。
一
方
で
解
散
場
所

は

少
し
西
寄
り
（
青
森
信
用
金
庫
前
）
に
移
っ
た
。
ま
た
青
森
駅
前
を
通
る
よ
う
に
若

干
の
コ

ー
ス
変
更
し
た
年
も
あ
っ
た
（
一
九
六
〇
、
六
二
～
六
六
）
。
こ
の
時
期
に

図4　大型ねぶた運行コース1962

　　（一一は5日　一は6日
1‖ll　III　1｜lllllllllll｜Illllllllは7日）
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は

ね
ぶ

た
の
大
型
化
に
と
も
な
い
、
幅
の
広
い
国
道
を
使
用
す
る
部
分
が
長
く
な
る
。

そ

の
一
方
で
、
幅
の
狭
い
大
町
を
通
る
の
は
一
九
六
〇
年
（
図
3
）
が
最
後
と
な
り
、

翌
年
か
ら
は
東
西
方
向
の
通
り
は
国
道
と
新
町
通
り
だ
け
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
一
九
六
二
年
か
ら
は
六
日
と
七
日
だ
け
で
な
く
、
五
日
夜
に
も
大
型
ね
ぶ

た

の

合
同
運
行
が
始
ま
っ
た
。
五
日
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
開
始
後
数
年
は
試
行

錯
誤
の
後
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
一
九
六
二
年
の
コ
ー
ス
（
図
4
）
は
、
七
時
に
青
森

信

用
金
庫
前
を
出
発
し
、
新
町
通
り
を
ま
っ
す
ぐ
西
に
進
ん
で
青
森
駅
で
解
散
と
い

う
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
三
～
六
五
年
は
、
国
道
と
税
務
署
通
り
の
角
を
出

発
し
て
国
道
を
西
進
、
柳
町
を
右
折
し
て
北
上
し
、
新
町
を
左
折
し
て
西
進
し
青
森

駅
で

解
散
し
た
。
一
九
六
六
年
（
図
5
）
か
ら
は
、
国
道
を
西
進
、
青
森
駅
前
を
通

り
新
町
を
東
進
と
い
う
、
六
口
と
全
く
同
じ
コ
ー
ス
に
な
る
。

　
運
行
コ
ー
ス
の
変
遷
の
上
で
、
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
九
六
八
年
で
あ

る
。
こ
の
年
か
ら
は
、
三
～
七
日
の
期
間
中
に
は
毎
日
、
大
型
ね
ぶ
た
の
合
同
運
行

が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
九
六
八
年
の
コ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た

（
図
6
）
。
囚
日
を
除
く
四
日
間
は
、
国
道
か
ら
出
発
し
（
三
、
五
日
は
青
森
電
話
局

前
、
六
、
七
日
は
現
在
の
平
和
公
園
通
り
）
西
進
、
青
森
銀
行
古
川
支
店
前
を
右
折

し
北
上
、
新
町
を
右
折
し
、
青
森
信
用
金
庫
前
で
解
散
し
た
。
四
日
は
こ
の
コ
ー
ス

の

逆
回
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
年
ま
で
の
六
日
夜
の
コ
ー
ス
を
少
し
短
く
し
て

踏
襲
し
、
毎
日
同
じ
コ
ー
ス
を
運
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
九
年

か

ら
は
四
日
も
他
の
日
と
同
じ
コ
ー
ス
に
な
り
、
五
日
間
ま
っ
た
く
同
じ
コ
ー
ス
を

取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
六
八
年
に
始
ま
っ
た
有
料
観
覧
席
設
置
の
影

響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
観
覧
席
は
五
日
間
同
じ
場
所
に
設
置
し
た
ま
ま
で
あ
る
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た
め
、
そ
の
こ
と
が
コ
ー
ス
を
固
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
発
点
、
解
散
地
点

と
も
に
堤
川
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
特
に
七
日
は
、
前
日
ま
で
と
全
く
同
じ
コ
ー
ス

を
た
ど
る
こ
と
で
「
ナ
ヌ
カ
ビ
」
の
特
殊
性
が
薄
れ
、
堤
橋
で
は
な
く
町
中
で
の
解

散
に

な
っ
た
こ
と
で
、
川
へ
流
し
て
い
た
名
残
り
が
コ
ー
ス
の
上
か
ら
は
完
全
に
失

わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
青
森
駅
前
も
、
道
路
事
情
や
混
雑
緩
和
の
た

め
、
中
央
古
川
通
り
と
旭
町
通
り
は
一
方
通
行
の
た
め
、
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
る
。
そ

し
て
、
若
干
の
変
更
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
コ
ー
ス
が
基
本
的
に
一
九
八
二
年
ま
で

は
踏
襲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
国
道
利
用
の
制
約

さ
て
、
ね
ぶ
た
の
運
行
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
重
要
な
の
が
、

圏
ロ

呂
口

△㎜
口口

［
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口
　
　
　
　
　
冑
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図7　大型ねぶた運行コース1975
　　　（○が新町班、●が国道班の出発点）

交
通
規
制
と
の

関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
動
車
交
通
量
の
増
加
に
伴
い
、
国
道
四
号
・
七
号
の

交
通
規
制
が
次
第
に
困
難
に
な
り
、
車
を
閉
め
出
し
て
ね
ぶ
た
を
運
行
す
る
時
間
が

限

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
道
は
十
分
な
幅
が
あ
り
、
観
客
も
多
く
、
運
行
す
る

側
に
と
っ
て
は
「
見
せ
場
」
で
あ
る
た
め
、
国
道
を
運
行
コ
ー
ス
か
ら
は
ず
す
こ
と

は

考
え
に
く
い
。
主
催
者
に
と
っ
て
も
、
有
料
観
覧
席
を
大
量
に
設
置
で
き
る
場
所

は
国
道

し
か
な
い
た
め
、
国
道
を
外
す
と
収
入
減
に
な
る
。
し
か
し
交
通
規
制
は
周

辺

の
道
路
に
大
渋
滞
を
引
き
起
こ
す
。
例
え
ば
一
九
七
六
年
に
は
「
青
森
署
に
よ
れ

ば
、
三
時
間
の
国
道
閉
鎖
に
よ
り
、
旧
線
路
通
り
、
浜
町
通
り
の
迂
回
路
が
渋
滞
し
、

こ
れ
が
解
消
す
る
に
は
五
時
間
か
か
る
と
い
う
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
六
・
四
・

六
）
。
こ
の
た
め
警
察
や
運
輸
業
者
な
ど
の
反
発
は
強
く
、
「
国
道
運
行
中
止
の
話
は

一
九

六
八
年
頃
か
ら
あ
っ
た
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
六
・
四
・
六
）
と
い
う
。
こ

の

た
め
、
国
道
を
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
閉
鎖
で
き
る
か
が
、
ね
ぶ
た
運
行
の
総
時
間

を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
道
の
使
用
制
限
が
コ
ー
ス
変
更
に
最
初
に
影
響
を
与
え
た
の
は
一
九
七
二
年
で

あ
る
。
こ
の
年
は
二
二
台
の
大
型
ね
ぶ
た
が
出
た
が
、
国
道
を
］
時
間
半
で
通
過
せ

ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ね
ぶ
た
を
「
新
町
班
」
と
「
国
道
班
」
に
分
け
、
新
町

班
は
コ

ー
ス
途
中
の
新
町
か
ら
出
発
し
、
国
道
か
ら
出
発
し
て
き
た
国
道
班
が
そ
の

後
に
つ
い
た
（
一
九
七
二
年
の
コ
ー
ス
が
一
部
不
明
の
た
め
、
一
九
七
五
年
の
コ
ー

ス

を
図
7
に
示
す
）
。
運
行
団
体
は
す
べ
て
国
道
か
ら
の
出
発
を
希
望
し
た
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
国
道
の
使
用
制
限
か
ら
、
国
道
出
発
は
一
〇
台
以
内
に
限
定
と
い
う
妥

協

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
に
出
発
地
点
を
二
つ
に
分
け
る
運
行

は
、
一
九
八
二
年
ま
で
続
い
た
と
思
わ
れ
る
）
。

　
ね
ぶ

た
運
行
コ
ー
ス
の
変
遷
で
、
一
九
六
八
年
に
続
く
大
き
な
転
換
点
は
一
九
八

三
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
コ
ー
ス
変
更
は
、
国
道
の
規
制
と
、
後
述
す
る
ハ
ネ
ト
問

題
へ
の
対
応
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
、
六
日
の
ね
ぶ
た
運

行
は
、
諏
訪
神
社
前
、
税
務
署
通
り
交
差
点
、
電
話
局
前
、
市
役
所
前
な
ど
と
場
所

を
変
え
な
が
ら
も
、
戦
後
は
一
貫
し
て
す
べ
て
国
道
上
が
出
発
点
で
あ
り
、
国
道
上
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に
ね
ぶ
た
が
ず
ら
り
と
待
機
し
て
出
発
を
待
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
国
道

