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27

中
川
夢
生
（
４
年
生
）
は
、「
近
頃
、

女
性
を
中
心
と
し
て
写
真
を
撮

る
際
に
お
気
に
入
り
の
ぬ
い
ぐ

る
み
も
添
え
て
ま
る
で
ぬ
い
ぐ
る

み
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
写

真
を
撮
る
」
こ
と
が
流
行
っ
て
い

る
と
書
き
出
し
て
、
こ
れ
を
「
癒
や

し
」
と
結
び
つ
け
た
。
奈
良
町
の

「
赤
い
ぬ
い
ぐ
る
み
の
よ
う
な
も

の
」
を
「
何
と
も
可
愛
い
」
と
言

い
、「
明
日
香
村
」
な
ら
「
自
転
車
」

に
乗
り
な
が
ら
「
ぬ
い
ぐ
る
み
」
と

と
も
に
観
光
地
を
撮
れ
る
か
も

と
胸
を
躍
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
古
い

「
水
面
か
ら
感
じ
取
れ
る
癒
し
」

の
場
で
あ
る
猿
沢
池
は
、「
の
ぞ
き

込
ん
で
い
る
姿
を
ぬ
い
ぐ
る
み

と
共
に
撮
影
」
で
き
、
ま
た
興
福
寺

南
円
堂
で
は
「
ぬ
い
ぐ
る
み
が
自

分
自
身
で
鈴
緒
（
す
ず
の
お
）
を
鳴

ら
し
て
お
参
り
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
撮
影
」
が
で
き
る
と
こ
ろ
と

観
て
取
っ
た
。

特
集

奈
良
で
す
け
ど
。
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28

「
若
者
」
は
奈
良
を
ど
う
み
て
い

る
の
か
。
奈
良
の
観
光
に
お
け
る

最
重
要
テ
ー
マ
の
１
つ
に
取
り

組
ん
だ
の
が
、
喜
多
村
凛
花
（
１
年

生
）
で
あ
る
。「
大
半
の
友
人
た
ち
」

が
「
奈
良
に
は
何
も
な
い
」
と
言
う

が
、
本
当
に
そ
う
か
。「
食
文
化
」

は
ど
う
か
。
奈
良
の
「
名
産
品
や
お

土
産
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
若
者
に

と
っ
て
渋
い
も
の
で
あ
り
、
あ
ま

り
好
ま
れ
な
い
。」
で
は
、「
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
施
設
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
」
は

ど
う
か
。
い
ず
れ
も
「
規
模
は
な
」

く
、「
若
者
は
大
阪
や
京
都
に
分
散

し
て
し
ま
う
。」「
せ
ん
と
く
ん
」も

「
一
般
的
に
か
わ
い
い
と
は
言
い

切
れ
な
い
」
し
、「
土
産
物
」
は
、
な

に
よ
り「
ま
ず
人
に
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
の
方
を
優
先
す
べ
き
」だ
。「
歴

史
」
の
説
明
も
「
ス
ト
ー
リ
ー
性
」

が
欠
け
て
い
る
。「“

イ
ン
ス
タ
映

え”

ス
ポ
ッ
ト
」
も
少
な
い
。
こ
れ

ら
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
、
結
局

「“

奈
良
は
若
者
志
向
に
な
る
必

要
は
な
い”

