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ボ
ク
サ
ー
に
な
り
た
く
て
、
中
学
を
卒
業
し
て
す

ぐ
大
阪
に
出
た
ん
で
す
。
当
時
、
井
岡
弘
樹
が
す
ご

か
っ
た
の
で
、
あ
こ
が
れ
ま
し
た
。
飛
び
込
ん
だ
ジ

ム
で
黙
々
と
練
習
の
日
々
を
過
ご
し
、
ス
パ
ー
リ
ン

グ
も
こ
な
し
て
。

　

も
の
す
ご
く
多
感
だ
っ
た
ん
で
す
。
食
べ
る
の
に

ア
ル
バ
イ
ト
し
て
て
、
18
歳
の
頃
か
ら
は
不
動
産
関

連
の
仕
事
で
三
重
と
か
奈
良
と
か
に
行
っ
て
、
古
い

家
を
見
た
り
、
茅
葺
き
屋
根
を
こ
わ
す
現
場
作
業
を

し
た
り
。
そ
れ
で
行
っ
た
先
で
、
お
寺
ま
わ
り
な
ん

か
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
。
お
っ
さ
ん
ぼ
う
や
と
呼

ば
れ
て
ま
し
た
。

　

何
と
な
く
自
分
が
、
ボ
ク
シ
ン
グ
す
る
に
は
攻
撃

性
が
な
い
こ
と
に
だ
ん
だ
ん
気
付
い
て
い
っ
た
ん
で

す
ね
。
一
人
で
登
山
し
た
り
、
高
野
山
へ
出
か
け
た

り
し
な
が
ら
、
大
阪
の
ま
ち
が
肌
に
合
わ
な
い
な
ぁ

と
。
そ
ん
な
中
で
成
人
式
に
荘
川
へ
帰
っ
た
時
、
母

か
ら
、
父
と
一
緒
に
家
の
仕
事
を
し
て
く
れ
な
い
か

と
い
わ
れ
た
ん
で
す
。
平
成
6
年
で
し
た
。

　

私
は
5
人
兄
弟
の
末
っ
子
な
ん
で
す
が
、
誰
も
父

の
後
を
継
い
で
な
い
の
で
、
自
分
が
継
ぐ
の
も
い
い

か
な
ぁ
と
。
父
は
昭
和
50
年
の
創
業
か
ら
、
あ
ち
こ

ち
の
神
社
と
か
、
御
母
衣
ダ
ム
に
沈
ん
で
移
築
保
存

さ
れ
た
三
渓
園
旧
矢
箆
原
家
住
宅
な
ど
の
茅
も
さ
わ

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
父
の
も
と
で
2
年
ぐ
ら

い
下
手
間
仕
事
を
す
る
ん
で
す
が
、
秋
は
茅
刈
り
に

人
里
離
れ
た
茅
場
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
一
人
置
い
て

き
ぼ
り
に
。
雨
が
降
っ
て
も
で
す
。
毎
日
、
迎
え
に

き
て
「
今
日
は
ど
ん
だ
け
刈
っ
た
」
と
聞
か
れ
る
の

が
い
や
で
し
た
ね
。
父
と
は
40
も
年
が
離
れ
て
い
る

の
で
、
子
の
顔
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
ん
で
す
。
父

の
言
葉
は
い
つ
も
「
茅
で
ご
は
ん
食
べ
て
る
か
ら
、

茅
に
感
謝
し
ろ
」
で
し
た
。

　

平
成
15
年
頃
か
ら
、
少
し
だ
け
自
分
に
も
仕
事
が

入
っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
17
年
に

父
か
ら
代
を
受
け
継
い
だ
ん
で
す
。
仕
事
の
迷
い
も

借
金
も
背
負
い
込
ん
だ
ま
ま
。
で
も
、
よ
そ
の
地
域

で
同
世
代
の
同
業
者
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
元
気
を

も
ら
い
ま
し
た
。
茅
を
し
て
る
人
に
は
、
優
し
い
人

が
多
い
ん
で
す
。

　

仕
事
か
ら
は
た
く
さ
ん
学
ん
で
ま
す
。
無
駄
を
省

く
こ
と
や
、
つ
な
が
り
と
か
。
屋
根
か
ら
道
具
の
ガ

ン
ギ
が
出
て
き
て
、
自
分
も
次
の
人
に
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
す
る
使
命
感
に
気
付
か
さ
れ
た
り
。
屋
根
を
め
く

る
と
、
十
数
年
前
に
茅
を
締
め
た
縄
が
パ
シ
ッ
と
弛

み
も
せ
ず
に
あ
り
、
そ
れ
を
再
び
押
さ
え
る
時
に
、

丹
精
し
た
先
達
へ
の
思
い
と
技
術
に
同
化
す
る
よ
う

な
感
動
を
覚
え
た
り
、
と
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
聞
き
手
：
坂
本
善
昭
）
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作
り
に
村
民
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。

②
天
栄
長
ネ
ギ

　

天
栄
長
ネ
ギ
生
産
組
合
が
、
土
作
り
か
ら
栽

培
、
出
荷
ま
で
一
貫
し
て
行
い
、
安
心
・
安
全

で
お
い
し
い
長
ネ
ギ
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

　

天
栄
村
の
豊
か
な
自
然
を
生
か
し
た
有
機
の

堆
肥
づ
く
り
こ
だ
わ
り
、
微
生
物
を
繁
殖
さ
せ

た
腐
葉
土
を
か
ら
甘
く
て
お
い
し
い
長
ネ
ギ
が

で
き
ま
す
。

③
天
栄
ヤ
ー
コ
ン

　

