
　

鎌
倉
の
数
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組

　

鎌
倉
の
数
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組

織
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
鎌
倉

織
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
鎌
倉

市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
通

市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
通

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
）
」
が

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
）
」
が

設
立
設
立
2020
周
年
を
迎
え
た
。

周
年
を
迎
え
た
。

「
和
を
つ
な
ぐ
。
和
を
広
げ

「
和
を
つ
な
ぐ
。
和
を
広
げ

る
。」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

る
。」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

恒
例
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

恒
例
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

ほ
か
記
念
誌
発
行
、
特
別
フ

ほ
か
記
念
誌
発
行
、
特
別
フ

ァ
ン
ド
の
実
施
な
ど
の
記
念

ァ
ン
ド
の
実
施
な
ど
の
記
念

事
業
を
行
う
。
こ
れ
を
機
に

事
業
を
行
う
。
こ
れ
を
機
に

「
若
い
人
を
取
り
こ
ん
で
、

「
若
い
人
を
取
り
こ
ん
で
、

明
日
に
つ
な
が
る
市
民
活
動

明
日
に
つ
な
が
る
市
民
活
動

を
」
と
張
り
切
る
。
活
動
団

を
」
と
張
り
切
る
。
活
動
団

体
の
高
齢
化
に
危
機
感
を
抱

体
の
高
齢
化
に
危
機
感
を
抱

い
て
い
る
。
だ
か
ら

い
て
い
る
。
だ
か
ら
2020
周
年
周
年

事
業
に
は
若
者
へ
の
期
待
が

事
業
に
は
若
者
へ
の
期
待
が

随
所
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

随
所
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

８
月
８
月
2525
・
2626
の
両
日
、
鎌
倉

の
両
日
、
鎌
倉

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
催

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
催

さ
れ
る
「
か
ま
く
ら
市
民
活

さ
れ
る
「
か
ま
く
ら
市
民
活

動
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
は

動
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
は

市
内
の
高
校
生
も
ボ
ラ
ン
テ

市
内
の
高
校
生
も
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
多
数
参
加
す
る
。

ィ
ア
で
多
数
参
加
す
る
。

　

1212
月
に
刊
行
予
定
の
記
念

月
に
刊
行
予
定
の
記
念

誌
「
誌
「
Ｗワ

オ

ワ

オ
Ｏ
Ｗ
Ｏ
Ｗ
！
」
は
、
若
い

！
」
は
、
若
い

人
を
意
識
し
て
い
る
。
表
紙

人
を
意
識
し
て
い
る
。
表
紙

の
デ
ザ
イ
ン
も
若
い
人
に
任

の
デ
ザ
イ
ン
も
若
い
人
に
任

せ
る
方
針
だ
。
高
校
生
記
者

せ
る
方
針
だ
。
高
校
生
記
者

が
団
体
を
取
材
し
て
記
事
を

が
団
体
を
取
材
し
て
記
事
を

書
く
な
ど
「
お
堅
い
記
念
誌

書
く
な
ど
「
お
堅
い
記
念
誌

と
は
違
っ
た
斬
新
な
も
の
に

と
は
違
っ
た
斬
新
な
も
の
に

し
た
い
」
と
話
す
。

し
た
い
」
と
話
す
。

　

記
念
事
業
の
も
う
一
つ
の

　

記
念
事
業
の
も
う
一
つ
の

柱
は
特
別
フ
ァ
ン
ド
の
実

柱
は
特
別
フ
ァ
ン
ド
の
実

施
。
助
成
金
を
増
額
し
、
異

施
。
助
成
金
を
増
額
し
、
異

な
る
団
体
が
つ
な
が
っ
て
展

な
る
団
体
が
つ
な
が
っ
て
展

開
す
る
コ
ラ
ボ
事
業
を
特
に

開
す
る
コ
ラ
ボ
事
業
を
特
に

歓
迎
す
る
と
い
う
。

歓
迎
す
る
と
い
う
。

　

静
岡
県
浜
松
市
出
身
。
英

　

静
岡
県
浜
松
市
出
身
。
英

語
の
先
生
に
な
ろ
う
と
上
智

語
の
先
生
に
な
ろ
う
と
上
智

大
の
英
語
学
科
に
進
ん
だ
が

大
の
英
語
学
科
に
進
ん
だ
が

「
迷
い
が
生
じ
て
」（
本
人

「
迷
い
が
生
じ
て
」（
本
人

の
弁
）
大
手
広
告
代
理
店
に

の
弁
）
大
手
広
告
代
理
店
に

入
社
。
主
に
営
業
、
人
事
畑

入
社
。
主
に
営
業
、
人
事
畑

を
歩
み
、

を
歩
み
、
6565
歳
で
完
全
リ
タ

歳
で
完
全
リ
タ

イ
ア
。
４
年
前
に
同
セ
ン
タ

イ
ア
。
４
年
前
に
同
セ
ン
タ

ー
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

ー
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

し
て
い
る
の
を
知
り
参
加
し

し
て
い
る
の
を
知
り
参
加
し

た
。
総
会
の
議
長
や
ら
セ
ン

た
。
総
会
の
議
長
や
ら
セ
ン

タ
ー
運
営
会
議
の
副
理
事
長

タ
ー
運
営
会
議
の
副
理
事
長

な
ど
の
役
目
が
次
々
回
っ
て

な
ど
の
役
目
が
次
々
回
っ
て

き
た
。
今
回
は
記
念
事
業
実

き
た
。
今
回
は
記
念
事
業
実

行
委
員
長
。「『
広
告
屋
』
だ

行
委
員
長
。「『
広
告
屋
』
だ

っ
た
か
ら
な
ん
で
も
で
き

っ
た
か
ら
な
ん
で
も
で
き

る
、
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ

る
、
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ

う
ね
」
と
笑
う
。

う
ね
」
と
笑
う
。

　

市
内
２
カ
所
で
書
道
教
室

　

市
内
２
カ
所
で
書
道
教
室

を
開
く
。
土
曜
の
教
室
に
は

を
開
く
。
土
曜
の
教
室
に
は

小
学
生
か
ら
超
高
齢
者
ま
で

小
学
生
か
ら
超
高
齢
者
ま
で

が
集
う
。「
ご
年
配
の
皆
さ

が
集
う
。「
ご
年
配
の
皆
さ

ん
が
２
週
間
に
１
度
の
小
学

ん
が
２
週
間
に
１
度
の
小
学

生
と
の
出
会
い
を
楽
し
み
に

生
と
の
出
会
い
を
楽
し
み
に

さ
れ
て
い
る
。
張
り
合
い
に

さ
れ
て
い
る
。
張
り
合
い
に

な
る
っ
て
」
と
う
れ
し
そ
う

な
る
っ
て
」
と
う
れ
し
そ
う

に
話
す
。

に
話
す
。

　

今
年
１
月
か
ら
大
手
の
デ

　

今
年
１
月
か
ら
大
手
の
デ

ジ
タ
ル
関
連
会
社
で
「
若
い

ジ
タ
ル
関
連
会
社
で
「
若
い

社
員
一
人
ひ
と
り
と
向
き
合

社
員
一
人
ひ
と
り
と
向
き
合

い
、
仕
事
と
暮
ら
し
の
よ
ろ

い
、
仕
事
と
暮
ら
し
の
よ
ろ

ず
相
談
相
手
を
務
め
る
」
た

ず
相
談
相
手
を
務
め
る
」
た

め
に
、
週
３
回
東
京
・
汐
留

め
に
、
週
３
回
東
京
・
汐
留

ま
で
通
っ
て
い
る
。

ま
で
通
っ
て
い
る
。

　

夫
婦
共
に
住
み
た
い
と
切

　

