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―
最
初
に
今
回
の
国
民
文
化
祭
の
意
味
や
、
ご
自

身
の
文
化
観
に
つ
い
て
。

　

石
山　

国
文
祭
の
歴
史
か
ら
紹
介
し
た
い
。
昭
和

六
十
一
年
に
作
家
の
三
浦
朱
門
さ
ん
が
文
化
庁
長
官

の
時
に
、
国
民
体
育
大
会
は
四
十
年
近
く
や
っ
て
い

る
の
に
文
化
関
係
の
大
会
が
な
い
の
は
お
か
し
い
。

文
化
の
国
体
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で

国
民
文
化
祭
が
始
ま
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
国
民
文

化
祭
の
意
味
は
、
文
化
活
動
を
や
っ
て
い
る
方
々
が

日
頃
の
練
習
成
果
を
発
表
し
た
り
、
全
国
か
ら
集
ま

る
方
々
と
交
流
し
技
術
な
ど
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図

る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く

役
割
も
あ
る
。
文
化
の
底
辺
を
広
げ
る
の
が
国
民
文

化
祭
を
開
催
す
る
意
義
と
考
え
て
い
る
。
も
と
も
と

文
化
は
常
日
頃
の
暮
ら
し
に
潤
い
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
。
不
景
気
や
イ
ラ
ク
戦
争
や
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
騒
ぎ
な

ど
が
起
き
不
安
や
閉
塞
感
の
あ
る
時
代
に
は
文
化
は

非
常
に
元
気
付
け
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
国

民
文
化
祭
で
も
、
現
在
文
化
活
動
に
携
わ
っ
て
い
な

い
人
を
含
め
多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
も
ら
い
た

い
。
県
内
の
全
市
町
村
が
参
加
す
る
形
で
の
開
催
は

今
回
が
初
め
て
で
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、

今
回
は
何
を
や
る
か
を
考
え
る
企
画
段
階
か
ら
市
町

村
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
市
町
村
ご
と
に
特

徴
あ
る
取
り
組
み
が
で
き
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

　

田
中　

県
の
意
向
を
受
け
て
三
年
前
に
国
民
文
化

祭
企
画
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
何
を
や
る
か
を
考
え

る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
四
十
四
市
町
村
で
八

十
一
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
に
し
、
各
市
町
村
に

種
目
の
希
望
を
募
り
、
話
し
合
っ
て
調
整
し
た
。
例
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え
ば
、
川
西
町
は
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
の
劇
団
が
あ
る

の
で
演
劇
を
、
高
畠
町
は
浜
田
広
介
が
生
ま
れ
た
所

な
の
で
童
話
や
児
童
文
学
の
イ
ベ
ン
ト
を
、
大
石
田

町
や
最
上
町
は
芭
蕉
の
足
跡
が
あ
る
関
係
で
俳
句

を
、
短
歌
は
斎
藤
茂
吉
の
出
身
地
の
上
山
市
で
と
い

う
具
合
に
そ
の
土
地
の
特
徴
を
生
か
し
た
割
り
振
り

を
、
次
に
各
市
町
村
単
位
に
実
行
委
員
会
を
立
ち
上

げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
芸
術
文
化
協
会

が
な
い
自
治
体
が
県
内
に
三
つ
あ
っ
た
が
、
今
回
の

国
文
祭
を
契
機
に
設
置
し
て
も
ら
い
、
四
十
四
市
町

村
全
部
に
芸
文
協
が
設
立
さ
れ
た
。
県
内
全
市
町
村

に
芸
文
協
が
あ
る
県
は
ほ
か
に
な
い
と
思
う
。ま
た
、

県
芸
文
協
に
は
市
町
村
の
ほ
か
に
、
短
歌
、
俳
句
、

音
楽
な
ど
十
六
部
門
が
あ
り
、
そ
の
中
に
約
三
百
の

団
体
が
加
盟
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
団
体
は
各
市
町

村
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
各
芸
文
協
は
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
国
文
祭
を
盛
り
上
げ
て

い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

高
瀬　

一
例
だ
が
、
国
文
祭
を
契
機
に
し
て
県
全

体
の
組
織
と
し
て
琴
と
尺
八
と
三
弦
の
三
曲
協
会
が

で
き
て
創
作
曲
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
三
分
野
の

人
々
が
一
緒
に
発
表
で
き
る
場
が
で
き
た
こ
と
は
画

期
的
な
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
邦
楽
は
、
あ
ま
り
に
も

地
味
だ
っ
た
が
、
学
校
教
育
の
中
で
も
取
り
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
回
ま
た
国
文
祭
が
発
表
の
機

会
と
な
り
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
は
庄
内
と
内
陸
と
が
一
緒
に
な
っ
て
発
表
す
る
こ

と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
が
、
三
曲
協
会
が
で
き
た

お
か
げ
で
実
現
し
た
。
文
化
活
動
に
と
っ
て
、
精
神

的
、
時
間
的
、
経
済
的
な
余
裕
が
最
も
大
切
だ
と
思

う
。
昔
の
酒
田
で
あ
れ
ば
本
間
家
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
た
文
化
が
、
現
代
で
は
地
域
の
人
々
み
ん
な
で
支