村
の
特
産
品
ヤ
ー
コ
ン
は
、
南
米
案
ア
ン
デ

ス
高
地
原
産
。
低
カ
ロ
リ
ー
に
し
て
、
フ
ラ
ク

ト
オ
リ
ゴ
糖
、
食
物
繊
維
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、

ミ
ネ
ラ
ル
を
豊
富
に
含
み
、
整
腸
作
用
や
血
糖

値
を
下
げ
る
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
健
康
野

菜
で
す
。
村
で
は
、
ヤ
ー
コ
ン
加
工
食
品
を
販

売
す
る
ほ
か
、
レ
シ
ピ
を
紹
介
す
る
な
ど
そ
の

Ｐ
Ｒ
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
羽
鳥
湖

　

周
囲
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
最
大
水
深
三
一

.
二
メ
ー
ト
ル
、
総
貯
水
量
二
七
〇
〇
万
立
方

メ
ー
ト
ル
の
人
工
湖
。
水
不
足
に
悩
む
矢
吹
ヶ

原
一
帯
の
か
ん
が
い
用
及
び
発
電
用
と
し
て
、

昭
和
31
年
に
完
成
し
、
鶴
沼
川
を
せ
き
止
め
、

約
15
年
の
歳
月
を
か
け
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
以

来
、
村
を
代
表
す
る
豊
か
な
自
然
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。「
羽
鳥
湖
」
の

名
前
の
由
来
は
、
ダ
ム
を
造
る
に
あ
た
っ
て
ダ

ム
の
底
に
沈
ん
だ
羽
鳥
集
落
か
ら
つ
け
ら
れ
て

第
３
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
地

　
　
　
　

福
島
県
天
栄
村 

紹
介　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
栄
村
産
業
振
興
課

１　

村
の
概
要

　

天
栄
村
は
、福
島
県
中
通
り
南
部
に
位
置
し
、

東
西
三
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
三
.
三
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
総
面
積2

2
5
.5

ｋ
ｍ
と
東
西

に
大
き
く
、
村
の
ほ
ぼ
中
央
に
分
水
嶺
を
な
す

鳳
坂
峠
が
あ
り
、
こ
の
峠
を
境
に
、
東
部
は
、

雪
が
少
な
く
太
平
洋
側
の
気
候
で
、
阿
武
隈
川

支
流
の
釈
迦
堂
川
と
竜
田
川
沿
い
に
肥
沃
な
耕

地
が
拓
け
た
農
村
地
帯
。
西
部
は
、
冬
期
間
最

大
積
雪
が
二
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
日
本
海
側

の
気
候
で
、
大
白
森
山
・
小
白
森
山
、
二
岐
山

な
ど
の
標
高
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
急
峻

な
山
岳
地
帯
続
き
、
地
域
の
90
％
が
山
林
・
原

野
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

二
岐
川
の
渓
谷
、
羽
鳥
湖
周
辺
の
高
原
な
ど

変
化
に
富
ん
だ
景
観
が
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
地

域
の
大
半
が
大
川
羽
鳥
県
立
自
然
公
園
に
指
定

さ
れ
観
光
ポ
イ
ン
ト
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
つ
い
て

　

3
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
住
宅

の
全
壊
が
69
世
帯
な
ど
本
村
に
と
り
ま
し
て

は
、
過
去
に
類
を
見
な
い
大
き
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。
村
で
は
、
復
興
に
向
け
て
観
光
客
の

来
村
回
復
を
目
指
し
、
風
評
被
害
の
払
拭
に
力

を
注
い
で
い
ま
す
。

湯
本
地
区
の
放
射
線
量
に
つ
い
て

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
放
射
能
事
故
の

影
響
に
つ
い
て
は
、湯
本
地
区
の
空
間
線
量
は
、

約
〇
.
〇
八
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
あ
り
、

ま
っ
た
く
問
題
な
い
数
値
で
あ
り
ま
す
の
で
、

今
後
も
天
栄
村
に
安
心
し
て
お
越
し
下
さ
い
。

２　

主
な
観
光
地
等
の
紹
介

（
１
）
特
産
品

①
天
栄
米

　

天
栄
村
は
、福
島
県
の
南
部
に
位
置
し
、山
々

か
ら
流
れ
る
清
冽
で
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
お
い
し

い
水
と
肥
沃
な
大
地
に
育
ま
れ
た
環
境
の
も

と
、
安
心
・
安
全
な
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
生
産
地
域

と
し
て
評
判
を
得
て
い
る
「
天
栄
米
」
を
生
産

し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
恵
ま
れ
た
環
境
の
中
で
生
産
さ
れ
る

天
栄
米
の
安
全
性
や
良
食
味
を
更
に
発
展
さ

せ
、
多
く
の
方
に
食
べ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

「
天
栄
米
栽
培
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
日
々
創

意
工
夫
を
行
い
、
お
い
し
い
米
作
り
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
19
年
か
ら
は
天
栄
米
食
味
コ
ン
ク
ー
ル

を
開
催
し
、「
安
心
・
安
全
・
美
味
し
い
」
米

▲二岐山 ▲羽鳥湖

▲上　天栄米

▶右　天栄ヤーコン
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い
ま
す
。
現
在
で
は
、
湖
周
辺
は
サ
イ
ク
リ
ン

グ
ロ
ー
ド
や
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
が
次
々

と
整
備
さ
れ
、
リ
ゾ
ー
ト
エ
リ
ア
と
し
て
、
注

目
を
集
め
て
い
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
で

す
。
全
国
の
ダ
ム
湖
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
ま

す
。

（
３
）
二
岐
山

　