夫
婦
共
に
住
み
た
い
と
切

望
し
て
い
た
鎌
倉
に
７
年
半

望
し
て
い
た
鎌
倉
に
７
年
半

ほ
ど
前
葉
山
か
ら
転
居
。

ほ
ど
前
葉
山
か
ら
転
居
。

「
生
来
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
思
考

「
生
来
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
思
考

で
、
人
と
話
を
す
る
の
が
大

で
、
人
と
話
を
す
る
の
が
大

好
き
」
を
自
認
。
趣
味
も

好
き
」
を
自
認
。
趣
味
も

「
俳
句
か
ら
散
歩
、
ア
カ
ペ

「
俳
句
か
ら
散
歩
、
ア
カ
ペ

ラ
の
歌
唱
ま
で
」
と
多
彩
。

ラ
の
歌
唱
ま
で
」
と
多
彩
。

「
生
涯
現
役
」
の
気
概
を
忘

「
生
涯
現
役
」
の
気
概
を
忘

れ
な
い

れ
な
い
7171
歳
。
歳
。

　
（
文
・
写
真　

三
浦
準
司
）

　
（
文
・
写
真　

三
浦
準
司
）

　

肩
こ
り
は
首
か
ら
肩
に
か

　

肩
こ
り
は
首
か
ら
肩
に
か

け
て
の
筋
肉
が
張
り
、
筋
が

け
て
の
筋
肉
が
張
り
、
筋
が

硬
く
な
っ
た
状
態
を
い
う
。

硬
く
な
っ
た
状
態
を
い
う
。

こ
の
筋
肉
が
緊
張
す
る
よ
う

こ
の
筋
肉
が
緊
張
す
る
よ
う

な
姿
勢
を
続
け
て
い
る
と
起

な
姿
勢
を
続
け
て
い
る
と
起

こ
る
。

こ
る
。

　

筋
肉
は
疲
れ
る
と
、
乳
酸

　

筋
肉
は
疲
れ
る
と
、
乳
酸

と
い
う
疲
労
物
質
を
発
生
さ

と
い
う
疲
労
物
質
を
発
生
さ

せ
る
た
め
、
休
ま
せ
て
疲
れ

せ
る
た
め
、
休
ま
せ
て
疲
れ

を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら

を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
こ
で
無
理
を
強

な
い
が
、
こ
こ
で
無
理
を
強

い
る
と
慢
性
的
な
疲
れ
と
な

い
る
と
慢
性
的
な
疲
れ
と
な

っ
て
、
緊
張
を
緩
め
る
こ
と

っ
て
、
緊
張
を
緩
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
肩
が
こ

が
で
き
な
く
な
り
、
肩
が
こ

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
人
間
の
頭
の
重
さ
は
お

も
、
人
間
の
頭
の
重
さ
は
お

よ
そ
３
㎏
あ
る
。
そ
れ
を
細

よ
そ
３
㎏
あ
る
。
そ
れ
を
細

い
首
だ
け
で
支
え
て
い
る
の

い
首
だ
け
で
支
え
て
い
る
の

だ
か
ら
、
首
や
肩
の
筋
肉
は

だ
か
ら
、
首
や
肩
の
筋
肉
は

緊
張
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

緊
張
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

　

加
齢
を
重
ね
る
と
筋
肉
が

　

加
齢
を
重
ね
る
と
筋
肉
が

緩
く
な
り
、
頭
の
重
さ
に
よ

緩
く
な
り
、
頭
の
重
さ
に
よ

り
そ
の
荷
重
が
首
や
肩
に
か

り
そ
の
荷
重
が
首
や
肩
に
か

か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
肩
こ

か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
肩
こ

り
の
主
た
る
原
因
で
あ
る
。

り
の
主
た
る
原
因
で
あ
る
。

そ
の
凝
っ
た
と
こ
ろ
を
適
度

そ
の
凝
っ
た
と
こ
ろ
を
適
度

に
刺
激
す
る
と
、
す
な
わ

に
刺
激
す
る
と
、
す
な
わ

ち
、
指
圧
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
や

ち
、
指
圧
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
や

鍼
を
打
つ
と
凝
り
が
軽
く
な

鍼
を
打
つ
と
凝
り
が
軽
く
な

る
の
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
。

　

身
体
を
軽
く
す
る
、
身
体

　

身
体
を
軽
く
す
る
、
身
体

を
楽
に
す
る
と
い
う
の
が
鍼

を
楽
に
す
る
と
い
う
の
が
鍼

灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
な
の
で

灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
な
の
で

あ
る
。

あ
る
。
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―「
鎌
倉
ゆ
う
通
信
」よ
り

「
鎌
倉
ゆ
う
通
信
」よ
り

ゆ
う
東
洋
医
学
研
究
所　

理

ゆ
う
東
洋
医
学
研
究
所　

理

事
長
事
長

鎌
倉
市
手
広
４
―
７
―
５

鎌
倉
市
手
広
４
―
７
―
５

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
3333
・
５
６
６
８

・
５
６
６
８

　

鎌
倉
の
由
比
ガ
浜
海
岸
で
、

　

鎌
倉
の
由
比
ガ
浜
海
岸
で
、

今
年
２
回
目
の
「
海
Ｌ

今
年
２
回
目
の
「
海
Ｌ
♡
Ｖ
Ｅ
Ｖ
Ｅ

か
ま
く
ら
」
が
開
催
さ
れ
た
。

か
ま
く
ら
」
が
開
催
さ
れ
た
。

本
事
業
は
Ｓ
Ｏ
Ｓ
（

本
事
業
は
Ｓ
Ｏ
Ｓ
（S

ave 
S
ave 

O
ur S
hore

O
ur S
hore

）・
神
奈
川
県

）・
神
奈
川
県

海
水
浴
場
組
合
連
合
会
・
鎌
倉

海
水
浴
場
組
合
連
合
会
・
鎌
倉

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
ク
ラ
ブ
・
鎌
倉

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
ク
ラ
ブ
・
鎌
倉

ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
な
ど
の
皆
様
の

ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
な
ど
の
皆
様
の

大
い
な
る
ご
協
力
の
も
と
、
開

大
い
な
る
ご
協
力
の
も
と
、
開

か
れ
て
い
る
。

か
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
午
前
中
の
時
間
を

　

今
回
は
、
午
前
中
の
時
間
を

使
っ
て
ボ
デ
ィ
ボ
ー
ド
に
挑
戦

使
っ
て
ボ
デ
ィ
ボ
ー
ド
に
挑
戦

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
波
に
乗

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
波
に
乗

る
べ
く
悪
戦
苦
闘
。

る
べ
く
悪
戦
苦
闘
。

　

午
後
の
自
由
時
間
で
は
、
引

　

午
後
の
自
由
時
間
で
は
、
引

き
続
き
ボ
デ
ィ
ボ
ー
ド
を
楽
し

き
続
き
ボ
デ
ィ
ボ
ー
ド
を
楽
し

む
子
や
、
砂
浜
で
砂
の
オ
ブ
ジ

む
子
や
、
砂
浜
で
砂
の
オ
ブ
ジ

ェ
の
制
作
に
い
そ
し
む
姿
が
見

ェ
の
制
作
に
い
そ
し
む
姿
が
見

ら
れ
た
。

ら
れ
た
。

　

海
で
の
楽
し
み
方
は
様
々
だ

　

海
で
の
楽
し
み
方
は
様
々
だ

っ
た
が
、
中
で
も
印
象
的
だ
っ

っ
た
が
、
中
で
も
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
波
打
ち
際
で
、
砂
浜

た
の
は
、
波
打
ち
際
で
、
砂
浜

を
真
剣
な
面
持
ち
で
掘
り
続
け

を
真
剣
な
面
持
ち
で
掘
り
続
け

る
少
年
の
姿
だ
っ
た
。
聞
け

る
少
年
の
姿
だ
っ
た
。
聞
け

ば
、
砂
浜
に
潜
り
込
ん
で
い
る

ば
、
砂
浜
に
潜
り
込
ん
で
い
る

蛤
を
探
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

蛤
を
探
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

私
も
一
緒
に
蛤
を
探
す
こ
と
に

私
も
一
緒
に
蛤
を
探
す
こ
と
に

し
た
が
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら

し
た
が
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら

な
い
。
そ
の
様
子
を
見
か
ね
た

な
い
。
そ
の
様
子
を
見
か
ね
た

の
か
、
蛤
の
探
し
方
を
レ
ク
チ

の
か
、
蛤
の
探
し
方
を
レ
ク
チ

ャ
ー
し
て
く
だ
さ
っ
た
プ
ロ
サ

ャ
ー
し
て
く
だ
さ
っ
た
プ
ロ
サ

ー
フ
ァ
ー
の
堀
野
さ
ん
が
、

ー
フ
ァ
ー
の
堀
野
さ
ん
が
、

「
そ
の
辺
り
に
は
い
な
い
ん
じ

「
そ
の
辺
り
に
は
い
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
」
と
教
え
て
く
れ