え
あ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
と
て
も
良
い
こ
と

だ
が
、内
情
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。
一
方
で
、

日
本
の
文
化
行
政
の
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
は
ま
だ
ま

だ
弱
い
。
も
っ
と
高
い
理
念
を
も
っ
て
文
化
行
政
に

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

　

藤
田　

私
は
長
年
、
川
西
町
教
育
委
員
会
で
文
化

財
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
今
は
芸
術
文
化
、

文
化
祭
等
の
担
当
を
し
て
い
る
。
昔
か
ら
、
文
化
活

動
と
い
う
と
い
つ
も
顔
ぶ
れ
が
同
じ
で
、
し
か
も
若

い
人
が
少
な
い
。
若
い
人
の
参
加
が
少
な
い
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
日
本
で
は
学
校
で
教
育

を
受
け
て
い
る
。
学
校
が
日
本
文
化
を
教
え
な
け
れ

ば
学
ぶ
機
会
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
義
務
教
育
は

特
に
そ
の
使
命
が
大
き
い
と
思
う
。
日
本
文
化
と
は

何
か
と
な
る
と
、い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
ろ
う
が
、

畳
も
日
本
文
化
だ
。そ
の
畳
の
あ
る
和
室
の
使
い
方
、

床
の
間
の
使
い
方
を
分
か
る
先
生
は
今
少
な
い
。
学

校
で
床
の
間
を
ど
う
用
い
る
か
を
教
え
る
こ
と
が
一

切
な
い
。
日
本
文
化
を
伝
承
す
る
所
が
学
校
な
の
か

ど
う
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
お
茶
の
わ
び
の

文
化
は
日
本
独
特
の
も
の
だ
。
昔
か
ら
あ
る
日
本
文

化
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き
た
い
。
私
は
お
茶
の

教
室
を
開
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
日
本
文
化
の
良

さ
を
分
か
っ
て
も
ら
お
う
と
努
力
し
て
い
る
。
し
か

し
、
な
か
な
か
教
え
る
場
所
が
な
い
。
和
室
が
あ
る

所
が
な
い
。
中
学
校
の
文
化
祭
等
で
五
、
六
年
続
け

て
お
茶
を
教
え
て
い
る
が
、
畳
の
あ
る
柔
道
場
で
つ

い
た
て
を
立
て
て
会
場
に
し
て
い
る
。
掛
け
軸
を
飾

る
床
の
間
は
な
い
。
あ
る
学
校
で
は
床
の
間
に
春
夏

秋
冬
の
掛
け
軸
が
す
べ
て
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
床
の

間
は
、
そ
こ
で
季
節
感
を
味
わ
っ
た
り
す
る
大
切
な

場
所
だ
。
あ
る
程
度
の
ゆ
と
り
が
文
化
に
は
必
要
な

の
か
な
と
つ
く
づ
く
思
っ
て
い
る
。

　

沼
野　

文
化
と
い
う
切
り
口
で
話
を
す
る
と
、
自

分
と
は
関
係
な
い
と
か
、
ゆ
と
り
が
な
い
と
で
き
な

い
な
ど
と
い
う
声
を
聞
く
。
し
か
し
、
私
が
新
庄
市

の
中
心
商
店
街
の
空
き
店
舗
を
活
用
し
て
地
域
サ
ロ

ン
を
開
い
て
い
た
時
に
、
た
ま
た
ま
観
光
客
が
訪
れ

「
こ
こ
で
民
話
語
り
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
が
、
今

日
は
聞
け
な
い
で
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。
そ
の

時
、
ち
ょ
う
ど
サ
ロ
ン
に
居
合
わ
せ
た
方
が
「
私
、

絵
本
だ
っ
た
ら
読
ん
で
あ
げ
ら
れ
る
」
と
言
い
、
県

内
の
民
話
を
一
気
に
三
冊
読
ん
で
あ
げ
た
。
観
光
客

の
方
は
「
す
ご
い
地
域
だ
。
偶
然
来
た
の
に
サ
ッ
と

読
ん
で
も
ら
え
る
地
域
と
は
！
」
と
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ

こ
ぼ
し
感
激
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
文
化
は
日
常
の

暮
ら
し
の
中
に
あ
る
の
だ
と
感
じ
た
。「
私
は
文
化
を

こ
う
考
え
て
い
る
」
と
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
が
な

い
に
せ
よ
、
人
々
の
考
え
方
や
行
動
の
基
底
に
脈
々

と
流
れ
て
い
る
も
の
が
文
化
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
。

■
自
分
の
感
性
と
対
話
し
よ
う

　

安
部　

私
は
十
五
歳
ま
で
の
義
務
教
育
を
日
本
で

過
ご
し
、
そ
の
後
す
ぐ
ウ
ィ
ー
ン
の
大
学
に
入
っ
た

の
で
、
日
本
文
化
を
学
校
教
育
で
学
ぶ
こ
と
は
全
く

し
な
か
っ
た
。
学
校
で
文
化
を
学
ん
だ
り
足
り
な
い

も
の
を
補
う
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
は
あ
る
が
、
本

来
家
庭
で
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
薄
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