昔
、
大
男
が
こ
の
山
を
ま
た
い
だ
と
い
う
伝

説
が
残
る
標
高
一
五
四
四
メ
ー
ト
ル
の
村
の
シ

ン
ボ
ル
。
三
六
〇
度
の
眺
め
を
誇
る
山
頂
は
、

一
面
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
群
生
地
と
し
て
も
有
名
で

す
。
毎
年
５
月
に
山
開
き
が
行
わ
れ
、
ブ
ナ
と

あ
す
な
ろ
の
原
生
林
を
求
め
て
、
多
く
の
ハ
イ

カ
ー
で
賑
わ
い
ま
す
。

（
４
）
温
泉

①
岩
瀬
湯
本
温
泉

　

村
の
西
部
に
あ
る
山
間
の
温
泉
郷
「
岩
瀬
湯

本
温
泉
」
は
、
９
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
、
嵯
峨

天
皇
が
病
気
に
な
ら
れ
、
こ
れ
を
癒
す
た
め
の

温
泉
を
探
す
命
を
受
け
た
天
皇
側
近
の
公
家
、

星　

右
京
之
助
、
若
狭
之
助
、
丹
波
の
３
兄
弟

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
温
泉
八

幡
神
社
に
は
、
そ
の
由
緒
あ
る
伝
説
を
今
に
伝

え
る
菊
花
紋
章
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

泉
質
は
塩
化
物
泉
。
長
い
間
湯
治
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ひ
っ
そ
り
と
建
ち
並

ぶ
茅
葺
き
屋
根
の
温
泉
宿
に
は
、
昔
な
が
ら
の

風
情
と
素
朴
な
懐
か
し
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
。

②
二
岐
温
泉

　

二
岐
山
山
麓
に
湧
き
出
す
二
岐
温
泉
。
そ
の

開
湯
の
歴
史
は
古
く
、
お
よ
そ
一
二
〇
〇
年
前

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
渓
流
沿
い
に
露
天
風
呂

を
も
つ
宿
も
あ
り
、
湯
に
浸
か
り
な
が
ら
四
季

の
移
り
変
わ
り
を
自
然
の
ま
ま
に
楽
し
め
ま

す
。
天
然
そ
の
ま
ま
の
岩
風
呂
と
湯
煙
に
漂
う

風
情
。
山
桜
が
散
る
青
空
、
時
雨
の
夕
暮
れ
、

紅
葉
の
舞
う
静
寂
、
し
ん
し
ん
と
冷
え
る
星
空

な
ど
、
露
天
風
呂
の
醍
醐
味
を
充
分
に
味
わ
え

る
ひ
と
と
き
。
時
に
は
、
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
な

ど
森
の
住
民
た
ち
も
こ
っ
そ
り
顔
を
覗
か
せ
ま

す
。

③
羽
鳥
湖
温
泉

　

羽
鳥
湖
高
原
レ
ジ
ー
ナ
の
森
内
に
あ
る
温
泉

施
設
。
ア
ル
カ
リ
性
の
温
泉
で
、
男
女
と
も
大

浴
場
の
他
に
２
つ
の
露
天
風
呂
が
あ
り
、
川
の

せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
寛
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
５
）
観
光
施
設

①
羽
鳥
湖
高
原
レ
ジ
ー
ナ
の
森

　

羽
鳥
湖
高
原
に
あ
る
「
レ
ジ
ー
ナ
の
森
」
は
、

水
と
緑
豊
か
な
地
に
開
発
さ
れ
た
別
荘
分
譲

地
。現
在
分
譲
中
の
区
画
に
は
上
下
水
道
の
他
、

温
泉
配
管
を
整
備
し
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
い
つ

で
も
温
泉
が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。年
間
を
通
じ
た
平
均
気
温
は
九
.
五
度
と
、

夏
で
も
冷
房
い
ら
ず
。
敷
地
内
に
は
、
平
成
７

年
の
ふ
く
し
ま
国
体
テ
ニ
ス
会
場
に
も
な
っ
た

人
工
芝
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
20
面
、
人
造
湖
・
レ

イ
ク
レ
ジ
ー
ナ
や
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
、
充
実

度
の
高
い
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

周
辺
に
は
ゴ
ル
フ
場
・
ス
キ
ー
場
・
サ
イ
ク
リ

ン
グ
ロ
ー
ド
な
ど
の
施
設
が
あ
り
、
さ
ら
に
足

を
の
ば
せ
ば
、
裏
磐
梯
、
猪
苗
代
湖
、
那
須
高

原
な
ど
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
点
在
し
ま
す
。

②
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ヒ
ル
ズ

　

日
本
に
い
な
が
ら
に
し
て
本
物
の
英
国
体
験

が
で
き
る
宿
泊
滞
在
型
の
国
際
研
修
セ
ン
タ
ー

「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ヒ
ル
ズ
」。
敷
地
内
に
は
中

世
の
英
国
の
村
を
再
現
し
、
町
並
み
、
建
物
、

イ
ン
テ
リ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
も
徹
底

し
た
英
国
仕
様
。
パ
ブ
や
温
泉
プ
ー
ル
、
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
な
ど
の
施
設
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

こ
の
村
全
体
が
研
修
の
ス
テ
ー
ジ
に
。
類
似
体

験
型
カ
リ
ュ
キ
ュ
ラ
ム
を
通
じ
て
、
真
の
国
際

人
育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。
普
段
は
学
生
の
研

修
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
民
間
企
業
の
研

▲岩瀬湯本温泉

修
の
他
、
一
般
の
体
験
や
見
学
も
行
え
ま
す
。

③
ゴ
ル
フ
場

　