で

出
発
前
に
長
時
間
待
…
機
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
一
九
八
三
年
の

コ

ー
ス
変
更
で
は
、
コ
ー
ス
を
逆
回
り
に
し
、
新
町
通
り
の
柳
町
交
差
点
を
出
発
し
、

八

甲
通
り
を
経
て
後
半
に
国
道
に
至
り
、
税
務
署
通
り
角
を
解
散
地
点
に
し
た
。
さ

ら
に
一
九
八
四
年
か
ら
は
、
コ
ー
ス
が
伸
び
て
平
和
公
園
解
散
に
な
っ
た
。
こ
う
し

て
、
新
町
出
発
、
国
道
通
過
、
平
和
公
園
解
散
が
、
一
九
九
一
年
ま
で
の
コ
ー
ス
の

基
本
形
に
な
る
（
図
8
）
。
一
九
九
二
年
に
は
、
ね
ぶ
た
団
地
が
青
い
海
公
園
に
移

転

し
た
た
め
に
大
規
模
な
コ
ー
ス
変
更
が
行
わ
れ
た
（
図
9
）
が
、
国
道
が
通
過
場

所
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
国
道
の
通
行
規
制
時
間
は
の
ち
に
二
時
間
に
な
る
。
し
か
し
二
時
間
以
内

に
す
べ
て
の
行
列
が
通
過
す
る
た
め
に
は
、
一
日
の
運
行
台
数
を
制
限
せ
ざ
る
を
得

図9　大型ねぶた運行コース1992

な
い
。
主
催
者
や
警
察
は
、
国
道
を
二
時
間
し
か
使
用
で
き
な
い
た
め
運
行
台
数
を

一
日
一
六
～
一
八
台
に
制
限
し
た
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体

は

毎

日
の
運
行
を
希
望
す
る
。
そ
こ
で
、
運
行
団
体
協
議
会
が
運
行
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ

ョ

ン

を
作
っ
て
検
討
し
た
結
果
、
一
日
に
大
型
ね
ぶ
た
二
二
台
以
内
の
運
行
に
落

ち
着
い
た
。
し
か
し
二
四
台
全
部
が
運
行
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
九

四

年
に
は
、
運
行
団
体
協
議
会
が
青
森
警
察
署
に
次
の
よ
う
な
要
望
書
を
出
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
以
来
一
日
の
運
行
台
数
は
二
二
台
と
決
ま
っ
た
が
、

こ
れ
を
二
四
台
に
し
て
も
ら
う
た
め
、
「
県
庁
西
側
か
ら
国
道
進
入
後
、
跳
人
と
ね

ぶ

た
及
び
各
運
行
団
体
間
の
間
隔
を
開
け
ず
に
運
行
し
、
更
に
、
柳
町
交
差
点
等
に

設
置
予
定
の
奨
励
席
で
の
ね
ぶ
た
の
回
転
を
一
回
転
程
度
に
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
ね
ぶ
た
運
行
速
度
を
平
均
分
速
四
八
メ
ー
ト
ル
で
運
行
し
、
国
道
の
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幅
員
二
四
メ
ー
ト
ル
を
最
大
限
に
活
用
し
、
間
隔
を
で
き
る
だ
け
詰
め
各
運
行
団
体

間
の
連
絡
を
よ
り
密
に
し
、
国
道
時
間
制
限
二
時
間
を
厳
守
し
一
日
最
大
運
行
台
数

二
四

台
の
運
行
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
。
し
か
し
こ
の
要
望
は
受
け
入

れ

ら
れ
ず
、
一
日
最
大
二
二
台
で
の
運
行
が
現
在
も
続
い
て
い
る
。

　
（
4
）
ね
ぶ
た
団
地
の
移
転

　
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
ね
ぶ
た
を
作
る
用
地
を
確
保
で
き
な
い
団
体
が
空
き
地
を

共

同
利
用
し
、
そ
こ
に
小
屋
を
連
ね
た
の
が
通
称
「
ね
ぶ
た
団
地
」
で
あ
る
。
ね
ぶ

た
団
地
の
誕
生
時
期
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
に
、
商
工
会
議
所
会

頭
と
観
光
協
会
会
長
の
連
名
で
、
市
に
「
ね
ぶ
た
団
地
の
造
成
に
つ
い
て
請
願
」
を

　
　
　
　
（
路
）

出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
ね
ぶ
た
団
地
の
造
成
に
つ
い
て
は
か
ね
て
か
ら
製
作
出

場

者
側
よ
り
つ
よ
い
要
請
が
あ
り
、
今
年
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
、
市
内
二
ヶ
所

（浜
町
電
話
局
付
近
と
浦
町
駅
跡
地
）
に
設
定
し
た
と
こ
ろ
き
わ
め
て
好
評
を
博
し

た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
一
九
七
〇
年
に
ね
ぶ
た
団
地
を

ニ

カ
所
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
『
東
奥
日
報
』
に
よ
れ
ば
、
ね
ぶ
た
団
地
の

記
事
の
初
出
は
一
九
七
五
年
で
、
「
例
年
、
柳
町
通
り
に
設
置
さ
れ
る
ね
ぶ
た
団
地

は
、
製
作
場
所
を
確
保
で
き
な
い
団
体
の
た
め
に
、
県
有
地
を
市
の
要
望
で
提
供
し

て

も
ら
い
、
昭
和
四
〇
年
頃
誕
生
し
た
。
も
と
も
と
地
元
の
消
防
団
が
使
っ
て
い
た

が
、
団
地
に
な
っ
て
か
ら
は
市
役
所
ね
ぶ
た
を
は
じ
め
、
例
年
五
～
六
台
が
、
祭
り

の
一
ヶ
月
前
く
ら
い
か
ら
『
入
居
』
し
た
。
と
こ
ろ
が
駐
車
場
不
足
が
深
刻
化
し
た

た
め
、
県
は
こ
こ
を
駐
車
場
と
し
、
八
月
一
日
の
使
用
開
始
を
予
定
し
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
た
め
団
地
の
移
転
が
決
ま
っ
た
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
五
・
五
・
一

六
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
遅
く
と
も
一
九
七
〇
年
に
ね
ぶ
た
団
地

が
出
来
上
が
っ
た
よ
う
だ
。

　
そ

の
後
、
一
九
七
五
年
か
ら
八
〇
年
ま
で
は
野
脇
中
学
校
跡
地
（
現
、
青
森
文
化

会

館
）
を
市
か
ら
借
用
し
た
。
八
一
年
か
ら
九
一
年
ま
で
は
青
森
中
央
高
校
跡
地

（
現
、
中
央
西
公
園
）
を
使
っ
た
。
中
央
西
公
園
は
、
運
行
コ
ー
ス
か
ら
南
に
離
れ

て

い

る
こ
と
も
あ
り
、
一
九
八
四
年
に
は
運
行
コ
ー
ス
を
南
に
延
長
し
、
平
和
公
園

で
解
散
に

し
た
。
こ
の
た
め
、
運
行
終
了
後
も
平
和
公
園
に
若
者
が
た
む
ろ
す
る
こ

と
が
問
題
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
ね
ぶ
た
団
地
で
は
、
全
団
体
を
収
容
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
た

め
、
い
く
つ
か
の
団
体
は
、
他
の
場
所
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
中

央
西
公
園
の
場
合
、
ピ
ー
ク
時
の
一
九
九
一
年
に
は
二
四
団
体
中
二
〇
台
を
収
容
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

他
の
四
団
体
は
N
T
T
中
央
町
敷
地
と
、
本
町
・
港
町
海
手
に
小
屋
を
建
て
た
。
こ

う
し
た
分
散
を
避
け
、
中
心
街
に
近
い
場
所
に
観
光
客
の
誘
致
を
考
慮
し
て
一
九
九

二
年
に
作
ら
れ
た
の
が
、
現
在
の
ね
ぶ
た
団
地
「
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
」
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ね
ぶ
た
団
地
が
作
ら
れ
た
一
九
七
〇
年
以
降
、
ね
ぶ
た
期
間
中
は
団
地
か

ら
ね
ぶ
た
が
出
発
し
、
運
行
を
終
え
る
と
ま
た
団
地
に
帰
る
た
め
、
ね
ぶ
た
団
地
の

移
転
が
コ

ー
ス
設
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
九
八
一
年
に
中
央
西
公

園
に
移
転
し
た
際
も
、
三
年
後
の
一
九
八
四
年
か
ら
解
散
場
所
を
平
和
公
園
に
変
え

た
が
、
一
九
九
二
年
の
移
転
も
コ
ー
ス
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
時
に
は
、
青
森
観
光
協
会
が
「
新
ね
ぶ
た
団
地
検
討
特
別
委
員
会
」
を
設
置