■高瀬　靖  氏　
山形市生まれ。早稲田大卒。県立酒田
西高等学校長、酒田市立光丘文庫長を
経て、現職。日本詩人クラブ、県詩人
会各会員。都山流尺八。
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ば
残
念
だ
。
特
に
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
大
人
に
な
れ
な
い

の
は
非
常
に
危
険
で
は
な
い
か
。
過
去
の
歴
史
は
文

化
が
作
り
上
げ
て
き
た
と
思
う
。
政
治
で
も
な
け
れ

ば
経
済
で
も
な
い
。
経
済
や
産
業
が
先
走
り
過
ぎ
た

時
に
文
化
が
軌
道
修
正
し
再
構
築
し
て
歴
史
を
作
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
文
化
と
い
う
と
、
意
味
の

分
か
ら
な
い
も
の
と
い
う
人
も
い
る
が
、
私
自
身
は

文
化
は
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い

る
。
た
だ
、
分
か
り
や
す
い
形
で
表
現
す
れ
ば
、
衣

食
住
の
文
化
で
あ
る
生
活
文
化
、
伝
承
文
化
で
あ
る

民
俗
文
化
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
と
い
う
柱
立
て
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
で
も
、

人
々
の
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
欲
求
が
底
辺

に
あ
っ
て
こ
そ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
水
準
に

な
っ
て
い
く
。
文
化
を
高
め
る
に
は
人
々
の
文
化
意

識
を
磨
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皆
さ
ん
の
お

話
を
伺
い
、
国
民
文
化
祭
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ

て
い
る
と
感
じ
た
。
文
化
意
識
を
語
る
時
に
、
私
は

よ
く
自
分
の
感
性
と
対
話
を
し
よ
う
と
言
っ
て
い

る
。
感
性
を
高
め
る
こ
と
で
自
分
の
文
化
意
識
が
高

ま
る
気
が
す
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
山
形
は
非
常
に

魅
力
的
な
県
だ
と
思
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
自
然
の
美

し
さ
が
私
た
ち
の
心
に
、
感
性
に
語
り
か
け
る
。
そ

れ
ら
を
受
信
す
る
受
信
機
を
い
か
に
感
度
よ
く
保
て

る
か
、
磨
い
て
い
け
る
か
が
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め

る
上
で
一
番
大
事
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
時
に
素

材
の
魅
力
は
捨
て
が
た
い
。
今
後
は
独
創
的
な
文
化

が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
が
、
と
か
く
「
地
域
性
の
あ

る
文
化
」
と
い
う
と
昔
に
固
執
し
が
ち
に
な
る
。
鎖

国
時
代
の
粋
な
文
化
も
あ
る
が
、
外
来
文
化
を
取
り

入
れ
る
許
容
量
の
大
き
さ
の
中
か
ら
新
た
に
生
ま
れ

て
き
た
文
化
も
現
代
の
美
し
い
文
化
だ
。
異
文
化
と

の
融
合
が
い
か
に
文
化
を
高
め
る
か
の
視
点
も
必
要

だ
。

　

―
山
形
県
の
文
化
の
位
置
付
け
を
ど
う
考
え
る
べ

き
か
。

■「
水
」を
考
え
る
機
会
に

　

石
山　

二
十
一
世
紀
は
水
の
時
代
と
も
言
わ
れ
、

水
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

代
と
な
ろ
う
。
水
と
言
え
ば
、
流
域
面
積
が
県
土
の

八
割
を
占
め
る
最
上
川
は
山
形
県
を
支
え
る
川
で
あ

り
、歴
史
的
に
み
れ
ば
文
化
の
通
り
道
で
も
あ
っ
た
。

国
文
祭
で
は
川
西
町
出
身
の
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
を
特

別
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
お
願
い
し
、
水
を
テ
ー
マ
に

し
て
演
出
し
て
い
た
だ
く
。
開
会
式
で
世
界
的
な

ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
小
曽
根
真
さ
ん
が
最
上
川
舟

歌
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ピ
ア
ノ
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
の
創

作
作
品
を
山
響
と
共
演
す
る
。
第
二
部
で
は
、
井
上

ひ
さ
し
さ
ん
が
書
き
下
ろ
し
た
「
水
の
手
紙
」
を
老

若
男
女
が
群
読
す
る
。
第
三
部
は
「
水
に
遊
ぶ
」
の

題
名
で
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
を
披
露
す
る
。
閉
会
式
で
は

群
読
で
「
水
宣
言
」
を
や
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま

た
、「
水
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
本
を
作
る
。
水

に
関
す
る
詩
や
エ
ッ
セ
ー
な
ど
を
井
上
さ
ん
が
集

め
、
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
三
百
ペ
ー
ジ
く
ら
い
の
本

に
す
る
。
山
形
で
最
初
に
出
版
し
、
国
文
祭
終
了
後

に
全
国
版
も
出
す
。
水
に
こ
だ
わ
っ
た
開
会
式
や
閉

会
式
に
な
る
。
水
に
関
す
る
多
く
の
作
品
が
国
民
文

化
祭
を
契
機
と
し
て
創
作
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
国
民

文
化
祭
と
は
一
味
違
っ
た
内
容
に
な
る
。今
年
は「
世

界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
も
あ
っ
た
。
地
球
に
は
十
四
億

㌔ 
立
方
㍍ 
の
水
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
飲
め
る
水
は

〇
・
〇
一
％
、
十
四
万
㌔ 
立
方
㍍ 
だ
け
だ
。
そ
れ
は
、

世
界
の
人
口
六
十
億
人
が
飲
む
水
の
三
カ
月
分
に
過

ぎ
な
い
。
水
は
循
環
す
る
の
で
資
源
量
と
し
て
可
変

性
が
あ
る
が
、
水
不
足
に
な
り
水
争
い
が
起
き
か
ね

な
い
面
も
あ
る
。
貧
し
い
人
ほ
ど
水
に
お
金
を
多
く

払
っ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
含
め
て
今
後
い

ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
時
代
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