ゃ
な
い
か
な
」
と
教
え
て
く
れ

た
。
聞
く
と
、浅
瀬
で
は
な
く
、

た
。
聞
く
と
、浅
瀬
で
は
な
く
、

も
う
少
し
沖
の
方
な
ら
い
る
か

も
う
少
し
沖
の
方
な
ら
い
る
か

も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
。

も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
。

　

少
年
は
、
と
て
も
残
念
そ
う

　

少
年
は
、
と
て
も
残
念
そ
う

な
、
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い

な
、
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い

た
。
私
も
諦
め
を
感
じ
は
じ
め

た
。
私
も
諦
め
を
感
じ
は
じ
め

て
も
う
引
き
上
げ
よ
と
声
を
か

て
も
う
引
き
上
げ
よ
と
声
を
か

け
よ
う
と
し
た
、
そ
の
と
き
だ

け
よ
う
と
し
た
、
そ
の
と
き
だ

っ
た
。
彼
は
黙
っ
て
沖
の
方
ま

っ
た
。
彼
は
黙
っ
て
沖
の
方
ま

で
歩
み
を
進
め
た
。
ふ
い
に
立

で
歩
み
を
進
め
た
。
ふ
い
に
立

ち
止
ま
っ
た
か
と
思
う
と
、
足

ち
止
ま
っ
た
か
と
思
う
と
、
足

で
懸
命
に
砂
を
掻
い
た
。
沖
で

で
懸
命
に
砂
を
掻
い
た
。
沖
で

蛤
を
探
し
出
し
た
の
だ
。
私
も

蛤
を
探
し
出
し
た
の
だ
。
私
も

足
で
砂
を
掻
い
て
蛤
を
探
し

足
で
砂
を
掻
い
て
蛤
を
探
し

た
。
た
。

　

結
局
、
蛤
は
見
つ
か
ら
な
か

　

結
局
、
蛤
は
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
た
の

っ
た
。
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
た
の

だ
か
ら
、
１
つ
ぐ
ら
い
は
見
つ

だ
か
ら
、
１
つ
ぐ
ら
い
は
見
つ

か
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
期
待

か
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
期
待

し
た
が
、
思
い
通
り
に
は
い
か

し
た
が
、
思
い
通
り
に
は
い
か

な
か
っ
た
。
が
っ
か
り
し
て
い

な
か
っ
た
。
が
っ
か
り
し
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
心
配
し
て

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
心
配
し
て

彼
の
顔
を
覗
き
込
む
と
、
意
外

彼
の
顔
を
覗
き
込
む
と
、
意
外

に
も
満
足
し
た
表
情
を
し
て
い

に
も
満
足
し
た
表
情
を
し
て
い

た
。「
も
う
や
り
切
っ
た
！
」

た
。「
も
う
や
り
切
っ
た
！
」

そ
ん
な
顔
だ
っ
た
。

そ
ん
な
顔
だ
っ
た
。

　

現
実
は
非
情
だ
。
思
い
通
り

　

現
実
は
非
情
だ
。
思
い
通
り

に
う
ま
く
物
事
が
進
む
と
は
限

に
う
ま
く
物
事
が
進
む
と
は
限

ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
よ

ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
よ

う
に
何
事
も
や
っ
て
み
な
け
れ

う
に
何
事
も
や
っ
て
み
な
け
れ

ば
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な

ば
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
。
諦
め
な
い
彼
の
姿
と

い
の
だ
。
諦
め
な
い
彼
の
姿
と

湘
南
の
大
海
原
か
ら
そ
ん
な
こ

湘
南
の
大
海
原
か
ら
そ
ん
な
こ

と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
一
日
だ

と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
一
日
だ

っ
た
。

っ
た
。

　

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

☎
０
４
６
７
・

☎
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４
６
７
・
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・
９
７
４
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・
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日
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学
問
は
、
人
間
の
幸
福
に
資

　

学
問
は
、
人
間
の
幸
福
に
資

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
学
問
で
身
を
た
て
る
こ
と

い
。
学
問
で
身
を
た
て
る
こ
と

は
、
人
々
を
貧
し
さ
や
苦
悩
か

は
、
人
々
を
貧
し
さ
や
苦
悩
か

ら
救
い
、
彼
ら
の
生
活
を
立
て

ら
救
い
、
彼
ら
の
生
活
を
立
て

直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
信
じ

直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
信
じ

て
、
て
、
2222
歳
の
青
年
は
明
治

歳
の
青
年
は
明
治
3030
年

（
１
８
９
７
）
に
東
京
帝
国
大

（
１
８
９
７
）
に
東
京
帝
国
大

学
に
入
学
し
、
農
政
学
を
修
め

学
に
入
学
し
、
農
政
学
を
修
め

た
。
た
。
3333
年
に
卒
業
す
る
と
、
農

年
に
卒
業
す
る
と
、
農

商
省
農
務
局
に
入
り
、
優
秀
な

商
省
農
務
局
に
入
り
、
優
秀
な

官
僚
と
し
て
農
民
の
生
活
向
上

官
僚
と
し
て
農
民
の
生
活
向
上

の
た
め
に
東
北
地
方
の
村
々
を

の
た
め
に
東
北
地
方
の
村
々
を

歩
き
力
を
尽
く
し
た
。
の
ち
に

歩
き
力
を
尽
く
し
た
。
の
ち
に

日
本
の
民
俗
学
の
創
始
者
と
い

日
本
の
民
俗
学
の
創
始
者
と
い

わ
れ
た
柳
田
国
男
の
青
年
期
の

わ
れ
た
柳
田
国
男
の
青
年
期
の

姿
で
あ
る
。

姿
で
あ
る
。

　

柳
田
国
男
は
、
明
治
８
年

　

柳
田
国
男
は
、
明
治
８
年

（
１
８
７
５
）
に
生
ま
れ
た

（
１
８
７
５
）
に
生
ま
れ
た

が
、
幼
少
期
に
は
神
隠
し
や
不

が
、
幼
少
期
に
は
神
隠
し
や
不

思
議
体
験
に
幾
度
か
遭
遇
し
、

思
議
体
験
に
幾
度
か
遭
遇
し
、

神
秘
的
な
も
の
へ
の
感
受
性
は

神
秘
的
な
も
の
へ
の
感
受
性
は

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
た
よ
う

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
た
よ
う

だ
。
さ
ら
に
は

だ
。
さ
ら
に
は
1313

歳
の
時
に
は
、
飢

歳
の
時
に
は
、
飢

饉
の
た
め
に
間
引

饉
の
た
め
に
間
引

き
（
嬰
児
殺
し
）

き
（
嬰
児
殺
し
）

が
行
わ
れ
て
い
た

が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
知
り
、
愕

こ
と
を
知
り
、
愕

然
と
す
る
。

然
と
す
る
。

　

柳
田
は
の
ち
に
、
農
村
の
飢

　