天
栄
村
に
は
２
つ
の
ゴ
ル
フ
場
が
あ
り
ま

す
。（
太
平
洋
ク
ラ
ブ
＆
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
白
河

リ
ゾ
ー
ト
と
白
河
メ
ド
ウ
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
）

清
々
し
い
涼
気
に
包
ま
れ
た
羽
鳥
湖
高
原
に
広

が
る
２
つ
の
ゴ
ル
フ
場
は
、
天
栄
村
の
大
自
然

が
活
か
さ
れ
た
コ
ー
ス
で
す
。
コ
ー
ス
か
ら
見

え
る
二
岐
山
を
は
じ
め
、
大
白
森
、
小
白
森
の

雄
大
な
姿
は
気
持
ち
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、
心

ゆ
く
ま
で
ラ
ウ
ン
ド
を
楽
し
め
ま
す
。

３　

茅
葺
き
屋
根
保
存
へ
の
取
り
組
み

　

茅
葺
き
文
化
が
息
づ
く
里
作
り
を
目
指
し
て

湯
本
温
泉
の
源
泉
が
沸
く
「
湯
口
屋
」、
も
う

一
軒
の
「
分
家
」
な
ど
、
湯
本
集
落
に
は
茅
葺

き
屋
根
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
は
、

茅
葺
き
の
民
家
は
珍
し
く
、
湯
本
集
落
の
西
に

あ
る
下
郷
町
の
「
大
内
宿
」
は
「
茅
葺
き
屋
根

の
宿
場
町
」
の
再
現
地
と
し
て
多
く
の
観
光
客

を
集
め
て
お
り
、
茅
葺
き
民
家
再
生
に
よ
る
地

域
の
活
性
化
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

シ
ン
ボ
ル
と
な
る
茅
葺
き
古
民
家

　

現
在
湯
本
地
区
に
は
、
茅
葺
き
の
温
泉
旅
館

が
あ
り
、趣
の
あ
る
情
景
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、

茅
葺
き
の
文
化
が
息
づ
く
里
作
り
シ
ン
ボ
ル
が

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
地
域
に
あ
っ
た
茅
葺
き

屋
根
の
空
き
家
を
改
修
し
、
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ

ー
や
地
域
交
流
施
設
と
し
て
活
用
し
て
い
く
計

画
を
進
め
て
い
ま
す
。
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会
員
か
ら
の
活
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報
告

湯
涌
江
戸
村
旧
園
田
家

県
内
初
「
金
沢
産
の
茅
葺
き
公
開
」

　
　
　

  

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
石
川
県
茅
葺
き
文
化
研
究
会

　

見
出
し
に
何
そ
れ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
金
沢
湯
涌
江
戸
村
に
移
築
保
存
さ
れ

て
い
る
建
物
の
中
で
、
既
に
数
年
前
か
ら
修
復

さ
れ
公
開
さ
れ
て
き
た
茅
葺
き
農
家
3
棟
が
あ

り
、
そ
の
屋
根
に
は
残
念
な
が
ら
地
元
産
の
茅

が
使
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、
そ
の

中
の
1
棟
は
湯
涌
地
域
の
山
村
集
落
に
あ
っ
た

も
の
で
す
が
、
す
で
に
茅
場
は
な
く
、
し
か
も

地
域
特
有
の
茅
葺
き
技
術
も
途
絶
え
て
い
て
、

や
む
な
く
県
外
産
の
茅
と
技
術
で
復
原
が
試
み

ら
れ
た
茅
葺
き
屋
根
で
す
。
ま
た
、
他
の
2
棟

は
奥
能
登
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
地

域
に
は
か
ろ
う
じ
て
今
も
茅
場
と
茅
葺
き
技
術

が
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
も
指
定
文
化
財

と
し
て
の
考
え
方
の
中
で
、
委
託
さ
れ
た
業
者

さ
ん
の
茅
葺
き
技
術
と
茅
材
で
修
復
さ
れ
、
地

元
産
の
材
料
と
技
術
が
活
か
さ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
。
指
定
文
化
財
建
造
物
の
場
合
、
あ
く
ま
で

も
明
確
な
技
術
で
、
そ
の
保
存
意
図
を
普
遍
的

に
捉
え
て
見
せ
る
こ
と
に
価
値
の
基
本
が
置
か

れ
、
そ
う
し
た
護
ら
れ
方
の
施
設
が
各
地
に
多

い
の
も
否
め
ま
せ
ん
。

　

今
年
度
、
金
沢
湯
涌
江
戸
村
で
新
た
に
修
復

さ
れ
る
旧
園
田
家
は
、
湯
涌
地
域
に
隣
接
す
る

医
王
山
麓
の
二
俣
集
落
か
ら
移
築
保
存
さ
れ
て

き
た
も
の
で
、
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
れ
に
先
立
ち
、

か
つ
て
湯
涌
地
域
の
茅
葺
き
屋
根
を
支
え
て
い

た
と
思
わ
れ
る
、
カ
リ
ヤ
ス
を
主
体
に
し
た
茅

場
が
、
平
成
21
年
4
月
に
金
沢
湯
涌
茅
場
と
し

て
文
化
庁
の
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
に
設

定
さ
れ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
石
川
県
茅
葺
き
文
化
研

究
会
が
そ
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
カ
リ

ヤ
ス
は
、
五
箇
山
で
世
界
遺
産
の
相
倉
や
菅
沼

集
落
で
も
屋
根
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
同
じ
山
系
の
湯
涌
で
も
貴
重
な
屋
根
葺
き

材
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
旧
園
田
家
の
屋
根
に
湯

涌
産
の
カ
リ
ヤ
ス
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
茅
文
研
と
地
元
民
の
願
い
で
し
た
。

現
状
で
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
る
湯
涌
産
の
カ
リ
ヤ
ス

は
、
し
か
し
、
2
尺
締
め
で
約
四
百
五
十
束
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
旧
園
田
家
屋
根
の
、