―
山
形
県
の
文
化
の
特
性
や
課
題
は
。

　

田
中　

私
は
、
山
形
県
は
非
常
に
多
様
な
文
化
が

あ
る
所
だ
と
自
慢
し
て
い
る
。
上
杉
藩
、
酒
井
藩
な

ど
の
藩
文
化
が
三
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
土
地
に
根

付
い
て
多
様
な
文
化
を
作
っ
て
き
た
。
置
賜
、
庄
内

な
ど
地
域
固
有
の
文
化
が
根
付
い
て
い
る
。例
え
ば
、

地
域
ご
と
に
謡
曲
が
み
ん
な
違
う
の
も
面
白
い
。
山

形
中
心
が
観
世
流
で
米
沢
が
金
剛
流
、
庄
内
が
宝
生

流
で
あ
る
。
藩
が
作
り
上
げ
た
伝
統
が
各
地
に
残
っ

て
い
る
。
秋
田
県
や
宮
城
県
は
一
県
一
国
だ
。
山
形

県
の
よ
う
に
五
つ
も
六
つ
も
藩
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は

珍
し
い
。
ま
た
、
山
形
市
は
山
形
県
の
中
で
も
独
自

の
文
化
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
町
割
は
城
下
町
の
様

相
を
見
せ
て
い
る
が
、
文
化
的
に
は
町
人
が
幅
を
利

か
せ
た
町
人
町
だ
。
近
江
文
化
、
商
人
文
化
が
色
濃

く
残
っ
て
い
る
。庄
内
は
独
特
で
庄
内
文
化
が
あ
り
、

置
賜
全
域
は
米
沢
文
化
が
あ
り
、
最
上
地
方
は
戸
沢

藩
の
文
化
、
天
童
市
は
織
田
藩
の
文
化
、
上
山
市
に

は
松
平
藩
の
文
化
が
あ
る
と
い
う
風
に
、
藩
の
影
響

■田中　哲  氏　
山形市生まれ。國学院大卒。新聞記者、
放送記者などを経てY B C、Y T S、F M
山形など放送業界に50年間従事。
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を
受
け
た
独
自
の
文
化
が
残
っ
て
お
り
、
こ
ん
な
県

は
珍
し
い
と
思
う
。
ま
た
、
児
童
劇
団
が
山
形
市
に

あ
る
が
、
そ
れ
も
全
国
で
は
珍
し
い
。
沖
縄
県
と
岩

手
県
に
も
あ
る
が
、
市
が
直
轄
す
る
よ
う
な
形
態
の

児
童
劇
団
は
山
形
に
し
か
な
い
。
活
動
を
始
め
て
か

ら
二
十
年
に
な
る
。
も
う
一
つ
珍
し
い
の
は
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
だ
。
こ
れ
は
今
年
で
十
六
年
に

な
る
。
演
劇
は
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
直
伝
の
門
下
生
が

た
く
さ
ん
い
る
川
西
町
の
存
在
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

■
本
間
家
の
思
い
が
実
現
、
公
文
大

　

高
瀬　

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が

あ
り
多
様
だ
。
私
は
内
陸
生
ま
れ
だ
が
、
庄
内
に
住

ん
で
感
じ
る
の
は
、
漂
流
の
こ
と
。
真
壁
仁
の
「
日

本
の
湿
っ
た
風
土
」
に
稲
作
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

そ
の
稲
作
は
、
は
る
か
南
で
生
ま
れ
、
そ
れ
が
流
れ

流
れ
て
日
本
に
来
た
。
庄
内
の
文
化
は
、
北
の
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
半
島
か
ら
流
れ
て
き
た
文
化
と
、
南
か
ら

上
っ
て
き
た
文
化
と
が
ぶ
つ
か
っ
て
で
き
た
と
感
じ

る
。
例
え
ば
、
京
風
の
文
化
が
思
い
が
け
な
い
形
で

残
っ
て
い
る
。
庄
内
に
は
た
く
さ
ん
の
見
事
な
雛
が

残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
北
前
船
で
運
ば
れ
て
き
た
も

の
が
多
く
、
今
や
「
庄
内
雛
街
道
」
と
し
て
全
国
か

ら
観
光
客
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、

そ
れ
が
最
上
川
を
通
じ
て
伝
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
で
ま
た
独
特
の
文
化
を
作
っ
た
。
文
化
が
互
い
に

影
響
し
合
い
、
し
か
も
独
自
の
も
の
を
作
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
す
ご
い
。
ま
た
、
空
間
的
な
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
は
る
か
な
時
の
流
れ
を
経
て
フ
イ
と
芽
を