柳
田
は
の
ち
に
、
農
村
の
飢

饉
を
絶
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

饉
を
絶
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
気
持
ち
が
自
分
を
民

い
と
い
う
気
持
ち
が
自
分
を
民

俗
学
に
駆
り
立
て
た
と
、
回
想

俗
学
に
駆
り
立
て
た
と
、
回
想

し
て
い
る
。
彼
は
役
人
と
し
て

し
て
い
る
。
彼
は
役
人
と
し
て

日
本
の
各
地
を
わ
ら
じ
ば
き
で

日
本
の
各
地
を
わ
ら
じ
ば
き
で

回
り
な
が
ら
、
農
村
の
貧
し

回
り
な
が
ら
、
農
村
の
貧
し

さ
の
実
態
に
衝
撃
を
受
け
、

さ
の
実
態
に
衝
撃
を
受
け
、

そ
れ
と
向
き
合
う
こ
と
に
な

そ
れ
と
向
き
合
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
農
民
の
生
活
向

る
。
そ
し
て
、
農
民
の
生
活
向

上
の
た
め
に
「
経
世
済
民
」

上
の
た
め
に
「
経
世
済
民
」

（
生
活
を
豊
か
に
し
、
人
々
を

（
生
活
を
豊
か
に
し
、
人
々
を

救
う
）
と
い
う
理
想
を
掲
げ
、

救
う
）
と
い
う
理
想
を
掲
げ
、

幸
福
を
築
く
た
め
の
学
問
と
し

幸
福
を
築
く
た
め
の
学
問
と
し

て
の
民
俗
学
を
提
唱
し
て
い
く

て
の
民
俗
学
を
提
唱
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
歴
史
の
表
舞
台
に

の
で
あ
る
。
歴
史
の
表
舞
台
に

登
場
し
な
い
農
民
や
庶
民
の
暮

登
場
し
な
い
農
民
や
庶
民
の
暮

ら
し
か
ら
、
柳
田
は
学
問
を
立

ら
し
か
ら
、
柳
田
は
学
問
を
立

て
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

て
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
私
が
彼
を
尊
敬
す
る

こ
と
が
、
私
が
彼
を
尊
敬
す
る

理
由
で
あ
る
。
そ
の
実
践
的
体

理
由
で
あ
る
。
そ
の
実
践
的
体

験
は
、
や
が
て

験
は
、
や
が
て
3535
歳
の
時
に
発

歳
の
時
に
発

表
し
た
民
間
伝
承
の
『
遠
野
物

表
し
た
民
間
伝
承
の
『
遠
野
物

語
』
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

語
』
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

当
時
の
学
者
や
作
家
た
ち
が

　

当
時
の
学
者
や
作
家
た
ち
が

扱
う
世
界
は
、
ご
く
一
部
の
知

扱
う
世
界
は
、
ご
く
一
部
の
知

識
階
級
や
都
会
の
上
層
階
級
を

識
階
級
や
都
会
の
上
層
階
級
を

対
象
に
書
か
れ
た
も
の
が
実
に

対
象
に
書
か
れ
た
も
の
が
実
に

多
い
。
一
方
、
柳
田
は
農
政
学

多
い
。
一
方
、
柳
田
は
農
政
学

や
農
民
史
の
研
究
か
ら
徐
々
に

や
農
民
史
の
研
究
か
ら
徐
々
に

農
民
や
庶
民
の
生
活
の
中
に
入

農
民
や
庶
民
の
生
活
の
中
に
入

っ
て
行
く
「
歩
く
学
問
」
、
実

っ
て
行
く
「
歩
く
学
問
」
、
実

践
的
な
「
幸
福
の
民
俗
学
」
へ

践
的
な
「
幸
福
の
民
俗
学
」
へ

と
歩
み
を
進
め
て
い
っ
た
。

と
歩
み
を
進
め
て
い
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
（
明
治

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
（
明
治
3535

年
）
、
友
人
田
山
花
袋
の
自
然

年
）
、
友
人
田
山
花
袋
の
自
然

主
義
文
学
の
代
表
作
と
い
わ
れ

主
義
文
学
の
代
表
作
と
い
わ
れ

て
い
る
『
蒲
団
』
を
不
潔
な
小

て
い
る
『
蒲
団
』
を
不
潔
な
小

説
と
痛
烈
に
批
判
し
、
個
人
主

説
と
痛
烈
に
批
判
し
、
個
人
主

義
的
な
近
代
文
学
と
袂
を
分
か

義
的
な
近
代
文
学
と
袂
を
分
か

っ
て
い
る
。

っ
て
い
る
。

　

柳
田
は
少
年
時
代
か
ら
短
歌

　

柳
田
は
少
年
時
代
か
ら
短
歌

を
詠
み
、
第
一
高
等
学
校
時
代

を
詠
み
、
第
一
高
等
学
校
時
代

に
は
田
山
花
袋
や
国
木
田
独
歩

に
は
田
山
花
袋
や
国
木
田
独
歩

と
も
交
友
が
あ
り
、
新
体
詩
を

と
も
交
友
が
あ
り
、
新
体
詩
を

発
表
し
て
い
た
い
っ
ぱ
し
の
文

発
表
し
て
い
た
い
っ
ぱ
し
の
文

学
青
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

学
青
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

人
間
を
救
う
の
は
内
面
の
傷
を

人
間
を
救
う
の
は
内
面
の
傷
を

な
め
合
う
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
た

な
め
合
う
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
た

ち
の
近
代
文
学
で
は
な
く
、
名

ち
の
近
代
文
学
で
は
な
く
、
名

も
無
き
人
々
を
深
く
知
り
彼
ら

も
無
き
人
々
を
深
く
知
り
彼
ら

を
幸
福
に
導
く
民
俗
学
で
あ

を
幸
福
に
導
く
民
俗
学
で
あ

る
、
と
柳
田
は
考
え
て
い
た
。

る
、
と
柳
田
は
考
え
て
い
た
。

　

私
は
日
本
文
化
の
根
底
的
な

　

私
は
日
本
文
化
の
根
底
的
な

力
を
秘
め
て
い
る
の
は
、
田
山

力
を
秘
め
て
い
る
の
は
、
田
山

花
袋
の
『
蒲
団
』
な
ど
に
象
徴

花
袋
の
『
蒲
団
』
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
や
わ
な
近
代
文
学
に
あ

さ
れ
る
や
わ
な
近
代
文
学
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
柳
田
国
男
の

る
の
で
は
な
く
、
柳
田
国
男
の

編
ん
だ
庶
民
の
言
い
伝
え
『
遠

編
ん
だ
庶
民
の
言
い
伝
え
『
遠

野
物
語
』
の
語
り
の
世
界
に
こ

野
物
語
』
の
語
り
の
世
界
に
こ

そ
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・
鎌

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・
鎌

倉
て
ら
こ
や
顧
問
）

倉
て
ら
こ
や
顧
問
）

　

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
は
、
経

　

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
は
、
経

営
者
同
士
が
自
己
研
鑚
の
場
と

営
者
同
士
が
自
己
研
鑚
の
場
と

し
て
心
を
学
ぶ
場
で
あ
り
、
ま

し
て
心
を
学
ぶ
場
で
あ
り
、
ま

た
職
場
や
家
庭
、
地
域
の

た
職
場
や
家
庭
、
地
域
の

人
た
ち
と
よ
り
よ
い
人
間

人
た
ち
と
よ
り
よ
い
人
間

関
係
を
つ
く
り
、
社
会
に

関
係
を
つ
く
り
、
社
会
に

貢
献
す
る
た
め
の
〝
非
営

貢
献
す
る
た
め
の
〝
非
営

利
の
法
人
会

利
の
法
人
会
〞
で
す
。

で
す
。

　

西
日
本
の
豪
雨
災
害
は

　

西
日
本
の
豪
雨
災
害
は

甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま

甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
続

し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
続

く
連
日
の
猛
暑
。
被
災
さ

く
連
日
の
猛
暑
。
被
災
さ

れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い

れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
は
地
震
や
水
害
な
ど
自

　

日
本
は
地
震
や
水
害
な
ど
自

然
災
害
大
国
と
も
い
わ
れ
、
古

然
災
害
大
国
と
も
い
わ
れ
、
古

来
か
ら
稲
作
の
普
及
に
伴
っ
て

来
か
ら
稲
作
の
普
及
に
伴
っ
て

朝
廷
に
よ
る
大
規
模
な
治
水
事

朝
廷
に
よ
る
大
規
模
な
治
水
事

業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

戦
後
の
復
興
に
よ
り
山
は
人

　