し
て
移
転
後
の
コ
ー
ス
を
検
討
し
た
。
コ
ー
ス
設
定
上
の
留
意
事
項
と
し
て
、
一
・

運
行
コ
ー
ス
の
障
害
物
、
二
・
大
人
ね
ぶ
た
待
機
場
所
、
三
・
子
供
ね
ぶ
た
待
機
場

所
、
四
・
運
行
コ
ー
ス
の
照
明
、
五
・
観
覧
席
の
設
置
場
所
、
六
・
道
路
の
幅
員
及

び

路
面
状
況
、
七
・
運
行
距
離
、
こ
の
七
点
を
挙
げ
て
検
討
し
た
結
果
、
委
員
会
で

は

四

つ
の
試
案
が
提
起
さ
れ
た
。
結
果
的
に
、
「
新
町
・
国
道
コ
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、

そ
れ
ま
で
の
コ
ー
ス
を
踏
ま
え
な
が
ら
出
発
・
解
散
地
点
だ
け
を
変
え
た
案
に
落
ち

着
く
。
な
お
、
こ
の
時
に
検
討
さ
れ
た
他
の
案
に
は
、
「
新
町
・
浜
町
コ
ー
ス
」
と
い

う
国
道
を
通
ら
な
い
案
も
あ
っ
た
。
こ
の
案
な
ら
ば
、
国
道
使
用
制
限
二
時
間
の
枠

に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ゆ
と
り
を
も
っ
た
ね
ぶ
た
運
行
が
で
き
る
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
幅
の
広
い
国
道
を
使
わ
な
い
と
運
行
の
「
見
せ
場
」
が

な
い
、
観
客
席
が
減
少
す
る
た
め
予
算
に
影
響
が
出
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

従
来
の
コ
ー
ス
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
コ
ー
ス
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
一
九
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九

二
年
の
運
行
コ
ー
ス
は
、
新
町
・
柳
町
交
差
点
を
出
発
し
新
町
通
り
を
東
に
進
み
、

平
和
公
園
通
り
を
南
下
、
国
道
を
西
に
進
み
、
八
甲
通
り
を
北
上
し
新
町
通
り
に
戻

り
、
出
発
点
で
解
散
と
い
う
周
回
コ
ー
ス
に
な
っ
た
。
こ
の
周
回
コ
ー
ス
が
、
一
九

九

二
年
以
降
の
運
行
コ
ー
ス
の
基
本
形
に
な
っ
て
い
く
。

　
（
5
）
ハ
ネ
ト
の
変
化

　
コ

ー
ス
変
更
の
要
因
と
し
て
も
う
一
つ
指
摘
で
き
る
の
は
、
「
ハ
ネ
ト
」
の
変
化
の

影
響
で
あ
る
。

　
青
森
ね
ぶ
た
祭
の
特
徴
の
一
つ
に
、
自
由
に
参
加
で
き
る
ハ
ネ
ト
の
存
在
が
あ
る
。

例
え
ば
一
九
六
八
年
の
『
広
報
あ
お
も
り
』
に
は
、
「
青
年
会
議
所
で
運
行
す
る
観
光

ね
ぶ

た
に
は
、
観
光
客
を
は
じ
め
一
般
市
民
の
み
な
さ
ん
が
、
自
由
に
ハ
ネ
ト
と
し

て

出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
「
観
光
客
を
は
じ
め
、
一
般
市
民
だ
れ
で
も
出
る
こ
と

が

で

き
ま
す
。
出
た
い
か
た
は
あ
ら
か
じ
め
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
れ
ば
さ
い
わ
い

で

す
。
ハ
ネ
ト
は
ゆ
か
た
（
ど
ん
な
ゆ
か
た
で
も
結
構
で
す
）
と
、
ぞ
う
り
の
お
支

度
は
お
忘
れ
な
く
」
（
『
広
報
あ
お
も
り
』
一
九
六
八
年
八
月
一
日
号
）
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　
ハ
ネ
ト
の
踊
り
方
に
は
特
に
決
ま
り
は
な
く
、
単
に
跳
ね
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ

し
、
戦
後
は
振
り
付
け
を
決
め
て
踊
る
団
体
も
あ
っ
た
。
荒
川
青
年
団
が
始
め
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

い

わ
れ
、
「
郡
部
の
ね
ぶ
た
」
が
盛
ん
に
採
用
し
、
婦
人
会
の
女
性
を
中
心
に
、
統
一

の

と
れ
た
踊
り
を
見
せ
た
。
し
か
し
地
域
を
母
体
と
し
た
大
型
ね
ぶ
た
は
ほ
ぼ
姿
を

消
し
、
こ
の
よ
う
な
踊
り
を
す
る
の
は
現
在
で
は
自
衛
隊
だ
け
で
あ
る
。

　
現
在
の

ハ
ネ
ト
は
、
た
だ
跳
ね
る
だ
け
で
あ
る
た
め
、
誰
で
も
参
加
で
き
る
反
面
、

長
い
運
行
コ
ー
ス
を
跳
ね
続
け
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
少
し
跳
ね
て

は

ダ
ラ
ダ
ラ
歩
く
と
い
う
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
見
苦
し

い

と
問
題
化
し
始
め
る
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
こ
と
で
あ
る
。
「
今
年
は
主

催
者
の
呼
び
か
け
で
ハ
ネ
ト
の
ダ
ラ
ダ
ラ
歩
き
は
例
年
よ
り
少
な
目
だ
が
、
市
役
所
、

県
庁
な
ど
の
大
所
帯
組
は
人
数
が
多
く
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
も
続
く
。
し
か
も
相
変

わ

ら
ず
の
泥
酔
ハ
ネ
ト
に
は
ゲ
ン
ナ
リ
。
見
慣
れ
て
い
る
市
民
も
眉
を
ひ
そ
め
て
い

た
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
二
・
八
・
六
）
。
『
広
報
あ
お
も
り
』
に
も
「
ね
ぶ
た
の

だ
い

ご
味
は
、
笛
・
太
鼓
に
あ
わ
せ
ハ
ネ
ル
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
だ
ら
だ
ら
歩
き
は

や
め
、
か
け
声
な
ど
を
か
け
ま
し
ょ
う
。
」
（
『
広
報
あ
お
も
り
』
一
九
七
三
年
八
月
一

日
号
）
と
い
う
注
意
の
呼
び
か
け
が
一
九
八
〇
年
ま
で
毎
年
掲
載
さ
れ
て
い
く
。
こ

う
し
た
傾
向
に
対
し
、
主
催
者
の
運
行
委
員
会
に
所
属
す
る
委
員
の
声
と
し
て
「
来

年
か
ら
は
酔
っ
ぱ
ら
い
ハ
ネ
ト
を
閉
め
出
し
た
い
。
商
店
会
で
は
昨
年
か
ら
沿
道
に

酒
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
ね
ぶ
た
の
正
調
踊
り
を
忘
れ
、
バ
カ
踊
り
を
す

る
。
こ
れ
で
は
十
分
も
踊
れ
ば
息
が
切
れ
て
結
局
ダ
ラ
ダ
ラ
歩
く
だ
け
。
こ
れ
は
す

べ
て

酒
が
原
因
だ
。
各
ね
ぶ
た
運
行
責
任
者
は
ハ
ネ
ト
を
掌
握
し
な
け
れ
ば
市
民
か

ら
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
ば
か
り
だ
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
三
・
八
・
八
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

ハ
ネ
ト
に
関
し
て
は
、
ね
ぶ
た
の
運
行
と
反
対
方
向
に
歩
く
「
逆
流
」
も
ま
た
問

題
に

な
っ
た
。
『
広
報
あ
お
も
り
』
に
は
一
九
七
三
年
か
ら
、
「
運
行
が
始
ま
っ
た
ら
、

ハ
ネ
ト
は
逆
戻
り
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
（
『
広
報
あ
お
も
り
』
一
九
七
三
年

八
月
一
日
号
）
と
い
う
注
意
の
呼
び
か
け
が
一
九
八
〇
年
ま
で
毎
年
掲
載
さ
れ
て
い

く
。
「
こ
れ
ま
で
は
ハ
ネ
ト
が
八
甲
通
り
か
ら
柳
町
交
差
点
に
か
け
て
後
戻
り
し
は

じ
め
、
他
の
ね
ぶ
た
に
加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
運
行
そ
の
も
の
に
支
障
を
与
え

て

い

た
。
こ
れ
が
ダ
ラ
ダ
ラ
運
行
の
原
因
に
な
り
、
観
覧
者
か
ら
不
満
の
声
が
出
さ

れ
て

い

た
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
七
七
・
八
・
一
〇
）
と
い
う
よ
う
に
、
ね
ぶ
た
の

進
行
の
妨
げ
に
な
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
問
題
が
よ
り
深
刻
化
し
て
い
く
。
一
九
八

