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三
月
二
十
四
日
（
金
）
午
後
二
時
発
。
大
阪
府
吹
田
市
へ
。

三
月
二
十
五
日
（
土
）
晴
れ
。
広
島
県
福
山
市
へ
。

福
山
市
に
あ
る
県
立
歴
史
博
物
館
で
縄
文
早
期
の
押
出
文
土
器
を
見
た
。
こ
れ
ま

で
見
た
も
の
よ
り
大
き
な
も
の
で
い
ち
め
ん
に
豆
粒
の
よ
う
な
模
様
が
出
て
い
る
。

花
形
に
開
い
た
口
と
ふ
く
ら
ん
だ
胴
、
底
は
や
や
と
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
あ
る
の
は
複
製
で
帝
釈
郷
の
岩
陰
遺
跡
を
発
掘
し
て
い
て
出
土
し
た
も
の
だ
と
い

う
。
受
付
で
場
所
を
聞
く
と
す
ぐ
学
芸
員
さ
ん
を
呼
ん
で
く
れ
る
。

三
月
二
十
六
日
（
日
）
晴
れ
、
の
ち
く
も
り
。
福
山
市
へ
。

今
日
は
帝
釈
郷
に
で
き
た
時
悠
館
と
い
う
遺
跡
展
示
館
と
三
次
市
の
県
立
歴
史
民

俗
資
料
館
を
見
に
行
く
。
帝
釈
郷
は
、
県
北
部
の
、
も
う
鳥
取
県
や
島
根
県
境
に
近

い
と
こ
ろ
だ
。
帝
釈
峡
と
い
う
渓
谷
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
紅
葉
の
名
所
だ
と
い
う
。

二
時
間
ほ
ど
か
け
て
渓
谷
に
は
い
る
と
陽
が
陰
っ
て
き
た
。
時
悠
館
と
名
付
け
ら
れ

た
建
物
は
木
造
に
似
せ
た
低
い
円
形
を
し
て
い
て
な
ん
だ
か
大
き
な
寿
司
桶
の
よ
う

に
見
え
る
。
入
口
を
さ
が
し
て
中
に
は
い
る
と
女
の
人
が
迎
え
て
く
れ
て
「
親
子
土

器
作
り
の
方
で
は
な
い
で
す
か
。
」
と
聞
か
れ
る
。
今
日
は
そ
う
い
う
教
室
が
開
か

れ
て
い
る
ら
し
い
。
展
示
室
の
あ
る
二
階
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
上
が
る
。

そ
の
「
桶
」
の
内
側
は
輪
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
部
屋
が
並
び
、
中
央
に
は
円
形

の
中
庭
が
あ
る
。
中
庭
を
の
ぞ
ん
で
建
物
の
円
周
内
側
を
ガ
ラ
ス
張
り
の
回
廊
が
め

ぐ
り
回
廊
の
部
屋
が
わ
壁
面
も
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
展
示
棚
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
棚

の
上
に
た
し
か
に
あ
の
縄
文
早
期
の
土
器
が
あ
る
。
そ
れ
が
間
近
に
見
ら
れ
る
の
だ



が
、
残
念
な
が
ら
今
は
外
の
明
る
い
光
が
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
面
に
映
っ
て
し
ま
う
。

ぼ
く
自
身
の
影
に
入
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
が
鮮
明
に
見
え
る
。
写
真
を
写
し
て
も
い
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
早
速
カ
メ
ラ
を
向
け
た
。
真
後
ろ
か
ら
明
る
い
光
が
入
る
の
で

ガ
ラ
ス
を
透
か
し
て
の
ピ
ン
ト
合
わ
せ
が
難
し
い
。
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「
楕
円
押
型
文
土
器

第
三
層

早
期

約
８
０
０

０
年
前
」
。

む
か
し
、
こ
ん
な
か
た
ち
の
不
要
に
な
っ
た
鉄
兜
に
取
っ
手

を
つ
け
て
鍋
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
か
。
こ
れ
は
容
積
が
最

も
大
き
く
な
る
か
た
ち
だ
。
ひ
ら
き
気
味
の
口
辺
に
わ
ず
か
に

と
が
る
四
つ
の
突
起
。
は
じ
め
か
ら
こ
ん
な
に
も
ひ
か
え
め
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
と
、
こ
の
地
方
で
は
平
ら
な
口
縁
が
ふ
つ
う
な
ほ
ど
に

多
く
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
は
じ
め
か
ら
平
ら
に
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当

時
は
こ
う
し
て
つ
く
る
な
ら
わ
し
だ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
起
源
が
知
り
た
い
も
の

だ
。

（
映
像
フ
ァ
イ
ル
の
調
整
が
何
と
か
で
き
た
の
は
こ
の
左
方
向
か
ら
写
し
た
写
真
の

み
だ
っ
た
。
右
方
向
ら
見
た
場
合
は
押
型
文
が
一
面
に
出
て
い
る
。
た
だ
、
復
元
の

際
の
処
理
の
し
か
た
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ど
の
部
分
が
出
土
し
た
破
片
な
の
か
よ

く
分
か
ら
な
い
。
こ
の
左
方
向
の
場
合
は
押
型
文
の
破
片
の
か
た
ち
が
出
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
）
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「
押
引
文
土
器
」

第
二
層

前
期

約
６
０
０
０

年
前
。

胴
の
た
か
い
位
置
に
は
ゆ
る
い
く
び
れ
を
つ
く
り
、
口
縁
で
は

ひ
く
い
が
す
る
ど
い
突
起
を
や
や
内
側
に
む
け
る
。
ど
こ
に
も
派

手
な
造
り
は
見
ら
れ
な
い
。
丸
い
胴
か
ら
口
縁
部
に
か
け
て
の
曲

線
は
こ
こ
ち
よ
く
な
め
ら
か
だ
。
口
辺
の
地
肌
に
両
手
で
ふ
れ
て
中
を
の
ぞ
き
こ
む

こ
と
を
思
い
う
か
べ
る
。

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
の
パ
ネ
ル
。
「
帝
釈
馬
渡
岩
陰
遺
跡

帝
釈
峡
遺
跡
群
発
見

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
帝
釈
馬
渡
岩
陰
遺
跡
は
、
帝
釈
始
終
に
あ
り
、
帝
釈
川
と
馬

渡
川
の
合
流
点
か
ら
、
馬
渡
川
を
約
１
０
０
ｍ
さ
か
の
ぼ
っ
た
右
岸
に
あ
り
ま
す
。

長
さ
１
０
ｍ
、
厚
さ
４
ｍ
に
わ
た
っ
て
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
前
期
に
お
よ

http://www.k-tyd.jp/sub1d/note-7/2006/PD-257.htm
http://www.k-tyd.jp/sub1d/note-7/2006/PD-256.htm


ぶ
５
つ
の
文
化
層
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
…
。
」
同
じ
パ
ネ
ル
に
「
文
化
層
の
概

念
図
」
が
添
え
ら
れ
て
第
一
層
か
ら
第
５
層
ま
で
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
地
層
図
の
中