戦
後
の
復
興
に
よ
り
山
は
人

造
林
に
置
き
換
わ
り
、
大
規
模

造
林
に
置
き
換
わ
り
、
大
規
模

な
公
共
事
業
に
よ
り
至
る
所
に

な
公
共
事
業
に
よ
り
至
る
所
に

砂
防
ダ
ム
が
設
け
ら
れ
、
扇
状

砂
防
ダ
ム
が
設
け
ら
れ
、
扇
状

地
の
山
の
麓
に
ま
で
市
街
地
が

地
の
山
の
麓
に
ま
で
市
街
地
が

拡
が
り
、
街
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

拡
が
り
、
街
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

に
覆
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

に
覆
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

工
学
の
進
歩
に
つ
れ
、
い
つ

　

工
学
の
進
歩
に
つ
れ
、
い
つ

し
か
治
水
事
業
は
水
害
を
「
起

し
か
治
水
事
業
は
水
害
を
「
起

こ
さ
な
い
こ
と
」
が
前
提
と
な

こ
さ
な
い
こ
と
」
が
前
提
と
な

り
、
そ
れ
で
も
毎
年
起
こ
る
水

り
、
そ
れ
で
も
毎
年
起
こ
る
水

害
に
は
「
想
定
外
」
と
か
「
気

害
に
は
「
想
定
外
」
と
か
「
気

候
変
動
、
異
常
気
象
の
せ
い
」

候
変
動
、
異
常
気
象
の
せ
い
」

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
は
便
利

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
は
便
利

な
道
具
で
溢
れ
て
い
ま
す
が
、

な
道
具
で
溢
れ
て
い
ま
す
が
、

電
力
が
無
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
の

電
力
が
無
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
の

作
業
は
停
止
す
る
と
い
う
脆
さ

作
業
は
停
止
す
る
と
い
う
脆
さ

と
常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ

と
常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
が
ち
で
す
。
都
市
化

と
を
忘
れ
が
ち
で
す
。
都
市
化

さ
れ
た
現
代
生
活
は
、
想
定
外

さ
れ
た
現
代
生
活
は
、
想
定
外

の
出
来
事
に
は
逆
に
被
害
を
甚

の
出
来
事
に
は
逆
に
被
害
を
甚

大
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
は

大
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
は

ら
ん
で
い
ま
す
。
自
然
災
害
は

ら
ん
で
い
ま
す
。
自
然
災
害
は

い
つ
お
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ

い
つ
お
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
常
に
防
災
意
識
を
持
ち
、

ん
。
常
に
防
災
意
識
を
持
ち
、

日
頃
の
心
掛
け
と
備
え
を
万
全

日
頃
の
心
掛
け
と
備
え
を
万
全

に
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

に
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

　

当
会
で
は
、
７
月

　

当
会
で
は
、
７
月
1717
日
に
由

日
に
由

比
ガ
浜
の
海
の
家
で
モ
ー
ニ
ン

比
ガ
浜
の
海
の
家
で
モ
ー
ニ
ン

グ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
ま
し
た
。

グ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
ま
し
た
。

早
朝
の
清
々
し
い
海
辺
で
波
の

早
朝
の
清
々
し
い
海
辺
で
波
の

音
を
聴
き
な
が
ら
の
講
話
に
多

音
を
聴
き
な
が
ら
の
講
話
に
多

数
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
大
盛

数
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
大
盛

況
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

況
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
朝
活
の
実
践
で

　

こ
の
よ
う
な
朝
活
の
実
践
で

職
場
や
家
庭
、
地
域
社
会
を
よ

職
場
や
家
庭
、
地
域
社
会
を
よ

り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ど
な
た

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
に
い

ひ
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
に
い

ら
し
て
く
だ
さ
い
。
毎
週
火
曜

ら
し
て
く
だ
さ
い
。
毎
週
火
曜

日
午
前
６
時
半
、
由
比
ガ
浜
公

日
午
前
６
時
半
、
由
比
ガ
浜
公

会
堂
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

会
堂
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

（
文
責
・
菅
原
浩
太
）

　
　
　

（
文
責
・
菅
原
浩
太
）

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

☎
０
４
５

☎
０
４
５
･
３
１
５

３
１
５
･
２
４
３

２
４
３

３　３　

℻  ℻  
０
４
５

０
４
５
･
３
１
５

３
１
５
･

２
４
３
４

２
４
３
４

　

鎌
倉
駅
の
東
側
、
南
北
に
伸
び
る
若
宮
大
路
の
二
の
鳥
居
前

　

鎌
倉
駅
の
東
側
、
南
北
に
伸
び
る
若
宮
大
路
の
二
の
鳥
居
前

か
ら
鶴
岡
八
幡
宮
に
向
か
っ
て

か
ら
鶴
岡
八
幡
宮
に
向
か
っ
て
5050
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
右
手

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
右
手

に
建
つ
４
階
建
て
の
白
い
ビ
ル
。
創
立

に
建
つ
４
階
建
て
の
白
い
ビ
ル
。
創
立
5050
周
年
を
迎
え
た
「
鎌

周
年
を
迎
え
た
「
鎌

倉
彫
会
館
」
の
後
藤
尚
子
館
長
（
鎌
倉
彫
協
同
組
合
代
表
理

倉
彫
会
館
」
の
後
藤
尚
子
館
長
（
鎌
倉
彫
協
同
組
合
代
表
理

事
）
に
う
か
が
っ
た
。

事
）
に
う
か
が
っ
た
。

　

―
鎌
倉
彫
の
始
ま
り
は
。

―
鎌
倉
彫
の
始
ま
り
は
。

　

中
国
の
宋
の
時
代
、
日
本

　

中
国
の
宋
の
時
代
、
日
本

で
は
鎌
倉
時
代
に
禅
宗
が
移

で
は
鎌
倉
時
代
に
禅
宗
が
移

入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
受
け

入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
受
け

入
れ
先
と
し
て
建
て
ら
れ
た

入
れ
先
と
し
て
建
て
ら
れ
た

の
が
北
鎌
倉
の
建
長
寺
や
円

の
が
北
鎌
倉
の
建
長
寺
や
円

覚
寺
で
す
。
そ
し
て

覚
寺
で
す
。
そ
し
て

そ
の
時
、
禅
宗
の
教

そ
の
時
、
禅
宗
の
教

え
と
と
も
に
彫
漆
品

え
と
と
も
に
彫
漆
品

が
日
本
に
渡
来
し
ま

が
日
本
に
渡
来
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
漆
を

し
た
。
そ
れ
は
漆
を

塗
り
重
ね
た
も
の
に

塗
り
重
ね
た
も
の
に

彫
刻
を
施
し
た
も
の

彫
刻
を
施
し
た
も
の

で
し
た
が
、
元
々
日

で
し
た
が
、
元
々
日

本
は
木
彫
り
の
技
術

本
は
木
彫
り
の
技
術

が
優
れ
て
い
た
の

が
優
れ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
を
参
考
に
当
時
の

で
、
そ
れ
を
参
考
に
当
時
の

仏
師
た
ち
が
木
彫
り
、
漆
塗

仏
師
た
ち
が
木
彫
り
、
漆
塗

り
で
禅
宗
寺
院
用
の
仏
具
を

り
で
禅
宗
寺
院
用
の
仏
具
を

作
り
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
が

作
り
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
が

鎌
倉
彫
の
始
ま
り
で
、
今
も

鎌
倉
彫
の
始
ま
り
で
、
今
も

木
彫
り
漆
塗
り
で
あ
る
こ
と

木
彫
り
漆
塗
り
で
あ
る
こ
と

が
鎌
倉
彫
の
定
義
に
な
っ
て

が
鎌
倉
彫
の
定
義
に
な
っ
て

い
ま
す
。
円
覚
寺
に
保
存
さ

い
ま
す
。
円
覚
寺
に
保
存
さ

れ
て
い
る
前
机
や
建
長
寺
の

れ
て
い
る
前
机
や
建
長
寺
の

須
弥
壇
な
ど
は
今
に
残
る
優

須
弥
壇
な
ど
は
今
に
残
る
優

品
で
、
鎌
倉
彫
の
祖
形
と
言

品
で
、
鎌
倉
彫
の
祖
形
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

―
長
い
歴
史
、
時
代
の
変

―
長
い
歴
史
、
時
代
の
変

遷
と
の
関
わ
り
は
。

遷
と
の
関
わ
り
は
。

　