一
年
に
は
主
催
者
が
「
青
森
市
、
青
森
商
工
会
議
所
、
青
森
観
光
協
会
の
主
催
三
団

体
は
、
運
行
団
体
に
対
す
る
注
意
事
項
を
ま
と
め
た
。
一
、
集
合
時
間
（
出
発
三
〇

分
前
）
厳
守
、
二
、
ハ
ネ
ト
の
逆
行
禁
止
、
三
、
ハ
ネ
ト
は
花
笠
着
用
、
四
、
デ
ィ

ス

コ

調
踊
り
は
運
行
団
体
等
で
排
除
す
る
、
五
、
ハ
ネ
ト
に
は
カ
ン
、
ビ
ン
類
な
ど

を
持
ち
込
ま
せ
な
い
よ
う
指
導
す
る
。
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
一
・
七
・
二
三
）
。
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一
九
八
二
年
に
は
「
青
森
ね
ぶ
た
は
巨
大
化
し
て
、
荒
れ
る
若
者
た
ち
が
目
立
ち
だ

し
た
。
祭
り
を
取
り
仕
切
る
統
制
班
の
人
た
ち
と
の
も
み
合
い
、
女
性
へ
の
い
た
ず

ら
、
運
行
コ
ー
ス
無
視
の
逆
行
、
珍
奇
な
パ
ン
ク
調
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ス
コ
調

踊
り
、
喧
嘩
騒
ぎ
。
今
年
は
ハ
ネ
ト
に
よ
る
傷
害
致
死
事
件
ま
で
起
き
た
。
」
（
『
東

奥
日
報
』
一
九
八
二
・
一
〇
・
四
）
と
い
う
記
事
が
出
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
至
っ

て
、
「
荒
れ
る
若
者
」
が
ハ
ネ
ト
の
中
に
目
立
ち
始
め
、
そ
の
振
舞
い
が
深
刻
な
問
題

に

な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
の
ち
に
「
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
黒
装
束
の
ハ
ネ

ト
の
登
場
と
、
一
九
九
六
年
の
観
光
客
の
負
傷
事
件
に
よ
り
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
そ

の

た
め
急
遽
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
諸
問
題
検
討
協
議
会
」
が
発
足
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

策
が
検
討

さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
今
日
ま
で
そ
の
問
題
は
続
い
て
い
る
。

　
さ
て
、
ハ
ネ
ト
の
増
加
が
と
う
と
う
運
行
コ
ー
ス
を
変
え
る
ほ
ど
の
影
響
を
持
ち

始
め

た
の
が
一
九
八
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
前
年
ま
で
の
コ
ー
ス
で
は
、
「
祭
り
気

分
が

最
高
潮
に
達
し
た
時
に
広
い
国
道
か
ら
狭
い
新
町
通
り
に
入
っ
て
い
か
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
の
で
、
ス
ム
ー
ズ
な
運
行
が
期
待
で
き
な
い
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八

三
・
五
・
二
）
こ
と
か
ら
、
コ
ー
ス
を
逆
回
り
に
し
、
国
道
を
コ
ー
ス
の
前
半
か

ら
後
半
に
移
し
た
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
道
で
の
出
発
前
の
待
機
が
交

通
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
ハ
ネ
ト
の
人
数
が
多
す
ぎ
て
、

広
い

道
か

ら
狭
い
道
に
入
る
際
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
変
更
の
最
大
の
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理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
ー
ス
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
五
日
に
は
一
一
台
目

の

市
役
所
ね
ぶ
た
に
ハ
ネ
ト
が
集
中
、
新
町
通
り
全
体
が
ハ
ネ
ト
で
埋
ま
っ
て
し
ま

い
、
身
動
き
が
と
れ
ず
ス
ト
ッ
プ
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
八
三
・
八
・
八
）
と
い
う

よ
う
に
、
根
本
的
な
解
決
策
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
ハ
ネ
ト
が
ね
ぶ
た

祭
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
九
九
二
年
の
ね
ぶ
た
団
地
移
転
に
際
し
て
運
行
コ
ー
ス
も
変
わ
り
、
新

町

と
柳
町
の
交
差
点
が
出
発
・
解
散
地
点
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
行
列
の
先
頭
が

運
行
コ
ー
ス
を
一
周
し
て
解
散
地
点
に
さ
し
か
か
る
頃
、
最
後
部
の
ね
ぶ
た
は
ま
だ

出
発
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
多
人
数
の
ハ
ネ
ト
で
ご
っ
た
返
し
、
混
乱
を
招
く
と

と
も
に
、
最
後
部
の
ね
ぶ
た
に
多
く
の
ハ
ネ
ト
が
集
中
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の

た
め
一
九
九
七
年
に
は
、
出
発
・
解
散
地
点
を
分
離
し
て
ハ
ネ
ト
の
分
散
を
は
か
る

た
め
コ
ー
ス
を
短
縮
し
、
八
甲
通
り
と
国
道
の
交
差
点
か
ら
出
発
し
た
（
図
1
0
）
。

こ
の
結
果
、
従
来
は
運
行
が
行
わ
れ
て
い
た
新
町
通
り
と
八
甲
通
り
が
待
機
場
所
と

な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
新
町
通
り
商
店
街
で
は
、
「
一
、
祭
り
は
そ
の
都
市
の
メ
ー

ン

ス

ト
リ
ー
ト
を
通
る
べ
き
、
二
、
新
町
通
り
が
待
機
場
所
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て

カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
の
排
除
に
は
つ
な
が
ら
な
い
、
三
、
新
町
通
り
と
い
う
目
立
つ
場

所
で

祭
り
の
裏
舞
台
の
醜
態
を
さ
ら
す
べ
き
で
は
な
い
、
な
ど
と
見
直
し
を
求
め

た
」
（
『
東
奥
日
報
』
一
九
九
七
・
五
・
一
一
）
と
、
こ
の
コ
ー
ス
に
反
発
し
た
。
そ

の

た
め
か
翌
年
か
ら
は
ほ
ぼ
前
の
コ
ー
ス
に
戻
る
。

　

し
か
し
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
祭
り
終
了
後
に
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
が
駅
前
に
た
む
ろ
し

て

困
る
と
い
う
苦
情
な
ど
を
考
慮
し
て
コ
ー
ス
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
〇
も

の
コ

ー
ス
原
案
を
作
成
し
検
討
し
た
結
果
決
ま
っ
た
コ
ー
ス
（
図
1
1
）
は
、
ま
ず
出

発
・
解
散
地
点
を
東
に
移
し
、
本
町
通
り
・
税
務
署
通
り
交
差
点
と
し
た
。
駅
前
や
、

繁
華
街
で
あ
る
新
町
か
ら
解
散
地
点
を
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ね
ぶ
た
の

う
ち
最
後
の
四
台
は
途
中
の
ホ
テ
ル
青
森
前
で
コ
ー
ス
を
外
れ
、
海
沿
い
を
ね
ぶ
た

小
屋

に
戻
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
最
後
部
に
つ
く
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た

カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
を
、
運
行
終
了
後
、
繁
華
街
で
は
な
く
海
沿
い
に
誘
導
し
、
解
散
さ

せ

よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
年
は
、
花
火
を
打
ち
上
げ
て
露
天
商
に
怪
我
を
さ
せ
た
と

し
て
一
名
が
逮
捕
さ
れ
た
ほ
か
は
目
立
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
の
べ

一
万

人
の
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
が
集
結
し
て
し
ま
い
、
翌
年
度
以
降
に
根
本
的
な
対
策
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
運
行
コ
ー
ス
を
設
定
す
る
際
、
ハ
ネ
ト
の
ふ
る
ま
い
を
考
慮
に
入

れ

る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
条
件
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

④
時
期
別
の
特
徴

　
青
森
ね
ぶ
た
は
変
化
し
続
け
る
祭
礼
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
分
野
別
に

述
べ
て
き
た
様
々
な
変
化
を
通
観
し
、
青
森
ね
ぶ
た
の
戦
後
史
を
時
期
別
に
区
分
し

て

み
た
い
。

　

ま
ず
、
一
九
四
七
年
の
本
格
復
活
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
を
第
一
期
と
し
て
み
た

い
。
こ
の
時
期
に
は
、
戦
争
で
中
断
し
た
ね
ぶ
た
が
「
港
ま
つ
り
」
の
一
部
と
し
て

復
活
し
、
一
九
五
八
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
名
称
も
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」
に
定
ま
る
。

ね
ぶ

た
の
形
態
も
、
国
道
使
用
を
前
提
に
横
幅
が
広
が
っ
た
も
の
の
、
そ
の
一
方
で

新
町
ネ
オ
ン
に
よ
る
高
さ
制
限
で
、
現
在
の
よ
う
な
横
長
の
形
が
定
ま
る
。
作
品
と

し
て
は
、
北
川
金
三
郎
「
勧
進
帳
」
（
一
九
五
七
、
東
北
電
力
）
や
、
北
川
啓
三
「
村

上
義
光
吉
野
の
関
所
」
（
一
九
六
二
、
日
本
通
運
、
第
一
回
田
村
麿
賞
受
賞
作
）
な
ど

が
代
表
作
で
あ
り
、
北
川
親
子
が
ね
ぶ
た
の
作
風
を
確
立
す
る
。
こ
の
時
期
は
、
他

都
市
と
は
異
な
る
青
森
ね
ぶ
た
が
ひ
と
ま
ず
定
型
化
し
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
次