に
は
石
灰
岩
の
分
布
す
る
様
子
も
表
示
さ
れ
る
。

「
第
一
層

縄
文
前
期

地
表
面
か
ら
０
．
５
～
２
ｍ
下
に
あ
り
ま
し
た
。
前
期

後
半
の
土
器
や
石
鏃
、
石
錘
、
石
さ
じ
な
ど
の
石
器
、
サ
ル
ボ
ウ
製
の
貝
輪
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
ま
た
カ
ワ
ニ
ナ
が
多
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。
」

「
第
二
層
（
も
）
縄
文
前
期
（
記
述
を
省
略
）
。
第
三
層

縄
文
早
期

第
３
層

の
中
央
部
に
も
大
き
さ
が
２
ｍ
、
厚
さ
が
０
．
５
ｍ
の
灰
層
が
あ
り
ま
し
た
。
楕
円

や
山
形
の
文
様
を
つ
け
た
早
期
の
押
型
文
土
器
や
石
鏃
、
石
さ
じ
、
礫
器
な
ど
の
石

器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
食
料
の
カ
ワ
シ
ン
ジ
ュ
ガ
イ
は
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
が
、

海
産
の
貝
類
は
ま
っ
た
く
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
。
」

「
第
四
層

縄
文
草
創
期

馬
渡
遺
跡
を
特
長
づ
け
る
の
は
、
こ
の
第
４
層
か
ら

の
出
土
遺
物
で
す
。
こ
の
層
か
ら
は
、
旧
石
器
時
代
の
終
わ
り
頃
に
投
げ
槍
と
し
て

使
わ
れ
た
有
茎
尖
頭
器
と
と
も
に
、
縄
文
時
代
を
特
長
づ
け
る
土
器
や
石
鏃
が
出
土

し
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
へ
移
り
変
わ
っ
て
い
く
様
子
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
大
き
さ
が
１
０
㎝
以
上
も
あ
る
カ
ワ
シ
ン
ジ
ュ
ガ
イ
が
多
く
出
土
し
て

お
り
、
貝
の
煮
沸
用
と
し
て
土
器
が
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

更
新
世
の
絶
滅
動
物
で
あ
る
ヤ
ベ
オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
の
臼
歯
破
片
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

第
五
層

旧
石
器
時
代
（
記
述
を
省
略
）
。
」

部
屋
の
中
に
は
い
る
と
、
帝
釈
峡
遺
跡
全
体
の
資
料
が
た
く
さ
ん
の
パ
ネ
ル
を
掲

示
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。
帝
釈
峡
遺
跡
で
は
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
広
が
っ

て
点
在
す
る
多
く
の
岩
陰
や
洞
窟
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
。
昭
和
３
６
年
に
馬
渡
林

道
拡
幅
工
事
の
際
に
発
見
さ
れ
て
以
来
、
各
大
学
の
研
究
者
が
参
加
し
て
４
０
年
近

く
調
査
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
地
質
が
石
灰
岩
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
旧
石

器
時
代
の
人
骨
出
土
も
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

外
に
出
る
と
空
は
雲
が
厚
く
な
っ
て
き
て
気
温
も
低
い
。
近
く
の
丘
や
雑
木
林
の

方
へ
少
し
歩
い
て
行
っ
て
み
た
が
、
絵
地
図
に
表
さ
れ
た
岩
陰
遺
跡
の
位
置
が
分
か

ら
な
く
て
そ
れ
は
あ
き
ら
め
た
。

午
後
、
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
を
見
る
。
展
示
ケ
ー
ス
の
中
は
明
る
く
見
や
す
い
。

こ
こ
に
も
あ
の
同
じ
押
型
文
土
器
の
複
製
が
あ
る
。
土
器
の
位
置
が
低
い
の
で
こ
こ



で
初
め
て
内
側
を
見
た
。
内
側
も
押
型
文
で
装
う
。
口
縁
部
に
短
い
縦
線
が
並
ん
で

い
る
。
入
り
口
壁
面
の
掲
示
物
の
中
に
こ
の
土
器
の
カ
ラ
ー
写
真
が
あ
る
。

二
十
七
日
（
月
）
。
晴
れ
。
大
分
県
別
府
市
へ
。

島
づ
た
い
に
瀬
戸
内
海
を
渡
っ
た
。
海
に
か
け
ら
れ
た
橋
を
い
く
つ
も
渡
る
。
伯

方
島
でIC

を
出
て
島
の
北
へ
ま
わ
っ
て
み
る
。
島
の
東
側
に
は
小
さ
な
漁
村
と
さ
ら

に
行
く
と
町
が
あ
る
。
道
の
せ
ま
い
町
中
を
ゆ
っ
く
り
進
む
。
両
側
に
商
店
の
並
ぶ

道
は
不
規
則
に
交
差
し
た
り
曲
が
っ
た
り
す
る
の
で
町
を
抜
け
る
の
に
苦
労
を
す
る
。

前
か
ら
き
た
警
察
の
パ
ト
カ
ー
が
「
曲
が
る
と
き
は
ウ
イ
ン
カ
ー
を
出
し
な
さ
い
。
」

と
ス
ピ
ー
カ
ー
で
警
告
す
る
。
「
ふ
る
さ
と
歴
史
資
料
館
」
の
表
示
が
あ
る
の
で
島

の
中
央
に
向
か
う
。
資
料
館
は
城
を
復
元
し
た
も
の
だ
。
こ
の
城
は
中
世
前
期
の
も

の
で
中
期
以
降
の
も
の
が
多
い
中
で
は
め
ず
ら
し
い
の
だ
と
い
う
。
城
と
い
う
よ
り

館
に
近
い
す
が
た
に
見
え
る
。
月
曜
な
の
で
資
料
館
は
や
っ
ぱ
り
閉
ま
っ
て
い
た
。

城
の
近
く
に
は
古
墳
の
石
室
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。
説
明
パ
ネ
ル
に
は
発
掘
の
際
の

カ
ラ
ー
写
真
も
添
え
ら
れ
て
壺
な
ど
の
副
葬
品
の
あ
る
石
室
が
写
っ
て
い
る
。
古
墳

自
体
は
か
つ
て
の
築
城
の
際
に
削
り
取
ら
れ
た
よ
う
だ
と
い
う
。
瀬
戸
内
海
の
島
々

は
早
く
か
ら
豪
族
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
だ
。

さ
ら
に
四
国
か
ら
大
分
に
渡
る
。
西
日
本
全
体
の
地
図
を
見
る
と
四
国
の
西
端
で

針
の
よ
う
に
突
き
出
た
半
島
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
遠
い
東
の
方
か
ら

ま
っ
す
ぐ
に
の
び
た
直
線
の
先
端
の
よ
う
に
見
え
る
。
四
国
の
北
部
を
横
切
っ
て
淡

路
島
南
端
を
か
す
め
、
和
歌
山
県
有
田
か
ら
志
摩
半
島
、
渥
美
半
島
へ
と
た
ど
り
、

東
の
端
は
御
前
崎
に
達
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
川
や
平
野
、
山
並
み
や
半
島
が
両
端

か
ら
引
っ
張
ら
れ
て
で
き
た
直
線
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
ま
だ
自
分
は
知
ら
な
い

が
、
こ
れ
は
地
理
学
上
の
名
の
付
い
た
特
徴
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
午
後
三
時
過
ぎ