禅
宗
の
仏
具
と
し
て
ス
タ

　

禅
宗
の
仏
具
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
た
鎌
倉
彫
で
す
が
、

ー
ト
し
た
鎌
倉
彫
で
す
が
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
茶
道
が

江
戸
時
代
に
な
る
と
茶
道
が

普
及
し
、
そ
の
要
請
に
応
じ

普
及
し
、
そ
の
要
請
に
応
じ

て
茶
入
れ
や
香
合
、
香
盆
な

て
茶
入
れ
や
香
合
、
香
盆
な

ど
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ど
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
時
代

ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
時
代

に
な
る
と
神
仏
分
離
令
が
交

に
な
る
と
神
仏
分
離
令
が
交

付
さ
れ
、
廃
仏
毀
釈
運
動
に

付
さ
れ
、
廃
仏
毀
釈
運
動
に

よ
り
仕
事
を
失
っ
た
仏
師
た

よ
り
仕
事
を
失
っ
た
仏
師
た

ち
が
生
活
工
芸
品
と
し
て

ち
が
生
活
工
芸
品
と
し
て

の
鎌
倉
彫
を
作
る
よ
う
に
な

の
鎌
倉
彫
を
作
る
よ
う
に
な

り
、
今
も
作
ら
れ
続
け
る

り
、
今
も
作
ら
れ
続
け
る

〝
鎌
倉
特
産
の
工
芸
品
〞
と

〝
鎌
倉
特
産
の
工
芸
品
〞
と

し
て
市
民
の
間
に
広
ま
り
生

し
て
市
民
の
間
に
広
ま
り
生

き
続
け
て
い
る
の
で
す
。

き
続
け
て
い
る
の
で
す
。　

―
ど
ん
な
木
が
素
材
に
。

―
ど
ん
な
木
が
素
材
に
。

　

今
は
北
海
道
産
の
カ
ツ
ラ

　

今
は
北
海
道
産
の
カ
ツ
ラ

の
木
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

の
木
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
カ
ツ
ラ
が
手
に
入
り

し
か
し
カ
ツ
ラ
が
手
に
入
り

づ
ら
く
な
っ
て
き
て
ホ
ウ
や

づ
ら
く
な
っ
て
き
て
ホ
ウ
や

ト
チ
を
使
う
と
き
も
あ
り
ま

ト
チ
を
使
う
と
き
も
あ
り
ま

す
。
す
。

　

―
鎌
倉
彫
の
題
材
は
。

―
鎌
倉
彫
の
題
材
は
。

　

自
由
で
す
。
作
る
方
そ
れ

　

自
由
で
す
。
作
る
方
そ
れ

ぞ
れ
の
希
望
に
ま
か
さ
れ
て

ぞ
れ
の
希
望
に
ま
か
さ
れ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

―
漆
塗
り
の
工
程
は
。

―
漆
塗
り
の
工
程
は
。

　

大
き
く
は
下
地
塗
り
と
中

　

大
き
く
は
下
地
塗
り
と
中

塗
り
、
上
塗
り
の
３
段
階
で

塗
り
、
上
塗
り
の
３
段
階
で

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塗
り
の

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塗
り
の

中
で
何
工
程
も
あ
り
ま
す
。

中
で
何
工
程
も
あ
り
ま
す
。

　

―
木
工
品
と
鎌
倉
彫
の
違

―
木
工
品
と
鎌
倉
彫
の
違

い
は
。

い
は
。

　

彫
り
の
凹
凸
を
明
暗
に
よ

　

彫
り
の
凹
凸
を
明
暗
に
よ

っ
て
活
か
す
、
陰
影
を
出
す

っ
て
活
か
す
、
陰
影
を
出
す

と
い
う
の
が
鎌
倉
彫
の
塗
り

と
い
う
の
が
鎌
倉
彫
の
塗
り

の
特
徴
で
、
彫
り
を
活
か
す

の
特
徴
で
、
彫
り
を
活
か
す

塗
り
が
そ
の
特
質
で
す
。

塗
り
が
そ
の
特
質
で
す
。

　

―
貴
館
は
ど
の
よ
う
な
経

―
貴
館
は
ど
の
よ
う
な
経

緯
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
か
。

緯
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
か
。

　

１
９
６
８
年（
昭
和

　

１
９
６
８
年（
昭
和
4343
）６）６

月
１
日
に
開
館
し
ま
し
た
。

月
１
日
に
開
館
し
ま
し
た
。

そ
の
前
に
１
９
５
１
年
鎌
倉

そ
の
前
に
１
９
５
１
年
鎌
倉

彫
協
同
組
合
と
い
う
鎌
倉
彫

彫
協
同
組
合
と
い
う
鎌
倉
彫

を
業
と
す
る
人
た
ち
の
組
合

を
業
と
す
る
人
た
ち
の
組
合

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
か
ら
1010
年
後
、
１
９
６
１
年

年
後
、
１
９
６
１
年

に
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
よ

に
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
よ

り
鎌
倉
彫
教
授
会
と
い
う
会

り
鎌
倉
彫
教
授
会
と
い
う
会

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
鎌
倉

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
鎌
倉

彫
を
趣
味
で
作
る
お
稽
古
の

彫
を
趣
味
で
作
る
お
稽
古
の

会
の
集
ま
り
で
す
。
そ
の
時

会
の
集
ま
り
で
す
。
そ
の
時

期
に
鎌
倉
彫
の
拠
点
と
な
る

期
に
鎌
倉
彫
の
拠
点
と
な
る

建
物
を
持
と
う
と
い
う
強
い

建
物
を
持
と
う
と
い
う
強
い

思
い
が
関
係
者
の
中
で
盛
り

思
い
が
関
係
者
の
中
で
盛
り

上
が
り
、
当
時
の
後
藤
俊
太

上
が
り
、
当
時
の
後
藤
俊
太

郎
組
合
長（
博
古
堂
前
当
主
）

郎
組
合
長（
博
古
堂
前
当
主
）

は
じ
め
７
人
の
組
合
員
が
中

は
じ
め
７
人
の
組
合
員
が
中

心
と
な
り
鎌
倉
彫
会
館
の
建

心
と
な
り
鎌
倉
彫
会
館
の
建

設
を
推
し
進
め
ま
し
た
。

設
を
推
し
進
め
ま
し
た
。

　

―
意
図
は
。

―
意
図
は
。

　

昭
和
時
代
に
な
る
と
鎌
倉

　

昭
和
時
代
に
な
る
と
鎌
倉

彫
を
作
る
方
が
増
え
て
き
ま

彫
を
作
る
方
が
増
え
て
き
ま

し
た
が
、
質
が
落
ち
て
き
ま

し
た
が
、
質
が
落
ち
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
を
当
時
の
鎌
倉