に
、
一
九
六
二
年
か
ら
一
九
六
七
年
ま
で
を
第
二
期
と
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
、

観
光
化
へ
向
け
た
様
々
な
施
策
が
動
き
出
す
。
ま
ず
一
九
六
二
年
、
青
森
観
光
協
会

が
ね
ぶ

た
祭
を
観
光
の
最
重
点
と
し
て
打
ち
出
す
方
針
を
決
め
、
観
光
キ
ャ
ラ
バ
ン

を
開
始
す
る
。
映
画
ロ
ケ
や
テ
レ
ビ
放
送
に
ね
ぶ
た
が
登
場
す
る
機
会
も
増
え
る
。

「
東
北
三
大
祭
」
ツ
ア
ー
が
始
ま
り
、
観
光
客
が
徐
々
に
増
え
始
め
る
時
期
で
あ
る
。

一
方
、
ね
ぶ
た
を
出
す
団
体
か
ら
見
る
と
、
地
域
を
母
体
と
す
る
大
型
ね
ぶ
た
が
激
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減
し
、
行
政
や
公
共
団
体
、
企
業
が
一
九
六
四
年
か
ら
は
過
半
数
に
な
る
。
そ
の
原

因
は
経
費
が
増
加
し
、
も
は
や
地
域
で
は
ね
ぶ
た
を
支
え
き
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に

あ
る
。
し
か
し
、
高
額
な
経
費
を
出
し
得
る
団
体
が
参
入
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
ね

ぶ

た
は
大
き
く
発
展
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
二
年
に
は
最

優
秀
賞
と
し
て
一
団
体
の
み
に
贈
ら
れ
る
「
田
村
麿
賞
」
が
制
定
さ
れ
、
以
降
、
団

体
間
の
競
争
が
ね
ぶ
た
師
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
促
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
は
、
観
光

化
、
大
規
模
化
が
始
ま
っ
た
時
期
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
期
は
一
九
六
八
年
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
年
か
ら
有
料
観
覧
席
が
設
け
ら
れ
、

ね
ぶ

た
祭
期
間
中
の
五
日
間
、
毎
日
大
型
ね
ぶ
た
が
運
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
運
行
コ
ー
ス
が
観
覧
席
に
あ
わ
せ
て
固
定
化
さ
れ
、
毎
日
同
じ
コ
ー
ス

を
ね
ぶ
た
が
運
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
国
道
、
新
町
通
り
を
中
心
と
す
る
、
現
行
と

ほ

ぼ

同
じ
コ
ー
ス
が
こ
こ
に
始
ま
り
、
堤
橋
や
青
森
駅
は
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
て
い
く
。

ね
ぶ

た
本
体
で
も
、
一
九
六
七
年
の
川
村
勝
四
郎
作
「
国
引
」
（
国
鉄
）
の
登
場
で
始

ま
っ
た
、
裸
の
男
を
題
材
に
し
た
迫
力
の
あ
る
作
風
が
、
一
九
七
二
年
の
佐
藤
伝
蔵

作
「
国
引
」
（
日
立
連
合
）
で
頂
点
に
達
す
る
。
こ
の
作
品
が
そ
の
後
の
ね
ぶ
た
の
様

式

を
決
め
、
以
後
の
ね
ぶ
た
は
こ
の
作
品
の
影
響
下
で
試
行
錯
誤
を
続
け
る
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
は
一
九
七
〇
年
に
は
日
本
万
国
博
覧
会
に
遠
征
し
、
そ
れ
を
契
機
に
、

翌
年
か
ら
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
の
祭
り
」
に
一
四
年
連
続
出
場
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
が
関
東
か
ら
の
観
光
客
を
集
め
、
一
九
八
〇
年
に
は
人
出
が
三
〇

〇
万

人
を
突
破
す
る
。
そ
し
て
、
ね
ぶ
た
の
P
R
に
全
国
を
回
っ
た
観
光
宣
伝
キ
ャ

ラ
バ
ン
も
一
九
八
一
年
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
こ
と
さ
ら
に
青
森
観
光
協
会
が
P
R

し
な
く
て
も
観
光
客
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
一
九
七
七
年

に

は
、
ね
ぶ
た
の
常
設
展
示
施
設
で
あ
る
「
ね
ぶ
た
の
里
」
が
民
間
企
業
に
よ
り
開

園
し
た
。
こ
れ
は
ね
ぶ
た
が
観
光
資
源
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

一
九

八
〇
年
に
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
ま
た
運
行
団
体

協
議
会
も
発
足
し
て
、
組
織
面
で
も
現
在
の
体
制
が
固
ま
っ
て
い
く
。
一
九
八
三
年

に

コ

ー
ス
が
変
更
さ
れ
る
前
年
の
一
九
八
二
年
ま
で
を
第
三
期
と
す
る
が
、
こ
の
時

期
こ
そ
、
青
森
ね
ぶ
た
の
完
成
期
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

　
次

に
、
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
九
六
年
を
第
四
期
と
す
る
。
一
九
八
三
年
に
二
〇

台
に
達
し
た
大
型
ね
ぶ
た
の
台
数
は
ほ
ぼ
ピ
ー
ク
に
達
し
、
二
五
台
が
上
限
に
な
る
。

一
九
九

二
年
に
は
、
既
存
団
体
の
既
得
権
を
認
め
、
新
規
参
入
を
制
限
す
る
覚
書
が

作
成
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
年
は
、
現
ね
ぶ
た
団
地
「
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
」
へ
の
移
転
、

コ

ー
ス
変
更
な
ど
の
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
一
九
九

二
年
で
は
な
く
一
九
九
六
年
を
転
換
点
と
す
る
理
由
は
、
増
え
続
け
る
ハ
ネ
ト
へ
の

対
応
が
こ
の
時
期
の
大
問
題
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
一
九
九
六
年
の
事
件

が

大

き
な
転
換
点
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ネ
ト
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か

ら
す
る
と
、
一
九
八
三
年
の
コ
ー
ス
変
更
は
、
増
加
し
た
ハ
ネ
ト
対
策
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
八
年
頃
か
ら
、
ハ
ネ
ト
の
中
に
黒
装
束
の
「
カ

ラ
ス
ハ
ネ
ト
」
が
現
れ
、
徐
々
に
人
数
を
増
や
し
て
い
く
。
や
が
て
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト

が

暴
徒
化
し
、
一
九
九
六
年
に
は
、
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
同
士
の
喧
嘩
の
巻
き
添
え
で
観

光
客
が
重
傷
を
負
う
。
こ
の
事
件
が
大
問
題
に
な
り
、
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
諸
問
題
検

討
協
議
会
」
を
急
遽
組
織
し
て
対
応
を
協
議
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期

は
、
ね
ぶ
た
の
新
規
参
入
制
限
、
ハ
ネ
ト
の
逸
脱
な
ど
青
森
ね
ぶ
た
の
問
題
点
が
噴

出
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
年
を
境
に
、
青
森
ね
ぶ
た
は
次
の
時
期
に
入
っ
て
い
く
。

　
一
九
九
七
年
以
降
が
第
五
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
暴
れ
る
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
に
ど
う

対
応

す
る
か
が
関
係
者
の
最
大
の
関
心
に
な
る
。
正
装
を
呼
び
か
け
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン

で

カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
が
う
ま
く
い
か
ず
、
運
行
の
工
夫
で

か

ろ
う
じ
て
乗
り
切
っ
て
い
く
。
県
や
市
の
条
例
で
対
策
に
当
た
る
べ
き
で
あ
る
と

い

う
声
が
強
ま
り
、
実
際
に
条
例
設
定
の
動
き
が
具
体
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
お
そ

ら
く
、
条
例
の
成
立
・
施
行
が
、
祭
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
推

測
さ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
青
森
ね
ぶ
た
の
転
換
期
が
ま
さ
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
条
例
の
方
向
性
や
そ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
は
、
推
移
を
見
定
め
た
上
で
、
別

の
機
会
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　
以

上
、
本
稿
で
は
ね
ぶ
た
本
体
、
祭
り
の
組
織
、
運
行
形
態
、
主
と
し
て
こ
の
三

点
に
注
目
し
、
戦
後
の
青
森
ね
ぶ
た
の
変
化
を
跡
付
け
て
み
た
。

　
今

回
の
作
業
で
は
、
祭
り
自
体
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
が
、
規