」
の
で
は
な
い
か
。

奈
良
本
来
の
良
さ
は
「
リ
ラ
ッ
ク

ス
で
き
る
場
所
」
だ
。
こ
れ
は
「
そ

も
そ
も
の
若
者
の
需
要
と
合
っ
て

い
な
い
」
の
で
あ
る
。
コ
ア
コ
ン
ピ

タ
ン
ス
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
若
者

を
取
り
込
む
必
要
は
な
く
、「
自
然

に
奈
良
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
」
自
然
体
の
誘
客

が
奈
良
に
は
相
応
し
い
の
だ
ろ
う
。

29

奈
良
の
魅
力
は
「
人
智
を
超
え
」
て

い
る
と
溜
息
を
つ
い
た
の
は
、
鈴

木
沙
和
（
２
年
生
）
で
あ
る
。「
人
々

は
一
体
何
に
惹
か
れ
、
数
あ
る
日

本
の
観
光
地
か
ら
奈
良
を
旅
先
へ

と
選
ぶ
」の
か
。各
所
を
巡
っ
て
も
、

た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
も
、
答

え
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
明
治

期
の
「
エ
ル
ウ
ィ
ン
・
ベ
ル
ツ
」
も

昭
和
期
の「
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
」

も
、「
志
賀
直
哉
」
も
「
森
鴎
外
」
で

さ
え
も
、
た
だ
奈
良
を
賞
賛
す
る

ば
か
り
で
、
理
由
を
言
わ
な
い
。
い

や
言
わ
な
い
の
で
な
く
言
え
な
い

の
だ
。「
人
智
を
超
え
た
も
の
が
あ

る
と
思
う
」
ほ
か
な
い
と
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
諦
念
に
引
き

込
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
そ
の

計
り
知
れ
な
い
と
こ
ろ
を
も
奈

良
が
褪
せ
る
こ
と
の
な
い
」
魅
力

の
一
つ
と
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
踏

み
と
ど
ま
っ
て
、
あ
る
い
は
「
全
て

を
包
み
込
む
よ
う
な
不
思
議
な

空
気
」
か
も
し
れ
な
い
と
、
気
丈
に

も
さ
ら
な
る
追
究
の
姿
勢
を
示
す

の
で
あ
っ
た
。
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30

廣
瀬
達
也
（
１
年
生
）
は
、「
自
炊
」

で
「
食
」
の
重
要
性
を
実
感
し
た
。

食
事
は「
た
だ
の
生
き
延
び
る
た
め

の
行
為
」
で
は
な
い
。「
心
を
豊
か

に
す
る
儀
式
」
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で「
奈
良
に
質
の
高
い
食
事
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
」
を

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。食
事
の

「
質
」
に
標
準
や
基
準
は
な
い
か

ら
、
自
分
で
体
験
す
る
し
か
な
い
。

「
元
興
寺
」
を
は
じ
め
奈
良
市
内

の
観
光
地
を
散
策
し
な
が
ら
、「
江

戸
川
な
ら
ま
ち
店
」・「
松
屋
奈
良

駅
前
店
」・「
サ
イ
ゼ
リ
ア
三
条
通

り
店
」
で
食
事
を
と
っ
た
。
驚
い
た

こ
と
に
、
ど
の
店
の
食
事
も
「
質
」

が
高
か
っ
た
。「
江
戸
川
」
は
観
光

地
内
に
あ
り
、
比
較
的
高
価
だ
が

味
の
素
晴
ら
し
い「
し
っ
か
り
と
し

た
和
食
」
で
、「
海
外
か
ら
の
来
訪

客
」も
満
足
そ
う
だ
っ
た
。「
松
屋
」

と
「
サ
イ
ゼ
リ
ア
」
は
「
手
軽
さ
、

立
地
の
良
さ
」
そ
し
て
「
提
供
さ
れ

る
ス
ピ
ー
ド
」
に
優
れ
て
い
た
。

安
価
で
し
か
も
美
味
で
あ
る
。

三
店
に
共
通
し
て
い
た
の
は「
接
客
」

の
素
晴
ら
し
さ
だ
っ
た
。
さ
て
「
奈

良
に
質
の
高
い
食
事
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
」。
答
え
は
明
ら

か
だ
。
観
光
地
で
奈
良
の
歴
史
文

化
を
堪
能
し
、
歩
き
回
っ
て
「
空
腹

状
態
」
の
中
、
し
か
も
お
店
の
「
接

客
は
丁
寧
」
で
あ
る
。
観
光
地
・
奈

良
の
食
事
は
「『
い
た
だ
き
ま
す
』

と
言
う
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
」
る

の
だ
。

31

浅
野
な
つ
葵
（
１
年
生
）
は
、「
奈

良
へ
の
外
国
人
観
光
客
は
西
洋
人

が
多
い
」
と
気
付
い
た
。
隣
接
す
る

大
阪
で
は
「
ア
ジ
ア
系
の
人
」
が

目
立
つ
の
に
な
ぜ
だ
ろ
う
、
と
。
そ

こ
で
ま
ず
「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光

地
ラ
ン
キ
ン
グ
の
５
位
」
の
「
東
大

寺
」
に
行
っ
て
み
た
。
こ
こ
で
は

「
公
式
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
日
本

語
以
外
に
英
語
で
も
読
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
」
る
ほ
か
、「
観
光