し
た
。
そ
れ
を
当
時
の
鎌
倉

彫
業
界
で
お
も
む
き
を
な
し

彫
業
界
で
お
も
む
き
を
な
し

て
い
た
三
橋
家
や
後
藤
家
の

て
い
た
三
橋
家
や
後
藤
家
の

当
首
た
ち
が
懸
念
し
ま
し

当
首
た
ち
が
懸
念
し
ま
し

た
。
改
め
て
、
業
界
を
き
ち

た
。
改
め
て
、
業
界
を
き
ち

っ
と
整
備
し
て
し
っ
か
り
し

っ
と
整
備
し
て
し
っ
か
り
し

た
土
台
の
元
に
き
ち
っ
と
勉

た
土
台
の
元
に
き
ち
っ
と
勉

強
し
て
ゆ
く
組
織
を
つ

強
し
て
ゆ
く
組
織
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
。
そ
の

く
ら
な
け
れ
ば
。
そ
の

よ
う
な
目
的
で
鎌
倉
彫

よ
う
な
目
的
で
鎌
倉
彫

教
授
会
が
結
成
さ
れ
、

教
授
会
が
結
成
さ
れ
、

そ
の
活
動
の
た
め
の
施

そ
の
活
動
の
た
め
の
施

設
を
、
と
い
う
の
が
目

設
を
、
と
い
う
の
が
目

的
で
し
た
。
正
統
派
の

的
で
し
た
。
正
統
派
の

団
結
を
図
ろ
う
、
中
心

団
結
を
図
ろ
う
、
中
心

と
な
る
施
設
を
建
て
よ

と
な
る
施
設
を
建
て
よ

う
、
と
い
う
こ
と
で

う
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
す
。

　

―
1212
年
前
、
２
０
０
５
年

年
前
、
２
０
０
５
年

（
平
成

（
平
成
1717
）
の
改
修
は
。

）
の
改
修
は
。

　

建
物
を
耐
震
補
強
し
な
け

建
物
を
耐
震
補
強
し
な
け

れ
ば
い
け
な
く
な
り
ま
し

れ
ば
い
け
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
の
時
、
１
９
７
７
年

た
。
こ
の
時
、
１
９
７
７
年

（
昭
和

（
昭
和
5252
）に
辻
説
法
通
り
で

）に
辻
説
法
通
り
で

開
館
し
て
い
た
資
料
館
を
当

開
館
し
て
い
た
資
料
館
を
当

館
１
階
に
移
設
し
ま
し
た
。

館
１
階
に
移
設
し
ま
し
た
。

　

―
２
０
１
６
年
に
リ
ニ
ュ

―
２
０
１
６
年
に
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
し
ま
し
た
が
。

ー
ア
ル
し
ま
し
た
が
。

　

「
知
る
、
作
る
、
使
う
」

　

「
知
る
、
作
る
、
使
う
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
歴
史
と
文

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
歴
史
と
文

化
、
体
験
と
交
流
の
場
に
と

化
、
体
験
と
交
流
の
場
に
と

い
う
こ
と
で
す
。

い
う
こ
と
で
す
。

　

資
料
館
で
鎌
倉
彫
を
知

　

資
料
館
で
鎌
倉
彫
を
知

る
、
文
化
教
室
で
鎌
倉
彫
を

る
、
文
化
教
室
で
鎌
倉
彫
を

作
り
、カ
フ
ェ
・
レ
ス
ト
ラ
ン

作
り
、カ
フ
ェ
・
レ
ス
ト
ラ
ン

で
交
流
し
な
が
ら
鎌
倉

で
交
流
し
な
が
ら
鎌
倉

彫
の
食
器
を
使
い
、楽

彫
の
食
器
を
使
い
、楽

し
む
。新
し
い
会
館
の

し
む
。新
し
い
会
館
の

ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

　

―
３
階
の
「
鎌
倉
彫

―
３
階
の
「
鎌
倉
彫

資
料
館
」
と
は
。

資
料
館
」
と
は
。

　

震
災
に
よ
っ
て
発
生

　

震
災
に
よ
っ
て
発
生

す
る
津
波
や
太
陽
の
紫

す
る
津
波
や
太
陽
の
紫

外
線
か
ら
作
品
を
護
る
た
め

外
線
か
ら
作
品
を
護
る
た
め

１
階
か
ら
３
階
に
移
設
し
ま

１
階
か
ら
３
階
に
移
設
し
ま

し
た
。
歴
史
的
に
重
要
な
遺

し
た
。
歴
史
的
に
重
要
な
遺

物
保
管
の
観
点
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ

物
保
管
の
観
点
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ

ラ
イ
ト
を
使
用
し
、
室
温
、

ラ
イ
ト
を
使
用
し
、
室
温
、

湿
度
管
理
を
き
ち
ん
と
し

湿
度
管
理
を
き
ち
ん
と
し

て
、
作
品
に
と
っ
て
最
良
の

て
、
作
品
に
と
っ
て
最
良
の

環
境
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。

環
境
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。

　

展
示
は
、
一
番
奥
に
古
い

　

展
示
は
、
一
番
奥
に
古
い

時
代
の
作
品
を
。
室
町
期
が

時
代
の
作
品
を
。
室
町
期
が

一
番
古
い
も
の
で
、「
屈
輪

一
番
古
い
も
の
で
、「
屈
輪

文
三
足
卓
」

文
三
足
卓
」
＝
写
真
上

＝
写
真
上
＝
は
＝
は

三
つ
足
の
小
さ
な
机
で
す

三
つ
足
の
小
さ
な
机
で
す

が
、
ぜ
ひ
み
て
い
た
だ
き
た

が
、
ぜ
ひ
み
て
い
た
だ
き
た

い
仏
具
で
す
。

い
仏
具
で
す
。

　

次
の
部
屋
は
室
町
か
ら
江

　

次
の
部
屋
は
室
町
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
の
展
示

戸
時
代
に
か
け
て
の
展
示

で
、
修
行
僧
が
経
典
な
ど
を

で
、
修
行
僧
が
経
典
な
ど
を

入
れ
て
持
ち
運
ぶ
笈
や
、
小

入
れ
て
持
ち
運
ぶ
笈
や
、
小

ぶ
り
の
香
合
類
や
お
茶
道
具

ぶ
り
の
香
合
類
や
お
茶
道
具

類
を
。

類
を
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
「
雲

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
「
雲

龍
文
兜
割
鞘
」
や
「
菊
桐
文

龍
文
兜
割
鞘
」
や
「
菊
桐
文

角
火
鉢
」
な
ど
が
見
所
で
す

角
火
鉢
」
な
ど
が
見
所
で
す

が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
子

が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
子

ど
も
た
ち
に
人
気
の
「
虎
型

ど
も
た
ち
に
人
気
の
「
虎
型

枕
」
も
。
仏
具
か
ら
江
戸
期

枕
」
も
。
仏
具
か
ら
江
戸
期

ら
し
く
庶
民
的
な
作
品
も
展

ら
し
く
庶
民
的
な
作
品
も
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
部
屋
は
明
治
期
か
ら

　

次
の
部
屋
は
明
治
期
か
ら

昭
和
の
作
品
で
す
。
明
治
期

昭
和
の
作
品
で
す
。
明
治
期

の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
後
藤
家

の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
後
藤
家

と
三
橋
家
２
つ
の
家
の
作
品

と
三
橋
家
２
つ
の
家
の
作
品

が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
両

が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
両

家
の
傾
向
の
違
い
も
ご
ら
ん

家
の
傾
向
の
違
い
も
ご
ら
ん

く
だ
さ
い
。
三
橋
家
は
お
茶

く
だ
さ
い
。
三
橋
家
は
お
茶

道
具
に
精
通
し
、
繊
細
な
キ

道
具
に
精
通
し
、
繊
細
な
キ

リ
っ
と
し
た
彫
り
の
様
子
が

リ
っ
と
し
た
彫
り
の
様
子
が

み
て
と
れ
ま
す
し
、
後
藤
家

み
て
と
れ
ま
す
し
、
後
藤
家

は
仏
具
作
り
を
継
承
し
て
、

は
仏
具
作
り
を
継
承
し
て
、

ゆ
っ
た
り
し
た
彫
り
で
す
。

ゆ
っ
た
り
し
た
彫
り
で
す
。

　

明
治
期
ま
で
両
家
は
仏
師

　

明
治
期
ま
で
両
家
は
仏
師

と
し
て
仏
像
を
作
っ
て
い
ま

と
し
て
仏
像
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。「
龍
神
立
像
」「
出

し
た
。「
龍
神
立
像
」「
出

山
釈
迦
立
像
」（
共
に
後
藤

山
釈
迦
立
像
」（
共
に
後
藤

家
）
な
ど
も
見
所
で
す
。
非

家
）
な
ど
も
見
所
で
す
。
非

常
に
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

常
に
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

　