出
す
文
化
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
七
六
五
年
に

酒
田
の
本
間
光
丘
と
い
う
人
が
作
っ
た
亀
傘
鉾
を
今

年
、
酒
田
市
が
見
事
に
蘇
ら
せ
た
。
光
丘
は
貴
重
な

お
金
を
か
け
京
都
に
発
注
し
て
作
ら
せ
た
。そ
の
時
、

既
に
観
光
を
考
え
て
い
る
。
祭
り
を
見
る
た
め
、
た

く
さ
ん
の
船
が
酒
田
港
に
入
っ
て
い
る
。
光
丘
の
目

の
付
け
ど
こ
ろ
が
す
ご
い
。今
は
閉
塞
の
時
代
だ
が
、

そ
れ
を
打
破
す
る
に
は
人
々
が
何
を
欲
し
て
い
る
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
公
益
を
考
え
る
こ

と
に
通
じ
る
。
光
丘
は
み
ん
な
の
た
め
に
何
が
や
れ

る
か
を
考
え
事
業
を
大
き
く
し
た
。
冨
を
自
分
の
も

の
だ
け
に
し
な
い
で
地
域
に
還
元
し
大
き
く
な
っ

た
。
そ
ん
な
も
の
の
考
え
方
が
彼
の
残
し
た
一
番
大

き
な
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
は
な
い
か
。
昔
の
人
が
築

き
上
げ
た
も
の
を
ど
う
次
代
に
伝
え
て
い
く
か
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
仕
事
だ
。
公
益

文
科
大
学
が
で
き
て
本
間
家
の
思
い
が
二
百
年
経
っ

て
実
現
し
た
感
じ
だ
。

　

藤
田　

置
賜
は
ほ
か
と
違
う
言
葉
遣
い
が
非
常
に

多
い
。
ま
ず
、
最
上
川
の
こ
と
を
米
沢
で
は
松
川
と

言
う
。
酒
田
か
ら
見
て
一
番
末
の
方
だ
か
ら
松
川
な

の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
…
。
昔
は
川
が
山
形
県

の
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
今
の
国
道　

号
や
高
速
道

13

路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
置
賜
に
の
み

前
方
後
円
墳
、
前
方
後
方
墳
が
あ
る
。
し
か
し
、
置

賜
の
最
大
の
特
異
性
と
言
え
ば
草
木
塔
だ
ろ
う
。
草

木
塔
は
す
べ
て
の
も
の
に
仏
性
が
あ
る
と
い
う
考
え

方
に
根
差
す
。
神
仏
は
大
き
な
木
に
宿
る
と
考
え
ら

れ
、
伐
採
す
れ
ば
た
た
ら
れ
る
の
で
供
養
し
よ
う
と

草
木
塔
を
立
て
た
。
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
の
も
の

が
多
く
、
川
西
町
に
二
十
基
、
米
沢
市
に
二
十
三
基

く
ら
い
あ
る
。
さ
ら
に
、 
行
屋 
が
あ
る
の
も
置
賜
の

ぎ
ょ
う
や

特
徴
だ
。
男
の
子
が
地
域
で
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る

に
は
飯
豊
山
に
登
り
米
の
収
穫
を
祈
願
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
成
人
儀
礼
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一
週
間

ほ
ど
に
こ
も
っ
て
俗
世
界
と
異
な
る
生
活
を
し
た
。

二
畳
か
ら
四
畳
半
く
ら
い
の
小
さ
な
建
物
を
川
上
に

作
り
、
水
を
か
ぶ
り
な
が
ら
山
に
登
る
。
そ
の
慣
習

は
戦
前
ま
で
続
い
た
。
だ
が
、
川
西
町
で
百
五
十
棟

ほ
ど
あ
っ
た
行
屋
は
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
残
っ
て
い
る

の
は
五
棟
く
ら
い
だ
。
山
に
登
る
の
は
自
然
に
生
か

さ
れ
て
い
る
自
分
を
知
る
こ
と
だ
と
思
う
。
置
賜
の

文
化
と
し
て
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。

■
地
域
の
資
源
を
見
直
し
価
値
創
造

　

沼
野　

新
庄
・
最
上
地
方
で
は
自
然
と
人
と
が
共

生
す
る
モ
デ
ル
地
域
を
目
指
す
と
い
う
気
持
ち
が
非

常
に
強
く
あ
る
。
ま
た
、
雪
国
文
化
と
切
り
離
せ
な

い
地
域
で
あ
ろ
う
。
雪
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
生
活

の
季
節
的
な
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
今
は
除
雪
が
発
達
し

移
動
が
簡
単
だ
が
、
数
十
年
前
は
移
動
が
困
難
で
冬

は
地
域
に
こ
も
っ
て
い
た
。
雪
の
季
節
に
醸
成
さ
れ

る
細
や
か
な
心
配
り
や
助
け
合
い
、
生
活
の
知
恵
や

工
夫
が
、
雪
国
の
文
化
と
な
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
有
名
な
新
庄
祭
り
も
、
五
穀
豊