模
の
大

き
な
祭
礼
で
あ
る
た
め
、
ね
ぶ
た
起
源
伝
承
の
成
立
過
程
、
ね
ぶ
た
の
題
材

の
変
化
、
「
東
北
三
大
祭
」
と
そ
の
後
の
展
開
な
ど
、
別
稿
に
委
ね
た
部
分
も
多
い
。

　
ま
た
、
社
会
変
化
が
祭
り
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
今
回
は
極
力
触
れ
ず
に
お

い

た
が
、
次
の
段
階
で
は
こ
の
観
点
か
ら
の
考
察
も
試
み
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
点
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
都
市
祭
礼
論
に
新
た
な
知
見
を

付
け
加
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

註（
1
）
　
坂
上
田
村
麿
起
源
説
と
は
、
田
村
麿
の
蝦
夷
征
伐
の
際
に
大
型
燈
籠
を
使
っ
て
敵
を
お
び

　
　

き
寄
せ
て
退
治
し
た
と
い
う
も
の
。
津
軽
為
信
起
源
説
と
は
、
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に
藩

　
　
主
・
津
軽
為
信
が
盆
に
京
都
で
大
燈
籠
を
作
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
。
ね
ぶ
た

　
　
起
源
諸
説
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
ず
、
別
項
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
〔
藤
田
↓
九
七
六
〕
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
2
）
　
実
際
に
は
農
村
の
ね
ぶ
た
が
都
市
の
ね
ぶ
た
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
青
森

　
　
県
・
秋
田
県
の
ね
ぶ
た
を
調
査
し
た
大
湯
卓
二
は
「
農
村
、
漁
村
な
ど
の
集
落
で
は
、
本
来

　
　
の
眠

り
流
し
の
儀
礼
が
素
朴
な
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
に
は
青
森
、

　
　
弘

前
、
黒
石
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
画
一
化
し
た
祭
り
を
行
う
傾
向
に
あ
る
」
〔
大
湯
二
〇

　
　
〇
〇
、
二
六
〕
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
　
同
書
に
は
私
も
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
参
加
し
、
戦
後
の
ね
ぶ
た
の
変
化
に
つ
い
て
記
述

　
　
し
た
。

（
4
）
　
子
供
ね
ぶ
た
や
地
域
ね
ぶ
た
が
合
同
運
行
に
登
場
す
る
の
は
二
日
と
三
日
だ
け
で
、
台
数

　
　
も
年
に
よ
り
異
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ね
ぶ
た
は
、
他
の
場
所
で
他
の
日
時
に
独
自
の
運

　
　
行
を
行
う
こ
と
も
多
い
。

（
5
）
　
名
称
は
ね
ぶ
た
、
ね
ぶ
た
、
ね
ぶ
な
が
し
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
な
お
、
名
称
の
違
い
に

　
　
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

（
6
）
　
運
行
団
体
の
名
称
に
つ
い
て
、
長
い
正
式
名
称
を
い
ち
い
ち
記
す
と
煩
雑
に
な
る
の
で
、

　
　

本
稿
で
は
表
1
を
除
き
、
青
森
市
で
通
用
し
て
い
る
略
称
を
も
っ
て
示
す
。

（
7
）
　
青
森
市
の
主
な
ね
ぶ
た
師
に
つ
い
て
は
、
〔
澤
田
一
九
八
三
〕
〔
澤
田
一
九
八
四
〕
〔
澤
田

　
　
　
一
九
八
五
〕
〔
成
田
二
〇
〇
〇
〕
な
ど
に
紹
介
が
あ
る
。

（
8
）
　
↓
九
五
九
年
に
北
川
金
三
郎
、
一
九
八
六
年
に
北
川
啓
三
、
一
九
八
六
年
に
佐
藤
伝
蔵
と

　
　

鹿
内
一
生
、
以
上
四
人
に
贈
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
審
査
と
表
彰
制
度
に
つ
い
て
は
〔
阿
南
二
〇
〇
〇
a
〕
を
参
照
。

（
1
0
）
　
夜
は
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
点
灯
し
た
た
め
「
ネ
オ
ン
」
と
通
称
さ
れ
た
。
こ
の
設
置
時
期
に
つ

　
　
い

て

は

未
確
認
だ

が
、
一
九
五
四
～
五
五
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
一
九
五
五
年
の
ね
ぶ
た
が
そ

　
　

の
下

を
通
過
し
て
い
る
写
真
が
あ
る
た
め
、
一
九
五
五
年
八
月
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

　
　
確
か
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
に
撤
去
さ
れ
た
。

（
1
1
）
　
ね
ぶ
た
の
骨
組
み
に
竹
を
使
わ
ず
、
針
金
だ
け
で
組
ん
だ
の
は
、
一
九
五
六
年
に
織
田
智

　
　
一
が
制
作
し
た
「
戦
国
武
士
の
華
」
（
青
森
駅
前
海
産
物
商
業
協
同
組
合
）
が
最
初
と
す
る
説

　
　
〔
成
田
二
〇
〇
〇
、
一
七
六
〕
、
佐
藤
伝
蔵
の
考
案
と
す
る
説
〔
澤
田
　
↓
九
八
五
〕
な
ど
が
あ

　
　
る
。

（
1
2
）
　
優
美
な
ね
ぶ
た
の
試
み
の
極
端
な
形
が
、
女
性
（
女
神
）
の
裸
体
を
ね
ぶ
た
に
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。
こ
れ
は
山
内
岩
蔵
「
玉
取
姫
と
大
蛸
の
格
闘
」
（
消
防
第
二
分
団
、
一
九
七
四
年
）
、
鹿

　
　
内
一
生
「
天
女
祝
舞
」
（
東
北
電
力
、
↓
九
八
四
年
）
、
鹿
内
一
生
「
水
潜
伝
」
（
東
北
電
力
、

　
　
一
九
八
五
年
）
、
福
地
誠
郎
「
素
茎
鳴
尊
と
櫛
稲
田
姫
」
（
私
た
ち
の
ね
ぶ
た
、
一
九
九
三
年
）
、

　
　
北

村
隆
「
天
孫
降
臨
」
（
ビ
ブ
レ
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
ね
ぶ
た
の
一
つ
の
様
式

　
　

と
し
て
確
立
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
1
3
）
　
田
村
麿
賞
は
ね
ぶ
た
本
体
、
難
子
、
ハ
ネ
ト
、
運
行
な
ど
全
体
の
出
来
映
え
を
総
合
評
価

　
　

し
、
団
体
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
賞
で
あ
り
、
決
し
て
ね
ぶ
た
本
体
だ
け
を
審
査
し
た
賞
で

　
　
は

な
い
。
し
か
し
本
体
が
評
価
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
世
間
的
に
は
そ
の
よ

　
　
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
受
賞
は
ね
ぶ
た
師
の
評
価
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
　
実
際
に
表
彰
式
で
は
、
団
体
の
代
表
と
ね
ぶ
た
師
の
双
方
に
賞
状
な
ど
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
本
節
と
次
節
に
つ
い
て
は
、
竹
浪
魁
龍
氏
か
ら
多
大
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、

　
　
本
稿
で
は
ね
ぶ
た
の
形
態
の
変
化
に
重
点
を
置
き
、
題
材
の
変
化
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定

　
　
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
川
村
勝
四
郎
の
「
国
引
」
が
ね
ぶ
た
の
傾
向
を
変
え
た
こ
と
は
、
〔
澤
田
一
九
八
四
〕
も
指

　
　
摘
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
ち
な
み
に
青
森
市
内
の
国
道
四
号
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
、
こ
の
ね
ぶ
た
を
描
い
た
ら
し

　
　
き
ス
ケ
ッ
チ
が
、
三
内
丸
山
遺
跡
の
六
本
柱
の
建
造
物
と
と
も
に
、
い
わ
ば
青
森
を
象
徴
す

　
　
る
図
柄
と
し
て
あ
ち
こ
ち
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
千
葉
伸
二
（
一
九
四
七
～
）
は
一
九
七
七
年
か
ら
千
葉
作
龍
を
名
の
っ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
一
九
六
九
年
に
主
催
者
が
頒
布
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
東
北
三
大
祭
　
青
森
ね
ぶ
た
祭
』

　
　
（
東
京
ア
ー
ト
青
森
ス
タ
ジ
オ
カ
ー
ニ
バ
ル
出
版
部
発
行
）
に
よ
る
。
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（
1
9
）
　
そ
の
後
の
新
機
軸
と
し
て
特
筆
す
べ
き
動
き
は
、
ま
ず
は
千
葉
作
龍
が
一
九
九
五
年
に

　
　
コ
ニ
内
丸
山
・
縄
文
鼓
動
」
（
コ
マ
ツ
）
を
制
作
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
縄
文
時
代
を
テ
ー
マ
と

　

　
し
た
ね
ぶ
た
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
竹
浪
魁
龍
が
一
九
九
五
年
に
制
作