す
べ
て
を
ま
か
な
う
に
は
程
遠
い
量
で
す
。
そ

れ
で
も
何
と
か
混
ぜ
込
ん
で
使
わ
れ
、
今
後
は

差
し
茅
な
ど
の
補
修
用
に
供
す
る
な
ど
、
地
元

金
沢
産
の
茅
に
初
め
て
の
舞
台
が
、
こ
う
し
て

小
さ
く
と
も
光
が
当
て
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ

し
て
平
成
24
年
5
月
15
日
、
金
沢
産
カ
リ
ヤ
ス

を
含
め
た
茅
葺
き
作
業
が
広
く
市
民
に
公
開
さ

れ
、
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
秋
に
は
ま
た
、
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
と

共
に
金
沢
湯
涌
茅
場
で
茅
刈
り
が
行
わ
れ
、
金

沢
産
カ
リ
ヤ
ス
が
勢
揃
い
す
る
光
景
は
、
や
は

り
大
き
な
楽
し
み
で
す
。
是
非
い
ろ
ん
な
方
々

に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▲茅束づくり▲茅小屋遊び

福
井
県
の
茅
葺
き
建
築
物
に
つ
い
て

　
　

  

森
の
郷
な
か
な
た
産
物
組
合　

須
川 

建
美

会
員
か
ら
の
活
動
報
告

　

森
の
郷
な
か
な
た
産
物
組
合
は
、
茅
生
産
を

平
成
17
年
よ
り
京
都
府
美
山
町
よ
り
指
導
を
受

け
継
続
し
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
達
が
作

っ
た
茅
と
い
う
自
覚
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、

そ
の
茅
が
ど
の
様
に
使
わ
れ
、
ど
の
様
な
形
に

な
っ
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
の
思
い
が
強
く

な
り
、
県
内
の
茅
葺
建
築
物
を
調
査
し
「
福
井

県
の
茅
葺
建
築
物
」
冊
子
（
建
築
物
の
写
真
と

特
徴
を
記
し
た
内
容
。
Ａ
４
版
63
頁
）
を
組
合

員
研
修
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

　

福
井
県
内
の
茅
葺
建
築
物
は
、
入
母
屋
型
が

51
棟
、
切
妻
型
が
10
棟
の
61
棟
を
確
認
で
き
ま

し
た
。
入
母
屋
型
建
築
物
に
は
寄
せ
棟
の
大
き

な
も
の
が
12
棟
あ
り
ま
し
た
。

　

使
用
目
的
別
に
見
ま
す
と
、
公
開
文
化
財
が

25
％
の
15
棟
、
住
居
が
20
％
の
12
棟
、
食
堂
や

宿
泊
施
設
が
15
％
の
９
棟
、
寺
社
と
舟
屋
が
共

に
13
％
の
各
８
棟
、
竪
穴
住
居
等
の
研
修
施
設

が
11
％
の
７
棟
、
そ
の
他
観
光
施
設
が
２
棟
あ

り
ま
し
た
。
舟
屋
は
三
方
五
湖
で
漁
を
す
る
た

め
の
舟
を
収
納
す
る
舟
小
屋
で
す
。

　

文
化
財
指
定
の
建
築
物
は
国
が
10
棟
、
県
と

市
町
が
１
棟
と
８
棟
、
そ
の
他
福
井
県
の
伝
統
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的
民
家
の
指
定
が
４
棟
あ
り
ま
し
た
。

　

福
井
県
の
西
部(

敦
賀
市
以
西)

と
、
北
部

(

南
越
前
町
以
北)

で
は
相
違
し
た
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
棟
数
は
西
部
が
31
棟
、
北
部
は
30
棟

と
ほ
ぼ
同
数
で
す
が
、
西
部
は
住
居
や
舟
屋
、

寺
社
と
い
っ
た
生
活
に
関
係
す
る
も
の
が
31
棟

中
20
棟
の
65
％
を
占
め
ま
す
が
、
北
部
で
は
７

棟
の
23
％
と
少
数
で
す
。
反
面
文
化
財
の
指
定

で
は
、
西
部
は
４
棟
で
す
が
、
北
部
は
63
％
の

19
棟
と
多
く
あ
り
ま
す
。

　

茅
葺
き
屋
根
は
西
部
で
は
大
間
と
小
間
四
面

が
独
立
し
た
若
狭
式
で
、
傷
ん
だ
面
の
み
葺
き

替
え
修
理
が
可
能
で
す
が
、
北
部
は
四
面
が
一

体
型
で
し
た
。
ま
た
屋
根
の
頂
上
部
の
棟
仕
舞

い
は
、
西
部
で
は
角
材
を
用
い
た
置
千
木
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
が
、
北
部
で
は
竹
を
長
手
方
向

に
置
く
仕
様
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
ま
た
、
北

部
で
は
小
間
の
三
角
部
の
棟
飾
り
を
大
き
く
突

き
出
し
て
い
る
角
屋(

つ
の
や)(

ス
テ
ー
タ
ス

シ
ン
ボ
ル
と
聞
く)

を
多
く
見
か
け
ま
す
が
西

部
で
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
玄
関
や
庭
に

面
し
た
座
敷
の
屋
根
の
一
番
下
に
は
見
栄
え
を

良
く
す
る
た
め
に
白
く
綺
麗
な
麻
木
を
並
べ
、

そ
の
上
に
茅
・
稲
藁
・
茅
の
順
に
重
ね
た
物
が

地
域
を
問
わ
ず
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
軒
下
高

さ
は
積
雪
が
多
い
北
部
は
高
く
、
特
に
豪
雪
地

域
に
あ
り
ま
す
大
野
市
穴
馬
民
俗
館
は
４
ｍ
ほ

ど
あ
り
、
小
間
に
は
猫
窓
と
呼
ば
れ
る
明
か
り

採
り
と
冬
期
の
出
入
り
口
に
な
る
窓
が
あ
り
ま

し
た
。
県
西
部
は
降
雪
が
少
な
い
事
か
ら
２
ｍ

弱
の
高
さ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

間
取
り
の
面
で
は
、
厩
は
玄
関
の
直
ぐ
横
に

あ
り
、大
き
な
家
屋
は
下
男
部
屋
は
そ
の
上
に
、

下
女
部
屋
は
台
所
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。
床
の

間
の
裏
に
は
和
尚
さ
ん
専
用
の
上(

か
み)