穣
を
願
い
長
い
冬
に
備
え
て
「
み
ん
な
で
が
ん
ば
ろ

う
」
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
大
変
な
凶

作
の
時
も
あ
り
、
人
々
の
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
る

た
め
に
二
百
五
十
年
前
か
ら
続
い
て
い
る
祭
り
だ
と

聞
い
て
い
る
。
雪
国
の
夜
の
過
ご
し
方
と
し
て
民
話

や
ワ
ラ
や
木
工
の
加
工
、漬
物
の
文
化
な
ど
も
あ
る
。

大
人
と
子
ど
も
の
か
か
わ
り
が
強
く
、
手
遊
び
や
わ

■藤田　宥宣  氏　
川西町生まれ。種智院大卒後、醍醐寺
管長の下で修業、昭和53年帰郷。下小
松古墳群調査など担当。裏千家茶道助
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ら
べ
唄
な
ど
の
伝
承
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
雪
に
閉
ざ

さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
地
域
の
文
化
と
し
て
残
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
巨
木
に
対
す
る
畏
敬

の
念
も
あ
る
。
巨
木
の
そ
ば
に
は
神
社
が
祀
ら
れ
地

域
の
人
々
を
守
り
、
吹
雪
の
時
の
目
印
に
な
っ
た
り

し
た
。
そ
う
や
っ
て
大
事
に
さ
れ
残
っ
た
も
の
が
現

代
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
再
発
見
さ
れ
、
地
域
の
新
し

い
価
値
を
創
っ
て
い
る
。
最
近
の
動
き
と
し
て
環
境

芸
術
祭
が
あ
り
、
新
庄
地
域
で
七
、
八
回
開
催
さ
れ

た
。
奥
羽
山
脈
や
田
畑
な
ど
の
自
然
や
地
域
全
体
が

キ
ャ
ン
バ
ス
に
な
っ
た
。
稲
刈
り
を
し
た
後
の
田
ん

ぼ
で
は
、土
と
ワ
ラ
を
使
っ
て
芸
術
作
品
を
作
る
と
、

冬
に
は
雪
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
が
、
春
に
は
元
の
と

お
り
平
ら
に
な
っ
て
い
る
。
自
然
と
一
体
に
な
っ
た

芸
術
作
品
を
全
国
各
地
か
ら
訪
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

と
一
緒
に
作
る
。
農
家
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
炊
き
出

し
や
い
も
の
こ
汁
を
提
供
し
た
こ
と
も
あ
り
、
自
然

と
人
間
と
文
化
・
芸
術
と
を
一
体
化
し
て
と
ら
え
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
蚕
系
試
験
場
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
バ
イ
オ
マ
ス
セ
ン
タ
ー
の
活
動
も
あ

る
。「
バ
イ
オ
マ
ス
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
歩
む
も
が
み

の
会
」
と
い
う
市
民
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
農
業
は
、
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
る
食

料
を
作
る
こ
と
が
中
心
だ
っ
た
が
、
今
車
を
走
ら
せ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
生
産
、
緑
の
油
田
を
試
み
て
い

る
。
新
し
い
産
業
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
注

目
さ
れ
、
新
庄
・
最
上
地
方
の
新
し
い
文
化
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
人
々
を
つ
な
ぎ
新

し
い
価
値
が
つ
く
り
出
せ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

　

安
部　

文
化
と
ゆ
と
り
の
話
が
あ
っ
た
が
、
私
が

ウ
ィ
ー
ン
で
真
っ
先
に
感
じ
た
の
が
ゆ
と
り
だ
っ

た
。
同
じ
二
十
四
時
間
で
あ
り
な
が
ら
、
倍
ぐ
ら
い

長
い
時
間
に
感
じ
る
生
活
の
ゆ
と
り
は
ど
こ
か
ら
来

る
の
か
を
考
え
て
い
た
。
文
化
が
生
活
に
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
教
育
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
身

に
付
け
て
い
る
。
そ
の
雰
囲
気
が
あ
る
か
ら
社
会
全

体
に
ゆ
と
り
が
あ
る
。
仕
事
以
外
の
と
こ
ろ
で
自
分

を
高
め
よ
う
と
思
う
素
地
が
あ
る
。
戦
後
、
ウ
ィ
ー

ン
が
ど
こ
か
ら
復
興
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
信

仰
心
だ
っ
た
。
食
べ
る
も
の
を
削
っ
て
も
シ
ュ
テ

フ
ァ
ン
寺
院
な
ど
を
元
通
り
に
建
て
直
そ
う
と
し

た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ゆ
と
り
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
芸
術
家
が