に
三
崎
町
に
着
く
と
ま
も
な
く
フ
ェ
リ
ー
が
出
る
時
間
だ
っ
た
。
あ
わ
て
て
手
続
き

を
し
て
乗
船
、
甲
板
に
出
て
み
る
と
ち
ょ
う
ど
船
が
動
き
出
し
た
と
こ
ろ
だ
。
晴
れ

て
い
る
の
だ
が
、
す
ぐ
近
く
に
見
え
て
き
た
半
島
の
岬
は
か
す
ん
で
見
え
る
。
天
気

予
報
に
よ
る
と
、
い
ま
中
国
大
陸
か
ら
黄
砂
が
飛
来
し
て
い
る
と
い
う
。

二
十
八
日
（
火
）
晴
れ
の
ち
く
も
り
の
ち
雨
。
風
が
強
い
。
大
分
県
別
府
市
へ
。



大
分
市
に
歴
史
資
料
館
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
資
料
館
は
大
分
市
街
の
南
端

に
あ
る
。
こ
こ
に
は
縄
文
早
期
と
前
期
の
土
器
が
あ
る
。
前
期
の
土
器
は
大
分
市
内

の
遺
跡
か
ら
出
た
も
の
。
早
期
土
器
は
こ
こ
に
あ
る
の
は
複
製
で
野
津
町
出
土
の
も

の
だ
。
撮
影
の
た
め
の
申
請
書
を
書
い
て
写
真
を
写
す
。
野
津
町
は
最
近
の
市
町
村

合
併
で
臼
杵
市
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
臼
杵
市
役
所
に
電
話
を
す
る
。
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気
の
利
い
た
明
快
な
デ
ザ
イ
ン
。
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
思
わ

せ
ぶ
り
な
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
。
上
の
、
幅
の
狭
い
と
こ
ろ
に

は
２
本
の
波
を
入
れ
、
下
の
、
幅
の
広
い
と
こ
ろ
に
は
１
本
の
波

を
入
れ
る
と
い
う
対
比
。
底
近
く
に
も
横
線
を
入
れ
て
か
ら
す
ぼ

め
る
と
い
う
効
果
の
確
か
さ
。
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何
か
意
味
あ
り
気
な
文
様
。
向
こ
う
側
の
半
分
が
未
出
土
。
向

こ
う
側
に
は
な
に
が
あ
っ
た
の
か
。
一
番
あ
り
そ
う
な
の
は
こ
の

文
様
の
反
復
。
し
か
し
、
左
手
奥
の
様
子
か
ら
は
少
し
迷
い
も
あ

る
。
下
に
２
段
の
帯
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
上
の
か
た
ち
に
つ
な
が

る
様
子
は
、
こ
こ
に
見
え
る
限
り
な
い
。
右
か
ら
来
た
ス
プ
ー
ン

状
も
の
の
か
た
ち
は
と
も
か
く
、
そ
こ
へ
左
か
ら
来
た
か
た
ち
は
未
完
の
、
あ
る
い

は
、
下
に
潜
り
込
ん
だ
謎
め
い
た
も
の
。
こ
の
文
様
も
長
い
時
間
を
か
け
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
器
を
手
が
け
た
人
よ
り
前
に
生
き
た
人
は
ど
ん
な
文

様
を
見
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

図
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こ
の
、
単
調
な
輪
郭
と
穏
や
か
な
曲
線
は
作
り
手
の
個
性
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
口
縁
部
の
波
は
め
ず
ら
し
く
大
き
く
う

ね
る
。
比
較
的
小
ぶ
り
の
器
に
し
て
は
分
厚
い
。
こ
れ
く
ら
い

の
大
き
さ
だ
と
両
手
の
ひ
ら
に
持
っ
て
低
ま
っ
た
口
縁
部
に
唇

を
近
づ
け
る
様
子
も
想
像
さ
れ
る
。
文
様
は
放
射
状
に
、
そ
れ
も
い
い
か
げ
ん
に
付

http://www.k-tyd.jp/sub1d/note-7/2006/PD-260.htm
http://www.k-tyd.jp/sub1d/note-7/2006/PD-259.htm
http://www.k-tyd.jp/sub1d/note-7/2006/PD-258.htm


け
ら
れ
た
短
い
線
に
な
っ
て
い
て
、
木
版
画
に
よ
く
あ
る
丸
刀
に
よ
る
削
り
跡
の
よ

う
に
も
見
え
る
。
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こ
れ
は
多
分
、
も
っ
と
複
雑
で
あ
っ
た
文
様
の
渦
巻
き
の
部

分
が
残
っ
て
単
純
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
器
の
下
の
部
分

も
見
た
い
も
の
だ
。

午
後
、
野
津
町
公
民
館
へ
向
か
う
。
公
民
館
の
前
の
桜
の
木

の
下
に
車
を
止
め
る
。
ち
ょ
う
ど
桜
が
満
開
だ
。
受
付
で
聞
く

と
す
ぐ
係
の
男
性
が
出
て
き
て
親
切
に
応
対
し
て
く
れ
る
。
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こ
の
早
期
の
器
も
逆
円
錐
形
を
守
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
薄

手
の
器
は
ず
い
ぶ
ん
て
い
ね
い
に
扱
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
広

く
開
い
た
口
は
も
の
の
出
し
入
れ
が
し
や
す
い
。
こ
れ
は
地
面
の

く
ぼ
み
に
立
て
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
大
き
さ
で
地
面
に
埋
め
て
物
を
保
存

し
た
ら
た
く
さ
ん
は
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
に
こ
の
厚
み
で
は
も
た
な
い
か
。

文
様
は
内
側
の
上
部
に
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。

図
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上
で
張
り
出
し
た
胴
に
立
つ
高
い
襟
。
す
で
に
「
見
せ
る
こ
と
」

が
重
要
と
な
っ
た
か
た
ち
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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胴
に
穏
や
か
な
ふ
く
ら
み
を
見
せ
る
器
。
さ
ら
に
、
や
や
反
り

返
っ
て
開
く
口
辺
と
幾
筋
も
立
て
に
刻
ま
れ
た
線
が
優
し
い
表
情

を
つ
く
る
。

図
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細
い
帯
を
巻
い
た
よ
う
な
口
辺
の
簡
素
な
浅
鉢
。
口
辺
の
周
囲

四
カ
所
に
縦
に
く
ぼ
み
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
底
に
向
か
っ
て
細
く

尾
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
長
方
形
を
つ

く
る
溝
が
あ
る
ら
し
い
。
鉢
の
内
側
に
は
な
に
も
な
く
、
な
め
ら

か
な
曲
面
に
な
っ
て
い
る
。
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輪
郭
は
西
日
本
で
よ
く
見
る
か
た
ち
。
こ
の
か
た
ち
で
は
、
口

辺
は
必
ず
す
る
ど
く
く
び
れ
る
。
こ
の
く
び
れ
は
な
ん
の
目
的
だ

か
、
よ
ほ
ど
大
切
な
も
の
ら
し
い
。

二
十
九
日
（
水
）
く
も
り
の
ち
雨
の
ち
晴
れ
。
九
州
道
。
鳥
栖
市
へ
。

西
へ
向
か
う
途
中
の
町
々
で
資
料
館
を
探
す
が
見
つ
か
ら
な
い
。
筑
後
川
温
泉
と

い
う
と
こ
ろ
に
寄
る
。
こ
の
温
泉
は
湯
の
中
で
肌
が
少
し
ぬ
る
り
と
す
る
。
鳥
栖
市

へ
向
か
う
。
鳥
栖
市
は
久
留
米
市
と
隣
り
あ
っ
て
い
て
、
地
図
で
は
市
街
地
が
ほ
と

ん
ど
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
道
路
に
「
佐
賀
県
」
の
表
示
が
出
る
。
あ
あ
、