ガ
イ
ド
ア
プ
リ
の
導
入
の
実
証

実
験
」
も
行
わ
れ
、
多
言
語
で
「
東

大
寺
の
概
要
や
歴
史
の
説
明
や
、

参
拝
マ
ナ
ー
を
説
明
」
し
て
く
れ

る
。
ま
た
観
光
地
ラ
ン
キ
ン
グ

「
11
位
」
の
奈
良
公
園
で
は
、

「『
観
光
客
と
シ
カ
の
ト
ラ
ブ
ル
』

に
対
応
す
る
た
め
に
英
語
で

『The deer in Nara

』
と
い
う

解
説
動
画
」
が
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
Ｎ
Ｙ
の

『C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
 
A
w
a
r
d
s
 

2
0
1
6

』
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
動

画
３
部
門
で
銀
賞
を
受
賞
」
し
た
。

奈
良
の
観
光
地
は
西
洋
人
に
は
目

新
し
い
魅
力
に
満
ち
て
い
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
す
で
に
「
観
光
名
所

と
し
て
人
気
が
あ
る
上
に
外
国
人

観
光
客
の
た
め
の
対
策
が
行
わ
れ

て
」
い
た
の
で
あ
る
。

特集　奈良ですけど。   │ 
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32

上
島
小
和
（
１
年
生
）
は
、「
地
元
」

の
「
語
り
部
」
に
な
ら
ん
と
心
に
決

め
た
。
教
科
書
の
知
識
だ
け
で
は

飽
き
足
ら
ず
、
多
く
の
文
献
を
渉

猟
し
て
「
大
和
郡
山
」
の
歴
史
を

探
っ
た
。
西
暦
「
１
３
０
０
年
、
薬

園
庄
よ
り
独
立
し
郡
山
庄
が
生
ま

れ
」
た
こ
と
や
、「
１
５
８
５
年
、

〔
織
田
〕
秀
長
、
郡
山
城
に
入
る
」

と
「
奈
良
の
商
売
を
禁
じ
、
郡
山
の

城
下
繁
栄
を
図
」
っ
た
こ
と
、
明
治

に
入
る
と「
郡
山
城
売
却
処
分
入
札
」

さ
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

全
国
的
に
有
名
な
「
金
魚
」
は
、「
１

７
２
４
年
、
柳
澤
吉
里
」
が
「
甲
斐

の
国
か
ら
郡
山
藩
主
と
し
て
国
替

り
し
た
時
に
持
っ
て
き
た
」
こ
と

に
始
ま
り
、「
家
臣
横
田
又
兵
衛
、

玩
弄
物
と
し
て
飼
育
」
し
て
普
及

し
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
し
、「
紺

屋
町
、
塩
町
、
北
大
工
町
、
鍛
冶
町
、

雑
穀
町
、
豆
腐
町
、
藺
町
な
ど
の
地

名
」
が
城
下
町
の
所
以
と
も
思
わ