便

所
が
あ
り
地
域
の
よ
る
差
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
県
西
部
で
は
座
敷
か
ら
出
入
り
す
る
和

尚
さ
ん
専
用
の
屋
根
付
門
が
あ
る
住
居(

こ
の

地
域
で
は
位
の
高
い
人
は
玄
関
か
ら
で
な
く
座

敷
か
ら
出
入
り
す
る
習
慣
が
あ
る)

が
１
軒
あ

り
ま
し
た
。

　

囲
炉
裏
の
上
の
天
に
は
勝
ち
栗
、
渋
柿
、
丸

い
バ
ン
餅(

２
番
穂
、
３
番
穂
に
で
き
た
米
を

粉
に
し
た
物
に
蓬
を
混
ぜ
た
草
餅)

等
の
品
物

を
吊
る
し
ま
す
が
地
域
に
よ
る
差
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

現
地
で
茅
葺
建
築
物
の
所
在
を
聞
取
り
調
査

し
、
現
場
を
訪
れ
ま
す
と
既
に
ト
タ
ン
を
被
せ

ら
れ
て
い
た
り
、
廃
屋
に
な
っ
て
い
た
り
と
減

少
し
て
い
る
の
を
肌
で
感
じ
ま
し
た
。
建
築
文

化
や
生
活
様
式
の
原
点
で
も
あ
り
ま
す
こ
れ
ら

の
茅
葺
建
築
物
が
活
用
さ
れ
大
切
に
後
世
に
伝

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
事
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▲大野市穴馬民俗館　豪雪地帯で軒下が高く猫窓のある建物▲坂井市坪川家　

角屋の立派さと茅葺き屋根の厚みを含めた豪華さは圧倒される

▲南越前町板取宿　4 棟があり福井県で１、２を争う豪雪地の建物 ▲若桜町　三方五湖で漁をするための舟を収納する舟屋
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２
年
に
渡
っ
て
実
施
し
ま
し
た
。

　

日
本
人
が
何
故
だ
か
一
様
に
「
懐
か
し
い
」

と
感
じ
、
そ
し
て
暮
ら
し
の
温
か
み
を
感
じ
る

茅
葺
き
民
家
は
、
不
思
議
と
ど
の
よ
う
な
イ
ベ

ン
ト
を
や
っ
て
も
、
し
っ
く
り
と
き
ま
す
。
た

だ
、「
文
化
財
建
造
物
」と
い
う
と
敷
居
が
高
い
、

と
思
う
方
が
世
間
に
は
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
崩
し
、
よ
り
多
く
の
方
が
茅
葺
き

に
興
味
を
持
ち
、
訪
ね
て
く
れ
る
こ
と
が
目
標

で
す
。

　

昨
年
度
よ
り
仕
事
が
変
わ
り
、
直
接
的
に
茅

葺
き
と
関
わ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
当
協
会
の
活
動
を
通
じ
て
、
様
々

な
茅
葺
き
職
人
さ
ん
や
研
究
者
、
そ
の
普
及
に

務
め
て
い
る
方
々
と
出
会
え
た
こ
と
、
そ
し
て

こ
れ
か
ら
も
出
会
え
る
こ
と
は
私
の
財
産
で

す
。
茅
葺
き
民
家
の
活
用
、
と
い
う
の
は
私
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
勝
手
に
思
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
ま
た
ど
こ
か
で
そ
の
お
手
伝
い
が
出
来

れ
ば
い
い
な
、
と
密
か
に
思
っ
て
い
ま
す
。

▲八代家住宅活用事業

　

当
協
会
で
理
事
を
務
め
て
お
り
ま
す
内
海
で

す
。
当
協
会
の
前
身
で
あ
る
全
国
茅
葺
き
民
家

保
存
活
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
出
会
い
は
、
学

生
時
代
に
遡
り
ま
す
。
大
学
・
大
学
院
と
、
岐

阜
県
白
川
村
荻
町
に
お
け
る
、
茅
の
育
成
や
葺

き
替
え
な
ど
の
「
茅
葺
き
文
化
」
と
景
観
の
変

遷
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
参
加
し
て
い
た
白
川
村
の
方
に
紹
介

し
て
い
た
だ
き
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た

の
を
ご
縁
に
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

私
に
は
心
の
ふ
る
さ
と
が
ふ
た
つ
―
白
川
村

と
山
梨
県
北
杜
市
―
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、

茅
葺
き
が
繋
い
で
く
れ
た
縁
で
す
。

　

大
学
４
年
生
の
時
、
訪
ね
た
こ
と
も
な
い
白

川
村
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
決
め
、最
初
は
、

本
や
論
文
を
読
み
漁
っ
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。

当
時
の
教
官
に
、
も
う
だ
い
ぶ
勉
強
し
た
か
ら

そ
ろ
そ
ろ
現
地
に
行
っ
て
よ
い
、
と
言
わ
れ
、

初
め
て
白
川
村
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
は
、
未
だ

に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
写
真
で
は
、
も
う
飽
き

る
ほ
ど
に
見
て
い
た
合
掌
造
り
が
、
想
像
以
上

に
大
き
く
、
茅
葺
き
屋
根
の
厚
み
と
そ
の
存
在

感
に
圧
倒
さ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
何
度
も
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
白
川
村
で