　
　
し
た
「
漢
楚
春
秋
　
剛
勇
奨
噌
」
（
マ
ル
ハ
）
は
、
人
物
の
ほ
か
に
人
面
を
描
い
た
巨
大
な
楯

　

　
が
登
場
し
、
一
人
ね
ぶ
た
で
あ
る
が
二
人
ね
ぶ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
成
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
試
み
が
青
森
ね
ぶ
た
の
様
式
を
ど
う
変
え
て
い
く
か
は
、
今
後
の
推
移

　
　
を
見
守
り
た
い
。

（
2
0
）
　
台
車
の
構
造
に
つ
い
て
は
〔
昆
二
〇
〇
〇
〕
に
詳
し
い
。

（
2
1
）
　
扇
子
持
ち
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
吹
く
こ
と
か
ら
「
ピ
ッ
ピ
吹
き
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
過
去
に
は

　
　
優
秀
な
扇
子
持
ち
と
し
て
広
く
名
を
知
ら
れ
た
者
が
い
た
。
例
え
ば
『
東
奥
日
報
』
一
九
五

　
　
四
・
一
・
一
五
で
は
、
魚
河
岸
の
吉
崎
清
蔵
、
日
本
通
運
の
石
塚
柾
太
郎
、
そ
れ
に
五
日
市

　
　
直
一
、
中
村
半
銭
の
名
が
上
が
っ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
一
段
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
確
証
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ね
ぶ
た
師
の
竹
浪
魁
龍

　

　
に
よ
れ
ば
「
日
本
通
運
だ
け
は
昭
和
四
六
年
ま
で
二
段
高
欄
を
残
し
た
」
が
、
他
の
団
体
は

　
　
も
っ
と
早
く
か
ら
↓
段
に
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
一
九
七
二
年
か
ら
全
団
体
が
一

　

　
段
高
欄
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
3
）
　
一
九
九
八
年
に
竹
浪
魁
龍
が
制
作
し
た
「
森
山
弥
七
郎
信
真
青
森
開
港
」
（
青
森
菱
友

　

　
会
）
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
判
明
し
た
一
〇
三
六
台
を
年
度
別
に
並
べ
た
一
覧
表
を
〔
宮
田
・
小
松
二
〇
〇
〇
〕
に
収

　
　
録
し
た
。

（
2
5
）
　
こ
の
年
の
主
催
者
の
採
点
用
資
料
に
は
二
八
団
体
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
に

　
　
三
二
団
体
す
べ
て
が
出
陣
し
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
2
6
）
　
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
三
団
体
に
加
え
て
青
森
青
年
会
議
所
が
主
催
者
に
名
を
連
ね
た

　

　

こ
と
が
あ
る
。

（
2
7
）
　
「
第
一
二
回
『
青
森
ね
ぶ
た
祭
』
役
員
名
簿
」
に
よ
る
。
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」
と
し
て
は
初
開

　
　
催
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
第
一
二
回
」
と
、
港
ま
つ
り
か
ら
の
通
算
回
数
を
冠
し
て
い

　

　
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（2
8
）
　
「
昭
和
四
五
年
度
『
青
森
ね
ぶ
た
祭
』
役
員
名
簿
」
に
よ
る
。

（2
9
）
　
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
実
行
委
員
会
会
則
」
に
よ
る
。

（
3
0
）
　
青
森
観
光
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
、
当
初
は
青
森
観
光
協
会
、
青
森
商
工
会
議
所
、
青
森
市
役
所

　
　
の

三

者
共
催
で
あ
っ
た
が
、
毎
年
の
恒
例
行
事
と
し
て
続
け
ら
れ
、
一
九
七
一
年
か
ら
は
青

　
　
森
県
が
主
催
に
加
わ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
一
年
に
終
了
し
た
。

（
3
1
）
　
東
北
三
大
祭
の
成
立
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
3
2
）
　
ね
ぶ
た
の
遠
征
に
つ
い
て
は
〔
阿
南
二
〇
〇
〇
a
〕
〔
阿
南
・
内
田
・
才
津
・
矢
島
二
〇

　
　
〇
〇
〕
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
例
え
ば
一
九
九
九
年
の
本
部
予
算
に
つ
い
て
「
平
成
＝
年
度
青
森
ね
ぶ
た
祭
実
行
委
員

　
　
会
収
支
予
算
」
を
見
る
と
、
総
予
算
二
億
一
一
九
〇
万
円
の
う
ち
、
観
覧
席
収
入
は
一
億
二

　
　
三
〇
〇
万
円
を
占
め
る
。
こ
れ
は
総
予
算
の
五
八
％
に
も
及
び
、
最
大
の
収
入
源
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
た
だ
し
主
催
三
団
体
の
う
ち
、
青
森
観
光
協
会
は
一
九
五
三
年
か
ら
五
五
年
ま
で
ね
ぶ
た

　
　
を
出
し
た
。
青
森
市
役
所
は
ね
ぶ
た
を
出
し
て
い
る
が
、
｝
九
八
八
年
ま
で
は
青
森
市
職
員

　

　
互
助
会
の
名
で
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
職
員
の
福
利
厚
生
を
目
的
に
始

　

　
ま
っ
た
ね
ぶ
た
で
あ
る
。
現
在
で
も
担
当
は
総
務
部
人
事
課
福
利
厚
生
係
で
あ
り
、
実
行
委

　
　
員
会
に
関
係
す
る
観
光
課
と
は
別
の
部
署
で
あ
る
。

（
3
5
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
企
業
間
の
競
争
と
い
う
観
点
か
ら
の
〔
飯
田
一
九
九
二
〕
に
よ
る
ル

　
　
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
あ
る
。

（
3
6
）
　
本
節
の
内
容
は
〔
阿
南
二
〇
〇
〇
a
〕
で
詳
し
く
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
概
略
に

　
　
と
ど
め
る
。

（
3
7
）
　
本
節
で
示
す
各
年
の
合
同
運
行
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
主
催
者
資
料
お
よ
び
『
東
奥
日

　
　
報
』
紙
上
の
記
事
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（3
8
）
　
私
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
下
書
き
で
、
提
出
月
日
は
不
明
で
あ
る
。

（
3
9
）
　
青
森
観
光
協
会
・
新
ね
ぶ
た
団
地
検
討
特
別
委
員
会
「
新
ね
ぶ
た
団
地
並
び
に
そ
れ
に
付

　
　
帯

す
る
事
項
の
望
ま
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
」
一
九
九
一
年
十
二
月
。

（
4
0
）
　
青
森
観
光
協
会
・
新
ね
ぶ
た
団
地
検
討
特
別
委
員
会
「
新
ね
ぶ
た
団
地
並
び
に
そ
れ
に
付

　
　
帯
す
る
事
項
の
望
ま
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
」
一
九
九
一
年
十
二
月
。

（
4
1
）
　
一
九
五
四
年
に
青
森
市
と
合
併
し
た
大
野
村
、
一
九
五
五
年
に
合
併
し
た
筒
井
町
、
高
田

　
　
村
、
荒
川
村
な
ど
か
ら
の
ね
ぶ
た
は
、
合
併
前
に
は
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
。

（
4
2
）
　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
ね
ぶ
た
の
正
調
踊
り
」
な
る
も
の
が
何
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
4
3
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
阿
南
二
〇
〇
〇
b
〕
を
参
照
さ
れ
た
い

引
用
文
献

青
森
観
光
協
会
　
一
九
七
七
『
青
森
観
光
協
会
二
十
五
年
史
』
青
森
観
光
協
会

あ
お
も
り
草
子
編
集
部
　
二
〇
〇
〇
「
黒
石
ね
ぶ
た
メ
モ
」
『
あ
お
も
り
草
子
』
一
二
六

阿
南
　
透
　
二
〇
〇
〇
a
「
青
森
ね
ぶ
た
の
現
代
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』

　
青
森
市

阿
南
　
透
　
二
〇
〇
〇
b
「
青
森
ね
ぶ
た
と
カ
ラ
ス
ハ
ネ
ト
」
日
本
生
活
学
会
編
『
祝
祭
の
一
〇
〇

　
年
』
ド
メ
ス
出
版

阿
南
透
・
内
田
忠
賢
・
才
津
祐
美
子
・
矢
島
妙
子
　
二
〇
〇
〇
「
祭
り
の
『
旅
』
ー
『
ね
ぶ
た
』
と
『
よ

　

さ
こ
い
』
の
遠
征
・
模
倣
・
移
植
」
『
旅
の
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
九

飯

田
　
守
　
一
九
九
二
「
『
ね
ぶ
た
祭
り
』
汗
と
涙
の
企
業
ウ
ォ
ー
ズ
」
『
現
代
』
一
九
九
二
年
九
月

　
号

池
上
良
正
　
一
九
八
六
「
ネ
ブ
タ
の
文
化
」
弘
前
大
学
人
文
学
部
人
間
行
動
コ
ー
ス
『
ネ
ブ
タ
祭
り

　
調
査
報
告
書
－
文
化
・
社
会
・
行
動
』
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大
湊
ネ
ブ
タ
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
　
一
九
八
五
『
大
湊
俵
武
多
百
年
』