な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
新
知
識

は
得
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
語
り

部
に
は
な
れ
な
い
。
事
実
と
さ
れ

て
き
た
こ
と
が
「
本
当
か
ど
う
か
、

そ
の
ソ
ー
ス
を
掘
り
起
こ
す
」
こ

と
も
、
ま
た
「
自
分
独
自
の
考
察
も

交
え
る
必
要
」
も
あ
る
が
、
事
実
の

考
察
の
弁
別
は
い
か
に
す
べ
き
か
、

「
語
り
部
」
見
習
い
・
上
島
の
学
び

は
続
く
。

33

宇
田
奈
那
子
（
１
年
生
）
が
注
目
し

た
の
は
「
金
魚
」
で
あ
る
。
今
で

は
縁
日
の
「
金
魚
す
く
い
」
で
、
子

ど
も
に
も
身
近
な
存
在
だ
が
、
16

世
紀
初
頭
に
中
国
か
ら
渡
来
し

た
当
初
は
、「
貴
族
、
富
豪
の
甚
だ

珍
奇
な
愛
玩
物
」
だ
っ
た
。「
江
戸

時
代
後
期
に
は
、
金
魚
す
く
い
が

始
ま
っ
」
た
が
、「
楽
し
め
る
場
所

は
限
定
的
で
、
大
阪
、
京
都
、
江
戸
」

だ
け
だ
っ
た
。
今
や
金
魚
す
く
い

の
メ
ッ
カ
と
も
い
え
る
大
和
郡
山

で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

「
庶
民
の
間
で
流
行
し
た
の
は
明

治
」
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
大
和

郡
山
で
は
「
幕
末
の
こ
ろ
に
な
る

と
、
藩
士
の
副
業
と
し
て
、
明
治

維
新
後
は
、
職
禄
を
失
っ
た
藩
士

や
農
家
の
副
業
」
と
な
っ
た
。「
維

新
の
騒
ぎ
の
時
に
も
全
員
そ

ろ
っ
て
金
魚
屋
に
転
職
し
た
」
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
い

る
ほ
ど
、
金
魚
養
殖
は
盛
ん
に
行

わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は

「
農
耕
用
溜
池
」
等
の
「
養
殖
に
適

し
た
自
然
環
境
が
あ
っ
た
」
か
ら

だ
。
さ
て
、
和
歌
山
県
に
は
、
近
世

に
「
金
魚
茶
屋
」
が
あ
っ
た
と
い
う

が
、
大
和
郡
山
に
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
金
魚
の
謎
は
奥
深
い
。
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34

こ
れ
か
ら
の
「
今
井
町
」
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
。
道
方
咲
帆
（
１
年
生
）