二
つ
の
市
街
は
県
が
違
う
の
だ
。

鳥
栖
市
役
所
文
化
ス
ポ
ー
ツ
（
課
）
で
埋
蔵
文
化
財
関
係
の
展
示
室
に
つ
い
て
聞

く
。
今
の
と
こ
ろ
鳥
栖
市
に
博
物
館
や
埋
蔵
文
化
財
関
係
の
資
料
室
は
な
い
。
発
掘

結
果
の
一
般
向
け
報
告
カ
ー
ド
を
何
枚
も
見
せ
て
も
ら
う
。
そ
の
な
か
に
縄
文
中
期

の
土
器
の
カ
ラ
ー
写
真
が
あ
る
。
口
辺
の
帯
に
波
模
様
が
あ
っ
て
そ
れ
で
少
し
華
や

か
な
姿
に
見
せ
て
い
る
。
鳥
栖
市
内
に
埋
蔵
文
化
財
の
収
蔵
庫
が
あ
っ
て
係
員
が
い

る
の
で
申
し
出
れ
ば
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
。

三
十
日
（
木
）
晴
れ
。
風
が
強
い
。
佐
賀
市
へ
。

鳥
栖
市
文
化
財
収
蔵
庫
は
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
小
学
校
に
あ
る
。
階
段
や
廊

下
に
大
き
な
埴
輪
の
馬
や
瓶
が
置
い
て
あ
る
。
開
け
て
も
ら
っ
た
教
室
に
は
い
る
と

ス
チ
ー
ル
の
棚
に
は
弥
生
土
器
が
い
っ
ぱ
い
並
ん
で
い
る
。
奥
の
方
に
縄
文
土
器
ら

し
い
の
が
数
点
あ
る
。
け
れ
ど
も
目
当
て
の
土
器
は
こ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
も
う
一

度
市
の
文
化
財
担
当
の
と
こ
ろ
を
た
ず
ね
て
あ
の
土
器
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
あ

れ
は
県
が
収
蔵
し
て
い
る
は
ず
で
す
と
い
う
。
「
県
立
博
物
館
に
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
あ
れ
が
展
示
さ
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
。
」
そ
う
か
。
佐
賀
県
立
博

物
館
は
ま
だ
見
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
の
で
早
速
出
か

け
る
。

佐
賀
県
博
物
館
は
同
じ
建
物
に
美
術
館
の
部
分
も
設
け
ら
れ
て
い
て
ど
ち
ら
も
無

料
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
を
弱
め
た
各
展
示
室
は
床
面
積
に
十
分
な
余
裕
が
あ
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っ
て
少
し
素
っ
気
な
い
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
た
め
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
部
屋
は
薄
暗
い
が
展
示
ケ
ー
ス
の
中
を
明
る
く
し
て
ガ
ラ
ス
越
し
で
も

見
や
す
く
し
て
い
る
。
常
設
展
示
室
に
そ
の
中
期
の
縄
文
土
器
は
あ
っ
た
。
か
な
り

大
き
な
も
の
だ
。
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文
様
の
曲
線
は
二
本
が
一
組
に
な
っ
て
盛
り
上
が
っ
た
り
、
渦

の
よ
う
に
巻
き
込
ん
だ
り
す
る
。
復
元
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
は
、

繰
り
返
し
や
対
称
性
な
ど
の
た
し
か
な
規
則
を
こ
れ
ら
の
模
様
の

配
置
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
畝
は
別

の
方
へ
分
か
れ
て
い
っ
た
り
、
た
が
い
に
近
づ
い
て
合
わ
さ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
畝

の
上
を
た
ど
る
よ
う
に
点
線
が
進
む
。
こ
の
点
線
を
置
く
前
に
は
、
文
様
は
ま
っ
た

く
別
の
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
文
様
に
華
や
か
さ
を
加
え
る
こ
の
思
い
つ
き

は
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
様
は
一
定
の
幅
で
口
辺
を
巡
っ
て
い
る

よ
う
だ
が
胴
部
と
の
境
界
線
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
文
様

は
、
西
日
本
の
こ
の
あ
た
り
で
は
思
い
が
け
な
く
自
由
な
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
器
の
か
た
ち
は
ご
く
あ
り
き
た
り
だ
。
口
縁
ま
ぎ
わ
で
や
や

開
い
て
見
え
る
の
は
こ
の
正
面
付
近
だ
け
だ
。
他
の
角
度
か
ら
見
る
と
口
辺
は
筒
状

に
近
い
。
こ
の
い
い
加
減
さ
は
復
元
の
手
際
の
せ
い
な
の
か
、
も
と
も
と
の
も
の
な

の
か
。

「
と
す
の
文
化
財
解
説
シ
ー
ト
」
の
写
真
で
は
出
土
し
な
か
っ
た
部
分
が
白
い
石

膏
の
ま
ま
だ
っ
た
が
今
は
薄
茶
色
に
着
色
さ
れ
て
い
る
。
波
の
様
な
盛
り
上
が
り
の

上
の
小
さ
な
連
続
し
た
穴
。
こ
う
し
た
細
か
い
も
の
の
連
続
は
な
ぜ
か
華
麗
な
印
象

を
与
え
る
。
波
模
様
が
そ
こ
に
軽
や
か
さ
さ
え
も
加
え
る
。
こ
の
こ
こ
ち
よ
さ
を
当

時
の
人
々
も
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
土
器
に
つ
い
て
学
芸
員
さ
ん
の
話
を
聞
く
。
こ
の
地
方
の
土
器
は
か
た
ち
や

模
様
に
あ
ま
り
変
化
が
な
い
の
で
そ
の
点
で
こ
の
波
模
様
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
。
こ

の
口
辺
が
同
じ
模
様
の
土
器
は
二
つ
分
出
土
し
て
い
て
そ
れ
ぞ
れ
復
元
さ
れ
て
こ
の

佐
賀
県
博
物
館
に
あ
る
こ
と
。
現
在
、
一
方
の
土
器
は
太
宰
府
の
九
州
国
立
博
物
館

に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
に
あ
る
土
器
は
口
縁
部
か
ら
下
の
平
底
ま
で
一

通
り
破
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
。
写
真
を
写
す
こ
と
に
別
段
問
題
は
な
い
と
の
こ
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小
ぶ
り
の
こ
の
器
は
、
持
ち
運
び
の
し
や
す
い
い
か
に
も
実
用

本
位
の
か
た
ち
だ
。
そ
れ
で
も
、
口
縁
部
に
は
細
か
い
刻
み
目
を

付
け
、
口
辺
の
内
側
に
も
二
本
の
線
を
入
れ
て
い
る
。
胴
部
に
押

し
つ
け
ら
れ
た
線
の
配
置
は
ど
う
や
ら
適
当
だ
。
川
に
は
い
る
と

き
に
腰
に
付
け
る
竹
か
ご
で
こ
ん
な
の
が
あ
り
そ
う
だ
。
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簡
素
で
実
用
的
な
ボ
ー
ル
。
つ
か
い
み
ち
は
は
っ
き
り
し
て
い