は
、た
く
さ
ん
の
地
域
の
方
に
お
世
話
に
な
り
、

葺
き
替
え
に
つ
い
て
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
り
、
中
学
生
に
混
じ
っ
て
茅
刈
り
を
し
た

り
、
伝
統
的
な
「
結
い
」
の
茅
葺
き
に
参
加
さ

せ
て
も
ら
っ
た
り
と
、
と
こ
と
ん
茅
と
お
付
き

合
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
学
生
生
活
を

終
え
て
か
ら
も
、
ど
ぶ
ろ
く
祭
り
で
巫
女
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
毎
年
、
新
米
の
季
節
に

な
る
と
お
米
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
素

敵
な
ご
縁
は
続
い
て
い
ま
す
。

　

大
学
院
在
学
中
に
就
職
し
た
の
は
、
縁
も
ゆ

か
り
も
な
い
山
梨
県
北
杜
市
に
所
在
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
で
し
た
。
大
学
時
代
に
民
俗
建
築
を
学

ん
だ
（
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
私
は
、

歴
史
民
俗
資
料
館
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
に
、
学
芸
員
と
し
て
就
職
し
ま
し
た
。

山
梨
で
は
、
私
が
こ
こ
に
来
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
出
会
い
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
「
八

代
家
住
宅
」で
す
。
勤
め
て
い
た
小
さ
な
町
に
、

そ
の
茅
葺
き
民
家
は
あ
り
ま
し
た
。
個
人
所
有

で
常
時
公
開
さ
れ
て
い
な
い
文
化
財
建
造
物
で

す
が
、
ご
当
主
の
八
代
さ
ん
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

会
員
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
八
代
家
住
宅
」

の
活
用
事
業
に
と
も
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
文

化
庁
が
実
施
し
て
い
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
文
化

財
建
造
物
活
用
モ
デ
ル
事
業
」
と
い
う
（
ま
さ

に
私
達
の
た
め
に
あ
る
よ
う
な
）
委
託
事
業
に

応
募
し
、
地
域
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
お
神
楽
や

獅
子
舞
を
披
露
す
る
「
八
代
家
で
さ
き
ど
り
春

祭
り
」
や
、
カ
マ
ド
で
の
料
理
や
薪
の
お
風
呂

な
ど
、
昔
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る
イ
ベ
ン
ト
を

理
事
の
紹
介

わ
た
し
と
茅
葺
き　
　
　
　

内
海 

美
佳

▲白川村荻町結い
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富
士
山
麓
「
朝
霧
高
原
」
の
茅
だ
よ
り
と
し

て
、「
茅
ふ
き
た
よ
り
」
第
2
号
で
朝
霧
高
原

茅
場
で
の
茅
刈
技
能
講
座
の
様
子
を
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
3
月
2
日

付
で
茅
場
が
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
に
設

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

朝
霧
高
原
の
茅
場
は
、
富
士
山
西
麓
の
静
岡

県
富
士
宮
市
根
原
地
区
に
約
一
五
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
面
積
に
広
が
る
ス
ス
キ
の
草
原
で
す
。
富

士
山
麓
に
は
、
朝
霧
高
原
の
他
に
同
じ
静
岡
県

の
御
殿
場
地
域
、
北
麓
の
山
梨
県
富
士
吉
田
市

な
ど
に
も
広
大
な
ス
ス
キ
の
草
原
が
広
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
良
質
な
屋
根
材
と
し
て
出
荷
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
同
じ
富
士
山
麓
の
茅
で
も
当
地
の

も
の
は
比
較
的
茅
が
細
く
、
し
な
り
が
あ
る
な

ど
の
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
出
荷
数
が
少
な
い
状
況
で
す
が
、

㈲
富
士
勇
和
産
業
さ
ん
を
通
じ
て
長
野
県
や
地

元
静
岡
県
の
文
化
財
の
屋
根
材
と
し
て
出
荷
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

な
お
、
設
定
を
記
念
し
東
京
農
業
大
学
オ
ー

プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
の
一
環
と
し
て
、
当
協
会
の
安

藤
代
表
理
事
な
ど
に
よ
る
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
が
5

月
19
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
6
月
16
日(

土

)

、
17
日(

日)

に
第
二
弾
と
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
等
の
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
す
。(h

ttp
://

w
w

w
.n

o
d
a
i.a

c
.jp

/e
x
te

n
sio

n
/)

　

今
後
も
地
域
の
方
々
や
東
京
農
業
大
学
、
富

士
教
育
訓
練
セ
ン
タ
ー
、
私
ど
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

な
ど
の
関
係
者
で
構
成
す
る
「
朝
霧
高
原
活
性

化
委
員
会
」
が
主
体
と
な
り
、
茅
場
を
取
り
巻

く
多
様
な
資
源
や
文
化
な
ど
も
ふ
ま
え
、
茅
に

関
連
す
る
セ
ミ
ナ
ー
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
や

イ
ベ
ン
ト
等
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

富
士
山
麓
「
朝
霧
高
原
」
の
茅
た
よ
り

　
　

「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　

設
定
さ
れ
ま
し
た

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
富
士
山
麓
観
光
ま
ち
づ
く
り
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

岸
野　

正
美

会
員
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス

　　

平
成
24
年
10
月
27
日
（
土
）
〜
29
日
（
月
）
に
、

豪
雪
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
る
群
馬
県
み
な
か
み

町
藤
原
に
お
い
て
関
東
で
は
初
め
て
、
草
原
サ

ミ
ッ
ト
＆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

　