大
湯
卓
二
　
二
〇
〇
〇
「
青
森
周
辺
の
ね
ぶ
た
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青

　
森
市

小
松
和
彦
　
二
〇
〇
〇
a
「
都
市
祭
り
と
し
て
の
青
森
ね
ぶ
た
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森

　

ね
ぶ

た
誌
』
青
森
市

小

松
和
彦
　
二
〇
〇
〇
b
「
列
島
の
中
の
青
森
ね
ぶ
た
ー
ね
ぶ
た
の
仲
間
た
ち
を
訪
ね
て
」
宮
田

　

登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青
森
市

今
　
純
三
　
一
九
二
八
「
『
ネ
ブ
タ
』
か
ら
『
オ
山
サ
ン
ケ
』
ま
で
」
『
民
俗
芸
術
』
一
ー
一
一

昆
　
政
明
　
二
〇
〇
〇
「
青
森
ね
ぶ
た
の
制
作
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青

　
森
市

笹
森
建
英
編
　
一
九
九
五
『
津
軽
ね
ぶ
た
論
放
ー
黒
石
《
分
銅
組
若
者
日
記
》
解
』
黒
石
青
年
会
議

　
所

澤

田
繁
親
　
一
九
八
三
「
青
森
ね
ぶ
た
師
の
系
譜
（
上
）
」
『
月
刊
キ
ャ
ロ
ッ
ト
』
ね
ぶ
た
特
集
一
〇

澤
田
繁
親
　
一
九
八
四
「
青
森
ね
ぶ
た
師
の
系
譜
（
中
）
」
『
月
刊
キ
ャ
ロ
ッ
ト
』
ね
ぶ
た
特
集
一
一

澤

田
繁
親
　
一
九
八
五
「
青
森
ね
ぶ
た
師
の
系
譜
（
完
結
編
）
」
『
月
刊
キ
ャ
ロ
ッ
ト
』
ね
ぶ
た
特
集

　
一
二

清
野
耕
司
　
二
〇
〇
〇
「
青
森
ね
ぶ
た
の
歩
み
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青

　
森
市

対
馬
千
代
一
編
　
一
九
五
二
『
青
森
市
戦
災
復
興
史
』
青
森
市
政
調
査
会

長
沢
義
男
　
一
九
七
三
「
名
人
北
川
啓
三
氏
に
聞
く
」
『
東
北
三
大
ま
つ
り
　
青
森
ね
ぶ
た
祭
り
』
第

　
六
号

中
牧
弘
允
　
一
九
七
九
「
ね
ぶ
た
と
ね
ぶ
た
ー
風
流
の
眠
流
し
」
『
季
刊
民
族
学
』
九

成
田
　
敏
　
二
〇
〇
〇
「
青
森
ね
ぶ
た
の
形
態
と
そ
れ
を
支
え
た
人
々
」
宮
田
登
・
小
松
和
彦
監
修

　
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青
森
市

能
代
の
ね
ぶ
な
が
し
行
事
記
録
作
成
委
員
会
　
一
九
九
八
『
眠
流
し
行
事
　
能
代
役
七
夕
』
能
代
市

　
教
育
委
員
会

弘
前
大
学
人
文
学
部
人
間
行
動
コ
ー
ス
　
一
九
八
六
『
ネ
ブ
タ
祭
り
調
査
報
告
書
－
文
化
・
社
会
・

　
行
動
』

藤
田

本
太
郎
　
一
九
七
六
『
ね
ぶ
た
の
歴
史
』
弘
前
図
書
館
後
援
会

宮

田
登
・
小
松
和
彦
監
修
　
二
〇
〇
〇
『
青
森
ね
ぶ
た
誌
』
青
森
市

八
代
茂
樹
　
一
九
七
七
「
ね
ぶ
た
と
日
本
通
運
」
『
青
森
ね
ぶ
た
と
共
に
』
日
本
通
運
青
森
支
店

柳
田
国
男
　
↓
九
九
〇
a
（
一
九
一
四
）
「
ネ
ブ
タ
流
し
」
『
柳
田
国
男
全
集
』
二
、
ち
く
ま
文
庫

　
（
初
出
は
『
郷
土
研
究
』
二
巻
五
号
）

柳
田
国
男
　
一
九
九
〇
b
（
一
九
二
六
）
「
眠
流
し
考
」
『
柳
田
国
男
全
集
』
一
六
、
ち
く
ま
文
庫

私
た
ち
の
ね
ぶ
た
　
一
九
九
三
『
私
た
ち
の
ね
ぶ
た
二
十
周
年
記
念
誌
』

　
　
（
江
戸
川
大
学
社
会
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
一
年
二
月
二
十
二
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
一
日
審
査
終
了
）
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Modern　Changes　in　Aomod　Nebuta　Festival

ANAMI　Tbru

This　paper　addresses　the‘㌧40吻oヵ’N¢ψω1吻飢η’（Aomori　Nebuta　Festiva1）”，　held　in　Aomori　every　year丘om

the　2nd　through　the　7th　of　August，　and　considers　the　process　by　which　it　developed　into　the　large－scale　urban

fesdval　it　is　toda｝た

　　　Currently，　the　Aomori　Nebuta　Festival　is　an　event　consisting　of　the　collec6ve　effort　of　a　group　of　people　that

consists　of　the　following　set　of　three　elements：huge　doll－shaped　lanterns，　musical　accompaniment，　and　dancers

called“カα批τo”．　Although　the　festival　is　designated　as　an　important　intangible　folk　cultural　property，　it　is　not　a

religious　event　connected　to　any　particular　temple　or　shrine　and　the　origins　and　history　of　the　festival　remain

uncertain．　Similar　events　are　found　in　Aomori　prefecture　as　well　as　throughout　eastern　Japan，　and　before　WWII

the　Nebuta　Festival　of　Aomori　City　was　not　much　different丘om　such　festivals　of　other　regions．　The　present　style

of　the　Aomori　City　Nebuta　Fes6val　was　most　likely　established　after　the　war．　This　paper　examines　the　process

through　which　the　festival　was　established　and　the　transformations　Iater　undergone　1）y　the　festival　from　the

fbllowing　three　points：the　nebuta　itself（lanterns），　the　organization　ru皿ing　the　festival，　and　management

condiUons，

　　　First　of　all，　with　regard　to　the　nebuta　itse】f，　the　upper　limits　as　to　size　were　determined　based　on　the　form　of

the　urban　districts　of　Aomori，　with　sllch　factors　as　the　width　of　the　streets　and　the　height　of　the　pedestrian

overpass　being　a　consideration．　The　present　style　of　the　nebuta　was　established　between　1967　and　1972　through

廿1e　ingenuity　of　the　creators，　called“錫θ6μ如劫i”．　Next，　with　regard　to　running　the　festival，　Hsing　expenses

brought　about　a　shift　from　the　local　organizations　to　administrative　bodies　and　corporations，　giving　the

organization　an　equal　voice　as　the　sponsors．1astly，　regarding　management　condi60ns，　provisions　for　tourists

such　as　setting　up　seats　for　viewing　the　festival　to　rent，　and　time　restrictions　on　the　use　of　national　roads，　as　well

as　increasing　incidences　of　inappropriate　behavior　by　the“吻〃θ’o”all　were　taken　into　account　in　determining　the

route　of　the　festival　and　the　number　of　nebuta．

　　　If　we　take　an　overall　look　at　the　developments　from　after　WWII，　the　history　of　the　festival　can　be　divided　into

五ve　periods．　The五rst　period　from　1947　when　the　festival　was　first　truly　revived　to　1961　was　the　period　of

reestablishing　the　festival　after　a　ten－year　gap　due　to　the　war．　The　second　period　from　1962　to　1967，　was　the

period　for　the　beginning　of　the　making　of　the　festival　as　a　tourist　attraction　and　enlarging　the　scale　of　the　festival．

The　third　period　between　1968　and　1979　was　the　period　in　which　the‘シ40卿oヵ’施b協α〃μsμη’”was　fully
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established　and　was　at　its　peak．　The　fourth　period　from　1980　to　1996，　was　a　transi廿on　period，　with　a　rapid　rise　in

the　number　of“吻ηθ’o”and　an　increase　in　inappropriate　behavior　by　the　young　people　participating　in　the

允stival．　Finally，　the　fi丘h　period，　which　began　in　1997　in　response　to　the　outbreak　of　violence　in　1996，　is　a　pe亘od

of　transformation　where　people　are　busy　looking　for　countermeasures　for　inappropriate　behavior　and　this　state　of

trial－and－error　s611　conUnues　today」
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