た
だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
飾
り
気
の
な
い
姿
だ
が
か
た
ち
に
迷
い
は

な
く
、
ま
る
で
ろ
く
ろ
で
も
使
っ
た
よ
う
に
均
整
が
と
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
口
辺
の
つ
く
り
は
あ
き
ら
か
に
圧
縮
さ
れ
た
も
の
で
、

も
っ
と
高
く
も
っ
と
く
び
れ
た
前
の
時
代
の
か
た
ち
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
晩
期
の
、
こ
れ
も
縄
文
の
器
な
の
だ
。

三
十
一
日
（
金
）
晴
れ
。
福
岡
県
太
宰
府
市
へ
。

太
宰
府
の
国
立
博
物
館
の
駐
車
場
は
福
岡
県
歴
史
資
料
館
の
す
ぐ
前
だ
っ
た
。
そ

こ
で
先
に
資
料
館
に
は
い
る
。
展
示
室
に
は
一
昨
年
も
見
た
縄
文
早
期
と
縄
文
後
期

の
土
器
が
あ
る
。
そ
れ
を
確
か
め
て
か
ら
受
付
で
写
真
撮
影
に
つ
い
て
聞
く
。
今
回

は
家
を
出
る
前
に
電
話
で
依
頼
し
て
お
い
た
の
で
受
付
で
は
こ
ち
ら
の
名
前
を
メ
モ

し
て
く
れ
て
い
て
す
ぐ
腕
章
を
渡
し
て
く
れ
る
。
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こ
の
器
形
と
胴
に
巻
か
れ
た
文
様
は
西
日
本
で
た
び
た
び
見

て
き
た
も
の
だ
。
文
様
は
口
縁
の
四
つ
の
突
起
に
対
応
し
て
い

る
。
端
を
切
り
落
と
し
た
帯
を
何
本
か
組
み
合
わ
せ
て
表
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
ん
な
に
も
単
純
化
さ
れ
て
い
る
が
幾

何
模
様
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
さ
ら
に
流
動
的
な
文
様
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
器
は
て
い
ね
い
に
復
元
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
る
と

出
土
部
分
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
正
面
の
文
様
の
主
要
部
分
と
右
手
の
突
起
が
た

ま
た
ま
出
土
し
た
よ
う
だ
。
こ
の
右
手
の
突
起
と
他
の
三
つ
の
復
元
の
際
に
作
ら
れ
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た
突
起
を
く
ら
べ
て
み
る
と
表
現
が
か
な
り
ち
が
う
。
も
と
も
と
の
突
起
は
、
あ
た

か
も
「
器
の
端
に
は
い
上
が
っ
た
蛇
」
の
よ
う
に
生
々
し
く
見
え
る
。
こ
の
両
端
が

ち
ょ
う
ど
破
片
の
割
れ
目
に
当
た
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
れ
も
復
元
の
際
の
手
際
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
器
の
輪
郭

線
は
あ
く
ま
で
な
め
ら
か
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
胴
は
高
い
位

置
に
張
り
出
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
文
様
の
帯
が
巻
か
れ
る
。

帯
を
細
め
に
し
た
の
は
こ
の
張
り
出
し
に
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

四
つ
の
峰
を
も
つ
口
縁
部
の
出
土
部
分
は
正
面
の
こ
の
二
片
に
す
ぎ
な
い
。
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早
期
の
、
こ
れ
も
押
出
文
の
よ
う
だ
が
升
状
の
文
様
だ
。
復

元
し
た
と
き
の
補
修
部
分
に
も
こ
の
矩
形
の
文
様
が
精
巧
に
再

現
さ
れ
て
い
る
。
各
出
土
片
の
隙
間
を
石
膏
な
ど
で
埋
め
て
い

な
い
の
で
出
土
部
分
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

以
前
に
徒
歩
で
降
り
て
き
た
山
道
は
今
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
階
段
と
舗
装
道
路
に

な
っ
て
い
る
。
国
立
博
物
館
の
建
物
は
大
き
な
カ
イ
コ
の
繭
を
縦
に
切
っ
て
横
た
え

た
姿
に
見
え
る
。
そ
の
切
断
面
の
ほ
と
ん
ど
に
ガ
ラ
ス
を
は
め
て
い
て
、
そ
れ
が
鏡

の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
周
り
の
風
景
を
映
し
て
い
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
こ
の

方
法
で
有
害
な
紫
外
線
を
弱
め
て
い
る
の
で
展
示
品
を
明
る
い
光
の
も
と
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
あ
る
。

建
物
の
中
に
入
っ
て
驚
い
た
。
一
階
の
広
い
フ
ロ
ア
は
ず
っ
と
向
こ
う
ま
で
人
で

い
っ
ぱ
い
だ
。
常
設
展
の
入
り
口
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
ば
ら
く
歩

い
て
い
く
と
奥
に
ク
ロ
ー
ク
が
あ
る
。
聞
く
と
入
り
口
近
く
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で

４
階
に
上
が
る
の
だ
と
い
う
。
大
勢
の
人
と
一
緒
に
四
階
に
上
が
る
。
こ
こ
も
人
で

い
っ
ぱ
い
だ
。
展
示
室
は
暗
い
。
明
る
い
窓
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
展
示
品
の
た
め

の
照
明
は
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
見
る
者
に
独
特
の
印
象
を
与
え
よ
う
と
懸

命
に
努
力
す
る
。
そ
の
結
果
、
た
い
て
い
は
そ
の
も
の
本
来
の
姿
と
は
だ
い
ぶ
ん
違

っ
た
も
の
に
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
人
が
多
く
て
は
、
「
開
館
後
、
途
中
か
ら

写
真
撮
影
は
禁
止
に
し
ま
し
た
。
」
と
い
う
事
情
も
よ
く
分
か
る
。
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広
い
フ
ロ
ア
は
複
雑
に
仕
切
ら
れ
て
各
コ
ー
ナ
ー
ご
と
に
展
示
テ
ー
マ
を
掲
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
順
路
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
と
設
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
、
人

々
は
そ
の
つ
ど
思
い
思
い
の
方
向
に
う
ご
き
ま
わ
っ
て
い
る
。
人
混
み
を
分
け
て
う

ろ
う
ろ
し
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
元
の
場
所
に
も
ど
っ
て
い
た
り
、
す
で
に

見
覚
え
の
あ
る
コ
ー
ナ
ー
の
す
ぐ
横
に
気
づ
か
な
い
で
い
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
入
り

口
が
あ
っ
た
り
す
る
。
展
示
内
容
で
は
、
こ
こ
が
九
州
太
宰
府
の
地
と
い
う
こ
と
か

ら
朝
鮮
半
島
や
大
陸
と
の
交
流
を
何
か
に
つ
け
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
会
場
の
周
辺