大
事
に
さ
れ
る
。
日
本
で
は
芸
術
家
は
ど
こ
か
の
組

織
に
所
属
し
て
い
れ
ば
安
全
な
人
間
と
思
わ
れ
る

が
、
私
の
よ
う
に
フ
リ
ー
で
演
奏
活
動
す
る
人
間
は

「
何
者
？
」と
警
戒
さ
れ
が
ち
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場

合
、
芸
術
家
に
は
プ
ラ
イ
ド
が
与
え
ら
れ
る
。
人
々

が
生
活
し
て
い
く
上
で
自
分
の
仕
事
に
プ
ラ
イ
ド
を

持
っ
て
い
る
か
ら
他
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日

本
で
は
行
政
上
、
文
化
は
後
回
し
に
さ
れ
て
き
た
の

で
は
な
い
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
文
化
行
政
は
文
化

庁
レ
ベ
ル
で
は
な
く
省
が
担
当
す
る
。
文
化
を
教
育

の
一
部
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
人
間
が
生
き
て
い

く
上
で
絶
対
に
必
要
な
も
の
と
考
え
る
。
お
役
所
の

中
に
専
門
家
が
い
て
、文
化
を
継
続
的
に
担
当
す
る
。

ウ
ィ
ー
ン
は
観
光
都
市
だ
が
、
芸
術
家
を
育
て
て
人

を
集
め
て
き
た
。
そ
の
歴
史
的
な
財
産
が
今
生
き
て

い
る
。
ウ
ィ
ー
ン
に
は
東
欧
の
文
化
と
南
欧
の
文
化

が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
上
手
に
洗
練
さ

せ
て
き
た
。
山
形
で
も
多
様
な
文
化
が
ぶ
つ
か
り

あ
っ
て
花
を
咲
か
せ
た
と
あ
っ
た
が
、
ウ
ィ
ー
ン
で

も
山
形
と
同
じ
こ
と
が
あ
っ
た
。
新
し
い
も
の
は
モ

ダ
ン
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
百
年
か
経
た
時

に
山
形
の
文
化
と
し
て
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
思
い
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
。
山
形
市
の
駅
西
に
文
化
ホ
ー
ル
を
建
設
す

る
計
画
が
あ
る
が
、
そ
の
有
効
利
用
を
考
え
た
時
に

芸
術
文
化
を
進
展
さ
せ
る
視
点
だ
け
で
な
く
、
産
業

発
展
を
含
め
て
考
え
た
い
。
例
え
ば
、
舞
台
美
術
、

衣
装
、
デ
ザ
イ
ン
、
音
楽
な
ど
す
べ
て
を
山
形
の
も

の
を
使
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
長
い
目
で
見
れ
ば
赤
字

も
黒
字
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
観

光
資
源
に
も
な
る
。
観
光
資
源
に
な
っ
た
ら
次
は
農

業
と
タ
イ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
と
い
っ
た
大
き
な
輪
が
で

き
よ
う
。
同
時
に
、
川
西
町
に
あ
る
よ
う
な
養
成
所

を
併
設
す
る
こ
と
も
必
要
だ
。
こ
こ
で
芸
術
活
動
が

で
き
る
こ
と
を
見
せ
る
べ
き
だ
。
日
本
で
は
大
学
生

で
も
自
分
が
社
会
で
何
を
す
べ
き
か
分
か
っ
て
い
る

人
が
少
な
い
気
が
す
る
。
幼
少
期
か
ら
、
大
人
が
社

会
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
見
て
い
れ

ば
夢
も
生
ま
れ
て
く
る
し
目
標
も
生
ま
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

―
こ
れ
か
ら
の
山
形
の
文
化
を
ど
う
展
望
し
て
い

く
か
。
文
化
が
盛
ん
に
な
る
条
件
と
は
何
か
。

　

石
山　

こ
れ
か
ら
は
ソ
フ
ト
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
中
心
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
行
政
は
、
ハ
ー
ド
の

基
盤
整
備
に
重
点
を
置
い
て
き
た
。
ソ
フ
ト
の
部
分

の
中
心
に
な
る
の
は
文
化
で
あ
る
。
今
回
の
国
文
祭

で
も
、
合
唱
団
、
ダ
ン
ス
、
群
読
な
ど
で
県
民
に
参

加
し
て
も
ら
う
。
だ
が
、
応
募
し
て
く
れ
る
の
は
女

■沼野　慈  氏　
新庄市生まれ。福島大大学院在学中。
新庄・護美の会副代表。県農業・農村
政策審議会委員。県教育振興計画審議
会委員。
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性
が
多
く
男
性
は
少
な
い
。
女
性
で
も
主
婦
だ
け
が

応
募
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
練
習
は
土
曜
、
日

曜
が
多
く
な
る
が
、
男
性
の
場
合
は
土
曜
、
日
曜
は

何
も
し
な
い
で
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
文
化
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
を
や
る
上
で
プ
ラ
ス
に
な
る

と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
文
化
だ

け
で
な
く
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
地
域
活
動
に
も
言
え
る
こ

と
だ
。意
識
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
大
切
だ
。

今
後
は
文
化
に
触
れ
る
機
会
を
で
き
る
だ
け
増
や
し

て
い
き
た
い
。
行
政
は
ソ
フ
ト
の
部
分
に
力
を
入
れ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
文
化
の
中
に
あ
る
教
育

　