そ
の
藤
原
の
「
上
ノ
原 

入
会
の
森
」
は
、

か
つ
て
は
地
域
住
民
が
利
活
用
し
て
い
た
茅
場

で
し
た
が
、
現
在
で
は
、
流
域
の
市
民
団
体
、

地
元
住
民
、
行
政
が
三
位
一
体
と
な
り
、
保
全

と
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
春
に
は
野
焼

き
、
秋
に
は
茅
刈
り
が
行
わ
れ
、
こ
こ
で
刈
ら

れ
た
茅
は
、
国
指
定
の
文
化
財
を
は
じ
め
、
地

域
の
雲
越
家
住
宅
や
諏
訪
神
社
の
茅
葺
き
屋
根

材
に
使
用
さ
れ
、
昨
年
は
福
島
の
震
災
仮
設
住

宅
の
屋
根
断
熱
材
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
は
、
ス
ス
キ
草
原
11
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
ミ

ズ
ナ
ラ
林
10
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
構
成
さ
れ
、
中
央

に
十
郎
太
沢
が
流
れ
、
多
種
多
様
な
動
植
物
が

生
息
し
て
お
り
、
町
で
は
「
昆
虫
等
の
保
護
を

推
進
す
る
条
例 
」
の
対
象
地
に
選
定
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
の
サ
ミ
ッ
ト
＆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
自

然
と
人
が
賢
く
か
か
わ
り
合
う
地
域
づ
く
り
の

第
９
回
全
国
草
原
サ
ミ
ッ
ト
＆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
in
み
な
か
み

「
流
域
コ
モ
ン
ズ
で
分
か
ち
合
う
、
水
源
地
域
の
豊
か
な
自
然
と
く
ら
し
」

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
林
塾
青
水
事
務
局　

浅
川
潔

会
員
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
・
イ
ベ
ン
ト
情
報

き
っ
か
け
と
な
り
、
藤
原
地
区
や
み
な
か
み
町

に
下
流
の
人
が
目
を
向
け
、
水
源
地
域
の
奥
里

山
を
流
域
の
み
ん
な
で
支
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
期

待
し
て
い
ま

す
。

▲雲越家住宅

▲上ノ原の茅場

▲記念シンポジウムの様子

▲朝霧高原の茅場
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イ べ ン ト 情 報

◎
み
な
さ
ん
の
情
報
を
お
寄
せ
下
さ
い
！

茅
葺
き
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

茅
刈
り
、
葺
き
替
え
情
報
大
歓
迎
。
事
務
局

宛
ま
で
お
寄
せ
下
さ
い
。
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　　川崎市立日本民家園
　　企画展示「常陸の民家‐旧太田家住宅－」

茨城県笠間市方庭より移築された国指定重要文化財・旧太田家住宅に

ついて、この名主の家に伝わった古文書や絵図、さまざまな生活用具

を紹介する。

期間：7 月 1 日（日）～ 11 月 4 日（日）

料金：入園料のみ

場所：山下家 2 階展示室

■関連催し

①展示解説

日時 ： 7 月 15 日（日）、8 月 26 日（土）、9 月 9 日（日）、10 月 21 日（日）

　　   14 時～ 14 時 20 分

場所：山下家 2 階展示室集合

②民家園講座「古民家の話―関東の民家」

古民家の解説と内部見学会。企画展示の内容にあわせ、旧大田家を中

心とした、関東の民家についての講座。

日時：7 月 7 日（土）、14 日（土）　13 時 30 分～ 15 時 30 分

講師：大野敏（横浜国立大学准教授）、澁谷卓男（日本民家園民俗学芸員）

料金：1,500 円

定員：高校生以上 30 名

申込み方法：往復ハガキ（1 人 1 枚）の往簡に、

住所・氏名・電話番号・希望講座名・開催日を記入し、

〒 214 － 0032　川崎市多摩区枡形 7-1-1　日本民家園宛まで。

定員を超えた場合は抽選。

申込み締切：6 月 25 日（月）

　　神戸市北区
　　茅葺民家「内田家住宅」内部公開

兵庫県指定重要文化財「内田家住宅」の内部を公開し、あわせて、夏

休み期間を中心に、夏涼しい茅葺き民家を体験してもらうイベントを

開催する。

公開日　5 月 12 日（土）、19 日（土）、26 日（土）

　　　　7 月 21 日（土）、28 日（土）、29 日（日）、30 日（月）、31 日（火）

　　　　8 月 1 日（水）、4 日（土）、11 日（土）、25 日（土）

　　　　9 月 1 日（土）、9 日（日）、15 日（土）、22 日（土）、29 日（土）

　　　　10 月 6 日（土）、14 日（日）、20 日（土）、27 日（土）

　　　　11 月 3 日（土）、11 日（日）、17 日（土）、24 日（土）

　　　　＊ 6 月と 7 月の前半は、梅雨時期のため休館。

公開時間：10 時～ 16 時

■関連催し

①イベント「風の通り道」

夏涼しい茅葺き民家を体験！夏休みの宿題

をしたり、竹トンボや竹筒鉄砲で遊ぼう。

日にち：7 月 28 日（土）、29 日（日）、

　　　　30 日（月）、31 日（火）、

　　　　8 月 1 日（水）

■問い合わせ先　神戸市 教育委員会事務局 社会教育部 文化財課

電話　078-322-5798 　Fax　078-322-6148

〈
編
集
後
記
〉

　

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
茅
葺
き
職
人
さ
ん

の
お
話
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
一
人
で
す
。

職
人
に
な
っ
た
き
っ
か
け
や
当
時
の
話
、
自

然
や
仕
事
に
対
す
る
思
い
な
ど
、
何
度
も
読

み
返
し
て
は
学
び
、
反
省
し
、
明
日
へ
の
活

力
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
弥
）　