や
中
央
を
行
き
来
す
る
う
ち
に
い
き
な
り
興
福
寺
阿
修
羅
像
の
前
に
出
る
。
全
身
を

朱
に
塗
ら
れ
て
立
つ
こ
の
像
は
当
初
の
色
彩
を
復
元
し
た
も
の
ら
し
い
。
も
う
少
し

か
た
ち
が
正
確
に
作
ら
れ
て
い
た
ら
い
い
の
に
と
思
う
。
顔
の
表
情
が
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
も
と
も
と
の
阿
修
羅
像
で
す
と
い
う
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
。

せ
め
て
現
在
の
姿
を
写
し
た
実
物
大
の
精
密
な
カ
ラ
ー
写
真
で
も
横
に
添
え
た
ら
、

も
し
か
す
る
と
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
誤
解
を
さ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

き
の
う
佐
賀
県
立
博
物
館
で
見
た
縄
文
中
期
の
一
方
の
土
器
は
「
海
、
森
、
火
山
」

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
あ
の
点
線
を
と
も
な
っ
た
波
模
様
で
す
ぐ

に
そ
れ
と
分
か
る
。
こ
ち
ら
は
口
辺
が
立
て
た
襟
の
よ
う
に
直
線
で
で
き
て
い
る
。

そ
れ
が
胴
の
ふ
く
ら
み
の
感
じ
と
合
わ
ず
な
ん
だ
か
堅
い
姿
に
見
え
て
落
ち
着
か
な

い
。
き
の
う
見
た
器
の
印
象
が
ま
だ
強
い
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
、
き
の
う

は
周
囲
に
誰
も
い
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
こ
こ
と
は
た
い
そ
う
違
う
。
こ
の
器
が

き
の
う
の
場
所
に
も
ど
っ
た
姿
を
も
う
一
度
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
き
の
新
潟
地
震
の
際
に
被
害
に
あ
っ
た
津
南
町
の
博
物
館
の
土
器
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
こ
こ
へ
運
ば
れ
て
き
て
修
復
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
巨
大
な
空
間
は
観
光
地
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
近
い
も
の
だ
が
い
つ
ま
で
も
こ

う
し
て
続
け
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
興
奮
状
態
が
消
え
た
、
た
と
え
ば
五
年

後
に
は
ど
ん
な
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
入
っ
た
展
示
物
に

よ
っ
て
は
も
う
一
度
来
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
だ
け
人
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
な

か
で
き
な
い
こ
と
だ
し
、
多
く
の
人
に
歴
史
上
の
遺
物
を
見
る
機
会
を
用
意
で
き
た

こ
と
も
こ
れ
ま
で
の
博
物
館
で
は
考
え
ら
れ
な
い
画
期
的
な
成
果
だ
。
こ
こ
に
来
た

い
く
ら
か
の
人
々
が
そ
の
自
分
な
り
の
興
味
を
持
続
さ
せ
て
さ
ら
に
別
の
博
物
館
へ

行
っ
て
み
る
こ
と
も
大
い
に
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
博
物
館
に
は



文
化
財
を
修
復
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
の
専
門
的
な
機
能
が
あ

る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
各
地
の
博
物
館
と
の
重
要
な
つ
な
が
り
と
な
っ
て
こ
れ
か

ら
の
展
示
に
も
生
か
さ
れ
て
い
く
ら
し
い
。
こ
う
し
て
各
地
の
博
物
館
と
の
つ
な
が

り
を
持
つ
こ
と
は
、
展
示
内
容
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

現
在
の
展
示
方
法
は
そ
ん
な
性
格
と
も
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

修
復
の
役
割
も
大
事
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
つ
な
が
り
の
中
で
各
博
物
館
の

収
蔵
品
の
レ
プ
リ
カ
の
展
示
も
増
や
し
て
い
く
と
こ
の
博
物
館
の
性
格
が
さ
ら
に
は

っ
き
り
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
か
東
大
総
合
博
物
館
の
展
示
で
レ
プ
リ
カ

の
作
り
方
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
な
ん
で
も
、
最
先
端
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し

て
本
物
と
寸
分
違
わ
ぬ
立
体
物
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
石
膏
で
型
ど
り
す
る
こ
と

な
く
、
表
面
の
細
か
な
凹
凸
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
実
物
と
ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
を

作
る
こ
と
は
、
実
際
に
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
書
画
、
図
面
な
ど
も
ふ
く
め
て
、

本
物
で
は
な
い
レ
プ
リ
カ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
明
る
い
場
所
で

の
展
示
、
年
寄
り
や
子
ど
も
に
親
し
み
や
す
い
開
放
的
な
展
示
が
可
能
に
な
る
。
本

物
へ
の
興
味
を
か
き
立
て
る
よ
う
な
展
示
も
工
夫
で
き
る
。
限
り
な
く
本
物
に
近
い

レ
プ
リ
カ
に
よ
っ
て
全
国
各
地
の
文
化
財
を
総
合
的
に
大
規
模
に
展
示
す
る
企
画
も

立
案
で
き
る
。

各
博
物
館
で
は
、
収
蔵
す
る
貴
重
な
文
化
財
に
代
わ
っ
て
常
時
展
示
す
る
た
め
の

レ
プ
リ
カ
を
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
今
の
と
こ
ろ
、
レ
プ
リ

カ
制
作
は
相
当
に
費
用
の
か
か
る
も
の
ら
し
い
。
こ
の
博
物
館
で

集
中
的
に
専
門
の
技
術
者
や
機
材
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
よ
り
多

く
の
精
密
な
レ
プ
リ
カ
制
作
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
文
化
財
の
修
復
と
と
も
に
こ
の
博
物
館
の
重
要
な
機
能
に
な

れ
ば
、
各
博
物
館
と
の
つ
な
が
り
を
生
か
し
た
展
示
が
い
っ
そ
う

充
実
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
文
化
財
の
収
蔵
」
と
い
う
役
目
に
も
重

点
を
置
か
ざ
る
を
え
な
い
従
来
の
博
物
館
と
は
ち
が
っ
て
、
ユ
ニ

ー
ク
で
重
要
な
機
能
を
持
っ
た
、
し
か
も
き
わ
め
て
活
動
的
な
国

立
博
物
館
が
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
写
真-

１
）
、
（
写
真-

２
）
。

遅
い
昼
食
の
あ
と
明
日
の
予
定
を
思
案
す
る
。
き
の
う
は
ま
だ
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見
て
い
な
か
っ
た
佐
賀
の
博
物
館
を
見
た
。
あ
と
、
北
九
州
で
は
長
崎
の
博
物
館
を

見
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
の
だ
か
ら
と
長
崎
県
庁
へ
電
話
で
問
い
合
わ
せ

る
。
す
る
と
、
博
物
館
は
あ
る
が
縄
文
・
弥
生
関
係
の
展
示
は
な
い
と
い
う
。
市
町

村
で
は
平
戸
市
田
平
町
の
歴
史
資
料
館
に
そ
の
関
係
の
展
示
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の

と
き
、
「
島
で
は
な
い
方
が
い
い
で
す
ね
。
」
と
念
を
押
す
か
ら
「
そ
う
で
す
。
」
と

答
え
る
。

四
月
一
日
（
土
）
く
も
り
の
ち
雨
。

正
午
前
に
田
平
町
立
里
田
原
歴
史
民
俗
資
料
館
に
着
く
。
田
平
町
も
今
回
の
合
併

で
平
戸
市
に
入
っ
た
の
だ
と
い
う
。
す
ぐ
前
に
平
戸
島
の
見
え
る
海
峡
に
は
立
派
な

平
戸
大
橋
が
架
け
ら
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
だ
い
ぶ
前
か
ら
平
戸
は
離
れ
島
で
は
な