田
中　

生
活
に
ゆ
と
り
を
与
え
る
も
の
す
べ
て
が

文
化
だ
と
思
っ
て
い
る
。
盆
栽
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
趣

味
の
文
化
や
生
活
文
化
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
幅
広
く

考
え
る
べ
き
だ
。
私
は
、
文
化
の
中
に
教
育
が
あ
る

と
思
う
。
だ
が
、
日
本
で
は
教
育
の
中
に
文
化
を
入

れ
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
芸
術
性
の
高
い
も
の
で

あ
っ
て
も
、教
育
と
い
う
名
前
で
抑
え
つ
け
て
き
た
。

教
育
の
中
に
文
化
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
の
で
文

化
が
縮
こ
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
日
本
全
体
の
問

題
だ
。
学
校
教
育
の
中
に
は
音
楽
は
あ
る
が
、
演
劇

は
な
い
。
私
は
演
劇
を
教
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て

い
る
。
芝
居
が
う
ま
く
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己

表
現
力
を
養
う
た
め
だ
。
外
国
に
は
音
楽
と
同
じ
よ

う
に
演
劇
の
時
間
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
音
楽
は
教

育
だ
が
演
劇
は
教
育
で
は
な
い
よ
う
だ
。
教
育
中
心

の
考
え
方
だ
か
ら
そ
う
に
な
る
。
国
民
文
化
祭
を
機

会
に
そ
う
い
っ
た
点
を
見
直
し
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
。

　

高
瀬　

お
金
も
う
け
、
金
銭
至
上
主
義
が
す
べ
て

の
価
値
基
準
の
根
幹
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
お
金

よ
り
大
切
な
も
の
、
文
化
な
ど
が
第
一
の
価
値
と
な

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
に

体
験
さ
せ
る
こ
と
だ
。
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
は
子
ど
も

に
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
広
が
り
が
で
き

た
。
何
ら
か
の
形
で
子
ど
も
に
文
化
に
触
れ
さ
せ
、

お
金
で
は
買
え
な
い
何
か
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い

く
べ
き
だ
。
そ
の
よ
う
に
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
こ

と
で
、
大
人
も
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く
方
向
を
目
指

し
た
い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
た
ち
に
大
人
が
教
え
て

も
ら
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

■
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
感
動
を
体
験

　

藤
田　

良
い
も
の
を
良
い
と
分
か
る
人
間
を
い
か

に
作
り
上
げ
る
か
が
大
事
だ
。
絵
で
も
何
で
も
「
こ

れ
は
素
晴
ら
し
い
」
と
理
解
で
き
な
け
れ
ば
感
動
も

何
も
な
い
。
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
、
良
い
も
の
や
感

動
で
き
る
も
の
を
与
え
る
と
、
興
味
が
出
て
き
て
理

解
す
る
よ
う
に
な
る
。
良
い
も
の
を
早
め
に
子
ど
も

に
触
れ
さ
せ
る
機
会
を
作
り
、
喜
ん
だ
り
感
動
し
た

り
で
き
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
が
、
山
形
の
文
化
を

高
め
て
い
く
た
め
に
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。

　

沼
野　

雪
は
や
っ
か
い
な
邪
魔
者
と
い
っ
た
画
一

的
な
価
値
観
の
も
と
で
、
こ
れ
ま
で
振
り
返
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
雪
国
の
質
的
な
豊
か
さ
や
文
化
が

再
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
。
あ
ら
た
め
て
雪
国
に
住
む

こ
と
の
意
味
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
地
域
の
自
信

や
誇
り
に
つ
な
が
り
、
人
間
力
が
回
復
す
る
と
こ
ろ

に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
は
、
大
人

の
活
動
を
子
ど
も
に
も
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
意
識

的
に
働
き
か
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き

た
い
。

　

安
部　

自
然
な
ど
感
性
に
語
り
か
け
る
も
の
は
子

ど
も
に
と
っ
て
大
切
な
宝
と
な
る
。
山
形
の
人
は
感

覚
的
に
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
も
の
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
面
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
美

徳
と
し
な
い
面
が
あ
る
な
ら
ば
、
早
く
そ
う
い
う
こ

と
か
ら
解
き
放
ち
魅
力
を
最
大
限
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ

き
だ
。
そ
し
て
芸
術
家
な
ど
高
い
文
化
意
識
を
持
っ

た
人
を
引
き
つ
け
る
こ
と
。
人
が
集
ま
る
こ
と
で
県

民
レ
ベ
ル
で
の
文
化
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
人
を
集
め
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
文
化
を

世
界
に
発
信
す
る
場
を
整
え
る
こ
と
も
大
事
で
は
な

い
か
。
生
活
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
向
上
さ
せ
る
意
味

で
も
、
カ
ル
チ
ャ
ー
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
人
材
を

育
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
の
前
で
何
か
を
表
現
す

る
時
に
、
子
ど
も
が
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
は
人
に
伝
わ
ら
な
い
。
頭
で
理
解
す
る
の
で
は
な

く
、
感
覚
的
に
感
じ
納
得
し
表
現
で
き
る
よ
う
に
導

い
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
の
差
で
言
え
ば
、
日
本
で
は
個
人
個
人
の
判
断

を
も
っ
と
大
事
に
す
べ
き
だ
。
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

に
な
る
必
要
は
な
い
が
、
ピ
カ
ソ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
だ
か
ら
素
晴
ら
し
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
が
そ

の
時
見
た
も
の
や
聞
い
た
も
の
に
感
動
し
た
な
ら
ば

そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
だ
。
個
人
的
な
判
断
が
で
き

る
人
間
を
育
て
て
い
く
べ
き
だ
。

　

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■安部　敦子  氏　
静岡市生まれ。山形市在住。国立ウィー
ン音楽大卒。1991年帰国、以後ソリス
トとして活動。エッセイ執筆等多方面
で活躍。
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