が
自
ら
に
課
し
た
課
題
が
こ
れ

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
「
今

井
町
の
成
り
立
ち
」
を
調
べ
、「
過

去
行
っ
て
き
た
取
り
組
み
」
を
ト

レ
ー
ス
し
よ
う
と
考
え
た
。
今
井

町
は「
大
和
随
一
の
自
治
経
済
の
町
」

と
称
さ
れ
る
が
、
も
と
も
と
は
「
四

方
に
壕
を
め
ぐ
ら
し
て
防
備
を
固

め
た
寺
内
町
」
だ
っ
た
。
十
六
世
紀

末
に
「
商
業
都
市
」
と
な
っ
て
以
降

今
日
ま
で
、「
防
備
上
見
通
し
の
き

か
ぬ
構
え
で
」つ
く
ら
れ
た
道
路
や

「
伝
統
的
な
様
式
」の
家
屋
の
残
る

「
環
濠
集
落
」
と
し
て
維
持
さ
れ

て
い
る
。「
生
活
の
快
適
さ
」
を
求

め
る
「
住
民
意
識
」
を
乗
り
越
え
、

「
住
民
一
体
と
な
り
、
町
並
み
保

存
へ
と
動
き
始
め
た
」
の
は
、「
一 

九
七
五
年
」
の
「
親
和
会
」
の
結
成

が
契
機
と
な
っ
た
。「
一
九
九
三
年

に
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区

に
選
定
さ
れ
た
」が
、こ
れ
は「
ゴ
ー

ル
地
点
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
後

も
「
現
状
の
町
並
み
を
維
持
し
て

い
く
」
に
は
、「
町
の
人
た
ち
が
協

力
的
で
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
は

自
明
」
だ
が
、
さ
ら
に
「『
よ
そ
者
』

が
寄
せ
る
関
心
が
必
要
不
可
欠
」

で
は
な
い
か
。
自
ら
「
よ
そ
者
と
し

て
で
き
る
こ
と
」を
道
方
は「
模
索
」

し
て
い
く
。

35

湯
浅
亜
美（
１
年
生
）の
興
味
は「
天

理
教
」に
向
か
っ
た
。奈
良
県
の「
天

理
市
に
は
天
理
教
と
い
う
宗
教
が

あ
」り
、「
通
学
路
」に
も「
黒
い
は
っ

ぴ
を
着
た
人
が
歩
い
て
」お
り
、「
商

店
街
に
は
天
理
教
の
人
の
た
め
の

も
の
を
売
る
店
」
も
あ
る
。
市
や
地

元
へ
の
「
経
済
効
果
」
も
少
な
く
は

な
い
だ
ろ
う
。
湯
浅
は
、
そ
の
よ
う

な
宗
教
の
日
常
性
に
関
心
を
も
っ

た
の
だ
。
そ
こ
で
「
天
理
教
の
規

模
」・「
歴
史
」・「
教
え
」
を
ざ
っ

と
見
て
、「
お
つ
と
め
」・「
ひ
の

き
し
ん
」・「
お
ぢ
ば
が
え
り
」
の

あ
ら
ま
し
に
も
あ
た
っ
た
。「
教

祖
・
中
山
み
き
」
の
安
産
祈
願
の

「
を
び
や
許
し
」
は
、
当
時
の
人
々

の
心
に
響
き
、「
陽
気
ぐ
ら
し
」
の

考
え
方
は
人
を
惹
き
つ
け
る
。
そ

の
よ
う
な
教
義
を
学
べ
る
場
や
機

会
は
開
か
れ
て
い
る
が
、「
天
理
教

へ
の
具
体
的
な
入
り
方
は
天
理
教

Ｈ
Ｐ
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
」
い
。

そ
の
振
る
舞
い
に
、
節
度
や
慎
み

を
感
じ
る
。
天
理
教
の
日
常
性
の

本
領
は
、「
天
理
教
本
部
教
会
は

24
時
間
開
い
て
い
る
」
と
い
っ
た

と
こ
ろ
に
、
発
揮
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
。

特集　奈良ですけど。   │ 
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36

髙
橋
紀
花
（
１
年
生
）
は
、
諸

資
料
・
文
献
を
丹
念
に
読
み

解
き
、「
武
者
小
路
に
と
っ
て

奈
良
は
何
か
」を
考
え
た
。
大

正
14
年
末
、
武
者
小
路
実
篤

は
、
開
村
以
来
７
年
間
住
み

慣
れ
た
宮
崎
の
「
新
し
き
村
」

か
ら
、「
奈
良
市
水
門
町
五

二
」
に
居
を
移
し
た
。
転
居
理

由
の
１
つ
は
、
自
ら
提
唱
し
た
「
新

し
き
村
」
の
理
想
―
平
等
な
る
自

由
と
同
一
な
る
生
活
―
と
、
自
分

自
身
の
置
か
れ
た
境
遇
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。「
村
に
は
住