い
の
だ
。

資
料
館
の
展
示
ケ
ー
ス
に
は
縄
文
早
期
の
土
器
の
一
部
が
い
く
つ
か
置
か
れ
て
い

る
。
係
の
女
性
の
話
で
は
、
こ
れ
ら
の
土
器
は
こ
の
近
く
の
海
岸
で
見
つ
か
る
。
そ

こ
は
波
に
よ
る
台
地
の
浸
食
が
激
し
く
て
岩
の
崩
れ
た
中
か
ら
土
器
が
顔
を
出
す
の

だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
太
古
の
遺
跡
が
失
わ
れ
て
い
く
ら
し

い
。
ぼ
く
に
は
、
残
念
な
が
ら
ケ
ー
ス
の
中
の
土
器
片
か
ら
文
様
の
全
体
像
や
器
の

姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
地
方
の
同
じ
よ
う
な
遺
跡
や
そ
の
出
土
品

を
展
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
。
彼
女
は
ど
こ
か
へ
何
度
も
電
話

を
か
け
て
誰
か
に
い
ろ
い
ろ
と
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
る
。
「
今
日
は
土
曜
日
な
の
で
、

こ
ち
ら
が
聞
き
た
い
と
思
っ
て
も
な
か
な
か
人
が
捕
ま
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
」
と
い

か
に
も
残
念
そ
う
に
い
う
。
そ
れ
で
も
佐
世
保
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
て
く
れ
る
。

佐
世
保
市
に
縄
文
草
創
期
の
土
器
が
あ
る
と
い
う
。
あ
あ
、
そ
う

聞
く
と
何
か
で
読
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。
早
速
そ
の
展
示
場
の
あ
る

場
所
と
電
話
番
号
を
調
べ
て
も
ら
う
。
「
お
か
げ
で
明
日
の
予
定

が
で
き
ま
し
た
。
」
と
礼
を
述
べ
る
。

平
戸
市
松
浦
資
料
館
に
寄
る
。(

写
真-

３)

午
後
四
時
、
長
崎
県
江
迎
町
白
岳
公
園
キ
ャ
ン
プ
場
に
着
く
。

ま
も
な
く
雨
が
降
り
出
す
。
明
け
方
ま
で
ひ
ど
い
風
と
雨
。
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二
日
（
日
）
早
朝
に
濃
霧
、
山
を
下
り
て
曇
り
の
ち
晴
れ
。

佐
世
保
市
中
心
街
で
立
ち
往
生
を
す
る
。
駐
車
場
が
な
い
。
目
的
の
博
物
館
の
あ

る
島
瀬
美
術
セ
ン
タ
ー
と
い
う
建
物
の
付
近
を
何
度
も
走
り
回
る
。
何
度
目
か
に
建

物
の
前
を
通
っ
て
角
を
曲
が
る
と
斜
め
の
筋
か
ら
車
が
出
て
く
る
。
ど
う
も
駐
車
場

に
通
じ
て
い
る
よ
う
だ
と
中
へ
入
る
。
入
っ
て
す
ぐ
気
が
つ
い
た
。
こ
の
筋
そ
の
も

の
が
両
側
に
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
の
あ
る
駐
車
場
だ
。
奥
は
行
き
止
ま
り
。
向
き

を
変
え
ら
れ
な
い
の
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
、
車
を
止
め
て
奥
の
建
物
に
向
か
う

女
性
が
「
私
が
先
に
待
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
」
と
、
う
つ
む
い
た
ま
ま
つ
ぶ
や
い

て
行
く
。
バ
ッ
ク
で
戻
ろ
う
と
す
る
と
車
が
入
っ
て
き
て
戻
れ
な
い
。
よ
う
や
く
た

が
い
に
横
を
す
り
抜
け
て
筋
の
出
入
り
口
に
戻
る
。
看
板
が
立
て
て
あ
っ
て
、
こ
こ

で
順
番
を
待
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
、
先
ほ
ど
ぎ
り

ぎ
り
の
幅
で
す
り
抜
け
た
車
の
男
性
が
出
て
き
て
険
し
い
目
つ
き
で
こ
ち
ら
を
見
る

と
や
っ
ぱ
り
何
か
つ
ぶ
や
い
た
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
五
階
に
上
が
る
と
考
古
学
展
示
室
が
あ
る
。
入
り
口
で
は
写
真

撮
影
を
禁
止
と
明
示
し
て
い
る
。
入
っ
て
す
ぐ
左
手
に
展
示
用
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
「
最
古
の
豆
粒
文
土
器
に
つ
い
て
。
約
１
万
８
０
０
年
±
４
５
０
年
前
。
…
口

縁
か
ら
胴
部
に
か
け
て
豆
粒
状
の
装
飾
を
付
け
た
、
高
さ
２
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

深
鉢
を
な
し
、
土
器
の
表
面
に
厚
く
ス
ス
が
付
い
て
最
初
か
ら
煮
た
き
に
使
わ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
…
。
」

そ
の
草
創
期
の
土
器
は
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
で
底
と
口
辺
を
を
す
ぼ
め

て
い
る
。
ガ
ラ
ス
越
し
に
見
る
か
ぎ
り
豆
粒
文
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
煮

炊
き
に
使
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
か
た
ち
や
大
き
さ
は
腕
に
抱
え
て
ど
こ
か
へ
持
っ

て
行
く
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
。
出
土
し
た
部
分
は
器
の
上
部
に
多
い
。
破
片
は
た
が

い
に
密
着
す
る
の
で
は
な
く
隣
と
の
あ
い
だ
に
あ
い
た
広
い
隙
間
を
石
膏
か
何
か
で

埋
め
て
い
る
。
口
縁
部
で
見
る
厚
み
は
薄
い
。
い
か
に
も
壊
れ
や
す
い
も
の
に
見
え

る
。
こ
れ
を
絶
え
ず
持
ち
運
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

口
辺
を
や
や
す
ぼ
め
た
の
は
何
の
た
め
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
木
の
実
か
水
を
入
れ
て

十
分
に
注
意
を
し
な
が
ら
短
い
距
離
を
運
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
番
奥
に
は
広
い
間
口
と
深
い
奥
行
き
で
当
時
の
洞
窟
か
岩
陰
を
再
現
し
て
い
る
。

そ
こ
に
男
女
数
人
の
人
物
を
配
し
て
生
活
場
面
が
作
ら
れ
て
い
る
。
前
に
立
つ
と
青



や
赤
な
ど
の
照
明
が
徐
々
に
変
化
し
て
、
ど
こ
か
ら
か
ス
ピ
ー
カ
ー
の
説
明
の
声
が

流
れ
る
。
い
ま
は
他
に
参
観
者
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
と
き
ど
き
子
ど
も
た
ち