め
な
い
」
武
者
小
路
は
、「『
村
外

会
員
』」
と
し
て
「
取
り
組
み
を
支

持
す
る
」
立
場
を
選
ん
だ
。
転
居
の

翌
年
、「『
新
し
き
村
』
の
奈
良
県

支
部
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
武

者
小
路
の
発
意
に
よ
る
の
だ
ろ
う

か
。
高
橋
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
か

ら
「『
新
し
き
村
』
の
村
民
」
で
あ
っ

た
「
渡
邊
三
郎
」
と
い
う
人
物
が

「
武
者
小
路
よ
り
も
先
に
奈
良
に

移
っ
」
て
お
り
、
そ
の
渡
邉
が
「
新

し
き
村
奈
良
支
部
の
事
務
局
を
受

け
持
」っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
奈

良
支
部
は
武
者
小
路
の
奈
良
転

居
を
契
機
に
結
成
さ
れ
、
そ
の
活

動
に
は
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
ゲ
ー
テ

の
誕
生
」
祭
・
講
演
会
・
朗
読
会
な

ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。武
者
小
路
が

「
和
歌
山
に
移
り
去
」
っ
た
後
も

「
渡
邊
三
郎
を
中
心
と
し
て
、
演

説
会
や
演
劇
な
ど
『
新
し
き
村
』
奈

良
支
部
と
し
て
の
活
動
が
存
続

し
」
た
。
武
者
小
路
の
奈
良
在
住
は

１
年
に
満
た
ず
、
奈
良
関
連
の
著

作
は
多
く
な
い
が
、
新
し
い
思
想

や
実
践
は
そ
の
後
の
奈
良
の
文

化
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

37

若
杉
悠
里
（
１
年
生
）
は
、「
山
の

辺
の
道
」
を
歩
い
た
。
な
ぜ
古
代
の

道
が
「
今
な
お
残
っ
て
い
る
の
か
」

を
不
思
議
に
思
っ
た
。「
山
の
辺
の

道
」
は
、
日
本
史
上
最
古
―
現
存

す
る
最
古
―
の
道
と
も
言
わ
れ
、

も
と
も
と
は
大
和
青
垣
の
裾
を
、

三
輪
山
の
麓
と
春
日
山
の
麓
を
結

ぶ
南
北
往
来
の
要
路
だ
っ
た
。「
現

代
」
で
は
主
に
「
桜
井
駅
か
ら
天
理

駅
を
つ
な
ぐ
、
約
16
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
」
の
ル
ー
ト
を
指
す
が
、
周
辺
に

は
―
あ
る
い
は
こ
の
道
に
含
ま
れ

る
か
た
ち
で
―「
大
神
神
社
」・「
相

撲
神
社
」・「
永
久
寺
跡
」
等
の
由
緒

あ
る
古
社
寺
や
、「
纏
向
遺
跡
」・「
櫛

山
古
墳
」・「
崇
神
天
皇
陵
」
等
の
古

墳
が
集
積
し
て
い
る
。
そ
の
「
景
観

が
、
古
都
保
存
法
に
よ
り
文
化
財

と
し
て
位
置
づ
け
」
ら
れ
て
い
る

が
、
実
の
と
こ
ろ
、
中
世
か
ら
近
世

の
地
誌
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
。

「
山
の
辺
の
道
」
は
「
１
９
３
０
年

代
以
降
の
ハ
イ
キ
ン
グ
ブ
ー
ム
」

と
40
年
代
を
中
心
と
し
た
観
光

記
紀
・
万
葉
に
代
表

さ
れ
る
古
代
ロ
マ
ン

を
感
じ
さ
せ
る
道
と

し
て
定
着
し
て
い
る
。

「
山
の
辺
の
道
」
が
、

三
輪
・
石
上
を
含
む

周
辺
地
域
の「
歴
史
的

な
も
の
」の
中
核
に
位

置
す
る
限
り
、
将
来

に
も
継
承
さ
れ
る
歴

史
の
道
で
あ
り
続
け

る
だ
ろ
う
。

政
策
を
契
機
に
再
発
見
さ
れ
、
観

光
名
所
を
つ
な
ぐ
「
ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
」
と
全
国
的
に
紹
介
さ
れ