が
校
外
授
業
で
や
っ
て
来
て
目
を
見
張
り
な
が
ら
こ
の
説
明
を
聞
く
の
だ
。
手
前
で

は
若
い
女
性
が
土
器
を
置
い
た
た
き
火
の
前
で
身
を
か
が
め
る
。
こ
の
土
器
の
口
辺

は
す
ぼ
ま
っ
て
い
な
い
。
彼
女
は
い
ま
目
覚
め
て
起
き
出
し
て
き
た
ば
か
り
の
人
の

よ
う
に
長
い
髪
を
乱
し
て
異
様
な
姿
だ
。

午
後
は
関
門
海
峡
へ
向
か
う
。

三
日
（
月
）
晴
れ
。

山
口
県
萩
市
。
市
役
所
の
受
付
で
縄
文
時
代
の
資
料
館
に
つ
い
て
聞
く
と
、
す
ぐ

関
係
の
部
署
へ
連
絡
を
取
っ
て
く
れ
る
。
博
物
館
担
当
の
男
性
は
市
内
の
遺
跡
分
布

地
図
で
縄
文
・
弥
生
遺
跡
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
る
。
昨
年
、
新
し
い
博
物
館
が
で

き
た
が
考
古
関
係
の
展
示
は
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
の
博
物
館
へ
の
道
順

を
教
え
て
も
ら
っ
て
と
に
か
く
行
っ
て
み
る
。

博
物
館
の
建
物
の
多
く
は
和
風
の
平
屋
。
広
い
敷
地
に
大
き
な
瓦
屋
根
の
建
物
が

い
く
つ
も
配
置
さ
れ
て
い
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
「
…
。
建
物
の
配
置
や
外
観

は
、
か
つ
て
こ
の
地
区
内
に
あ
っ
た
規
模
の
大
き
い
武
家
屋
敷
の
特
徴
に
な
ら
っ
て

い
ま
す
。
博
物
館
本
体
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
す
が
、
瓦
葺
き
の
屋
根
を
か

け
、
軒
先
や
柱
、
外
壁
な
ど
に
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
、
伝
統
的
な
木
造
建
築

の
外
観
に
近
づ
け
る
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
。
…
。
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
が
目

に
触
れ
な
か
っ
た
ら
、
中
に
入
っ
て
か
ら
も
ぼ
く
は
こ
の
建
物
が
全
部
木
造
だ
と
思

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
内
部
に
は
木
造
建
築
で
は
望
め
な
い
広
い

空
間
が
あ
る
。
廊
下
や
建
物
を
つ
な
ぐ
回
廊
か
ら
は
、
い
く
つ
か
あ
る
中
庭
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
廊
下
の
分
厚
い
戸
袋
は
ガ
ラ
ス
戸
、
障
子
、
網
戸
を
収
納
す
る
。

戸
袋
は
外
に
出
て
い
る
の
で
は
な
く
建
物
の
壁
の
一
部
に
収
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し

て
外
部
に
接
す
る
部
分
や
内
装
に
も
木
材
や
紙
を
使
う
こ
と
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
建
物
の
性
質
を
よ
く
補
っ
て
い
る
し
、
目
に
触
れ
る
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
見
慣
れ

た
伝
統
的
な
材
質
に
な
っ
て
い
る
の
で
心
を
落
ち
着
か
せ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
は
木

造
で
あ
る
べ
き
建
物
で
あ
り
な
が
ら
博
物
館
と
し
て
必
要
な
空
間
や
安
全
性
を
確
保

す
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
高
価
な
妥
協
の
産
物
な
の
だ
。
し
か
し
、
よ
く
あ
る
コ



ン
ク
リ
ー
ト
製
の
お
城
や
お
寺
に
く
ら
べ
た
ら
、
こ
の
建
物
は
よ
ほ
ど
巧
妙
に
で
き

て
い
る
。

こ
の
博
物
館
の
展
示
は
一
応
総
合
的
で
自
然
科
学
か
ら
産
業
、
歴
史
ま
で
幅
広
い
。

柑
橘
類
の
栽
培
に
関
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
か
な
り
古
い
も
の
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、

果
物
の
選
別
機
が
組
み
立
て
て
あ
る
。
若
い
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
小
さ
な
男
の
子
が

近
づ
く
。
ち
ょ
う
ど
た
ま
た
ま
展
示
の
担
当
者
が
そ
れ
を
待
っ
て
い
て
模
擬
果
物
を

一
つ
転
が
す
。
果
物
は
自
分
の
大
き
さ
に
合
う
穴
に
出
会
っ
て
そ
こ
か
ら
転
が
り
出

る
と
箱
の
中
に
落
ち
る
。
父
親
が
そ
れ
を
取
っ
て
子
ど
も
に
渡
し
、
子
ど
も
が
そ
れ

を
持
っ
て
行
く
と
担
当
者
は
子
ど
も
に
そ
れ
を
転
が
す
よ
う
に
促
す
。

歴
史
の
展
示
は
毛
利
氏
の
城
下
町
に
関
す
る
こ
と
と
、
吉
田
松
陰
の
こ
と
、
高
杉

晋
作
の
こ
と
な
ど
中
世
、
近
世
の
展
示
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
地
が
維
新
前
後

に
新
し
い
日
本
の
た
め
に
活
動
し
た
人
々
を
輩
出
し
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
誇
る

べ
き
こ
と
と
し
て
、
こ
の
博
物
館
に
お
い
て
も
他
の
事
柄
よ
り
も
際
だ
っ
て
重
要
な

位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。

日
本
海
に
面
し
て
深
い
入
り
江
と
山
と
川
に
恵
ま
れ
た
こ
の
地
に
は
古
く
か
ら
人

々
が
住
み
つ
い
て
い
た
よ
う
だ
。
弥
生
文
化
が
早
く
か
ら
根
づ
い
た
こ
の
地
は
、
他

の
中
国
地
方
各
地
と
同
じ
よ
う
に
わ
ず
か
な
平
地
は
す
べ
て
彼
ら
に
耕
さ
れ
た
だ
ろ

う
。
縄
文
時
代
の
生
活
の
跡
は
そ
の
と
き
以
後
は
散
り
じ
り
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
ぐ
近
く
ま
で
せ
ま
っ
た
山
地
で
は
人
口
が
急
激

に
ふ
え
る
こ
と
な
く
地
面
の
下
に
古
い
名
残
を
保
ち
続
け
て
い
る
地
域
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
現
在
の
こ
の
地
で
は
縄
文
・
弥
生
に
注
目
し
重
要
視
す
る
人
は
あ
ま
り
目

立
た
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
、
萩
市
に
は
縄
文
・
弥
生
の
遺
跡
が
あ
る
し
、
開
発

に
と
も
な
っ
て
調
査
さ
れ
た
と
き
の
出
土
品
は
ど
こ
か
に
仕
舞
っ
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。

四
日
（
火
）
晴
れ
。

朝
、
出
発
前
に
、
鳥
取
県
智
頭
町
役
場
に
電
話
で
問
い
合
わ
せ
る
。
一
昨
年
の
智

頭
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
土
器
の
そ
の
後
の
状
態
に
つ
い
て
聞
く
。
埋
蔵
文
化
財

を
担
当
し
て
い
る
人
の
話
で
は
、
そ
の
後
も
出
土
品
の
た
め
の
展
示
館
が
で
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

家
へ
向
か
う
。
夕
刻
に
帰
宅
。