て
い
っ
た
。
今
日
で
は
「
地
域
住
民

と
協
働
し
」
た
取
り

組
み
と
も
相
俟
っ
て
、
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38

西
林
真
理
（
１
年
生
）
は
、

「
奈
良
の
観
光
と
交
通
」
に

真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
。

検
証
の
方
法
も
正
攻
法
の

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」

だ
。
や
っ
て
み
て
驚
い
た
。

調
査
に
行
け
た
の
は
わ
ず
か

「
５
か
所
」、
し
か
も
奈
良
市

の
観
光
地
ば
か
り
。
奈
良
市
外
は

「
行
き
づ
ら
い
」
の
だ
。「
法
隆

寺
な
ど
は
ま
だ
大
阪
の
近
く
に

あ
」
っ
て
「
行
き
や
す
い
」
方
だ
が
、

そ
れ
で
も
「
駅
か
ら
少
し
離
れ
て

い
る
」
の
で
時
間
が
か
か
る
。
ま

し
て
「
奈
良
県
南
部
は
よ
り
交
通

が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
観
光
客
が

訪
れ
に
く
」
い
。
一
方
、
奈
良
市

等
の
「
奈
良
県
北
部
は
交
通
網
も

発
達
」
し
て
お
り
「
大
阪
・
京
都

に
行
き
や
す
い
」
の
で
、「
観
光

客
は
多
い
の
に
、
宿
泊
客
は
少
な
」

く
、
観
光
客
が
落
と
す
お
金
は

「
全
国
最
下
位
」
で
あ
る
。
し
か

し
見
方
を
変
え
れ
ば
「
大
阪
・
京

都
か
ら
奈
良
県
北
部
へ
も
行
き

や
す
い
」
の
だ
。「
北
部
か
ら
南

部
へ
の
交
通
を
便
利
に
す
」
れ
ば
、

「
南
部
」
は
「
宿
泊
向
け
の
観
光

資
源
が
多
い
」
か
ら
、
県
全
体
で

の
「
宿
泊
観
光
客
が
」
増
え
る
の

は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で

西
林
は
言
う
。
奈
良
市
等
の
著
名

観
光
地
を
通
過
地
点
に
し
て
、
南

部
に
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

シ
フ
ト
さ
せ
て
は
ど
う
か
、
と
。

確
か
に
、
明
治
期
の
イ
ザ
ベ
ラ
・

バ
ー
ド
も
奈
良
公
園
周
辺
は
ほ
ぼ

素
通
り
し
て
、
長
谷
寺
の
絶
景
に

驚
嘆
し
て
い
た
。
観
光
面
で
の
「
交

通
」
と
は
、
ア
ク
セ
ス
の
容
易
性
だ

け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

39

編
集
者
は
奈
良
県
立
大
学
の
２
０ 

１
９
年
前
学
期
で「
奈
良
文
化
コ
ン

テ
ン
ツ
論
」
を
担
当
し
た
。
本
論
著

者
39
名
の
学
生
は
、
講
義
受
講
者

―
の
一
部
―
で
も
あ
る
。
向
井
優

大
（
１
年
生
）
は
、
メ
タ
レ
ベ
ル
で

そ
の
講
義
内
容
を
編
集
し
、
鋭
く

洞
察
し
て
く
れ
た
。
逐
一
採
り
上

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、例
え
ば

『
奈
良
漆
器
』
で
は
「
全
国
の
漆
産

業
」と
の
比
較
検
証
が
不
足
し
、
他

の
産
地
に
学
ぶ
余
地
に
言
及
で
き

て
い
な
か
っ
た
。『
赤
膚
焼
』
で

奈
良
絵
が
隆
盛
を
極
め
て
い
る
の

は
、
あ
る
い
は
「
赤
膚
山
の
土
」
が

使
え
な
く
な
っ
た
こ
と
と
関
わ
り

あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
祈
り
」
で

神
社
が
多
く
扱
わ
れ
た
が
、
シ
ン

ボ
ル
と
も
言
え
る
「
鳥
居
」、
と
り

わ
け
「
木
々
の
緑
」
の
中
で
「
赤
い

鳥
居
が
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
」

に
意
味
は
な
い
の
か
…
…
。

ご
指
摘
、
痛
み
入
り
ま
す
。
勉
強

し
直
し
て
参
り
ま
す
。
懲
り
ず
に
、

後
学
期
の
「
奈
良
イ
メ
ー
ジ
論
」
も

受
講
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

そ
ち
ら
も
や
は
り
、

　

「
奈
良
で
す
か
ら
。」

特集　奈良ですけど。   │ 
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【註記】

　本論の内容には、事実誤認や思い違いも含まれているかもしれ

ません。お気づきの点は、本センターの事務局にご指摘ください。

　また、レポートの趣旨と異なる編集が混じっているかもしれな

い。学生の皆さんごめんなさい。

そして、ありがとう。