―
２
、
４
階
の
文
化
教
室

―
２
、
４
階
の
文
化
教
室

の
活
動
は
。

の
活
動
は
。

　

全
部
で
８
教
室
あ
り
ま

　

全
部
で
８
教
室
あ
り
ま

す
。
中
心
は
鎌
倉
彫
の
教
室

す
。
中
心
は
鎌
倉
彫
の
教
室

で
講
座
の
９
割
を
占
め
て
い

で
講
座
の
９
割
を
占
め
て
い

ま
す
が
、
日
本
画
教
室
や
デ

ま
す
が
、
日
本
画
教
室
や
デ

ッ
サ
ン
教
室
な
ど
も
開
か
れ

ッ
サ
ン
教
室
な
ど
も
開
か
れ

て
い
ま
す
。
鎌
倉
彫
の
教
室

て
い
ま
す
。
鎌
倉
彫
の
教
室

は
毎
日
開
か
れ
て
い
ま
す
。

は
毎
日
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　

―
１
階
は
カ
フ
ェ
、
シ
ョ

―
１
階
は
カ
フ
ェ
、
シ
ョ

ッ
プ
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
す
が
。

ッ
プ
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
す
が
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
鎌
倉
彫
に

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
鎌
倉
彫
に

限
ら
ず
色
々
な
美
術
工
芸
の

限
ら
ず
色
々
な
美
術
工
芸
の

展
示
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い

展
示
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
す
。

　

―
シ
ョ
ッ
プ
は
。

―
シ
ョ
ッ
プ
は
。

　

鎌
倉
彫
の
製
品
や
鎌
倉
彫

　

鎌
倉
彫
の
製
品
や
鎌
倉
彫

の
道
具
類
や
材
料
が
充
実
し

の
道
具
類
や
材
料
が
充
実
し

て
い
ま
す
。
鎌
倉
彫
に
関
わ

て
い
ま
す
。
鎌
倉
彫
に
関
わ

る
書
籍
も
あ
り
ま
す
。

る
書
籍
も
あ
り
ま
す
。

　

―
カ
フ
ェ
「
倶
利
」
は
。

―
カ
フ
ェ
「
倶
利
」
は
。

　

鎌
倉
彫
の
盆
、
皿
、
カ
ッ

　

鎌
倉
彫
の
盆
、
皿
、
カ
ッ

プ
等
の
器
を
実
際
に
使
っ
て

プ
等
の
器
を
実
際
に
使
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
大
き
な
コ

い
た
だ
く
こ
と
が
大
き
な
コ

ン
セ
プ
ト
で
す
。

ン
セ
プ
ト
で
す
。

　

こ
ち
ら
で
「
倶
利
カ
ッ

　

こ
ち
ら
で
「
倶
利
カ
ッ

プ
」
と
呼
ん
で
い
る
コ
ー
ヒ

プ
」
と
呼
ん
で
い
る
コ
ー
ヒ

ー
や
ビ
ー
ル
の
器
は
、
両
手

ー
や
ビ
ー
ル
の
器
は
、
両
手

で
包
ん
で
持
ち
た
く
な
る
ゆ

で
包
ん
で
持
ち
た
く
な
る
ゆ

っ
た
り
し
た
形
で
、
鎌
倉
時

っ
た
り
し
た
形
で
、
鎌
倉
時

代
に
中
国
か
ら
到
来
し
た
彫

代
に
中
国
か
ら
到
来
し
た
彫

漆
器
に
刻
ま
れ
て
い
た

漆
器
に
刻
ま
れ
て
い
た
倶ぐ

り

ぐ

り利

の
文
様
が
彫
ら
れ
て
い
ま

の
文
様
が
彫
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
倶
利
が
店
名
に
な

す
。
こ
の
倶
利
が
店
名
に
な

っ
て
い
ま
す
。

っ
て
い
ま
す
。

　

―
創
立

―
創
立
5050
周
年
記
念
の
催

周
年
記
念
の
催

し
は
。

し
は
。

　

鎌
倉
彫
会
館
創
立

　

鎌
倉
彫
会
館
創
立
5050
周
年
周
年

記
念
の
鎌
倉
彫
展
を
開
き
ま

記
念
の
鎌
倉
彫
展
を
開
き
ま

す
。
す
。

　

「
昭
和
を
駆
け
抜
け
た
工

「
昭
和
を
駆
け
抜
け
た
工

人
た
ち
」

人
た
ち
」
1010
月
2929
日
〜
日
〜
1212
月

1616
日
、
３
階
資
料
館
。

日
、
３
階
資
料
館
。

　

「
現
代
鎌
倉
彫
の
表
現
」

「
現
代
鎌
倉
彫
の
表
現
」

1010
月
2929
日
〜
日
〜
1111
月
４
日
、
１

月
４
日
、
１

階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ｇ
。

階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ｇ
。

　

「
鎌
倉
彫
教
室

「
鎌
倉
彫
教
室
5050
年
の
歩

年
の
歩

み
」
み
」
1010
月
2929
日
〜
日
〜
3131
日
、
会

日
、
会

館
４
階
。

館
４
階
。

　

―
夏
休
み
の
催
し
は
。

―
夏
休
み
の
催
し
は
。

　

会
館
４
階
教
室
で

　

会
館
４
階
教
室
で
「
親
子

「
親
子

で
楽
し
む
鎌
倉
彫
体
験
教

で
楽
し
む
鎌
倉
彫
体
験
教

室
」
室
」（
７
月

（
７
月
2929
・
3030
日
、
８

日
、
８

月
2929
・
3030
日
、
９
月

日
、
９
月
1717
・
3030

日
。
各
午
後
１
時
）
を
開
き

日
。
各
午
後
１
時
）
を
開
き

ま
す
。
自
由
な
発
想
で
お
子

ま
す
。
自
由
な
発
想
で
お
子

さ
ん
の
考
え
た
図
案
を
、
親

さ
ん
の
考
え
た
図
案
を
、
親

子
で
彫
っ
て
い
た
だ
く
教
室

子
で
彫
っ
て
い
た
だ
く
教
室

で
す
。

で
す
。

　

教
授
会
の
所
轄
で

　

教
授
会
の
所
轄
で
「
鎌
倉

「
鎌
倉

彫
基
礎
科
入
門
コ
ー
ス
」

彫
基
礎
科
入
門
コ
ー
ス
」
が

1010
月
1212
日
に
開
講
し
ま
す
。

日
に
開
講
し
ま
す
。

第
２
、
第
４
金
曜
開
講
の
初

第
２
、
第
４
金
曜
開
講
の
初

心
者
の
入
門
教
室
で
す
。

心
者
の
入
門
教
室
で
す
。

　

「
鎌
倉
彫
２
時
間
彫
刻
体

「
鎌
倉
彫
２
時
間
彫
刻
体

験
」
験
」
は
毎
金
曜
と
第
１
・
３

は
毎
金
曜
と
第
１
・
３

日
曜
、
第
２
・
第
４
土
曜
に

日
曜
、
第
２
・
第
４
土
曜
に

開
か
れ
ま
す
。

開
か
れ
ま
す
。

　

―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ざ
い
ま
し
た
。

　

鎌
倉
彫
会
館

鎌
倉
彫
会
館

　

鎌
倉
市
小
町
２
―

　

鎌
倉
市
小
町
２
―
1515
―
1313

☎
2525
・
１
５
０
１

・
１
５
０
１

　

世
界
緑
茶
コ
ン
テ
ス
ト
の

　

世
界
緑
茶
コ
ン
テ
ス
ト
の

最
高
金
賞
を
受
賞
し
て
い
る

最
高
金
賞
を
受
賞
し
て
い
る

茶
師
・
佐
々
木
健
さ
ん
の
セ

茶
師
・
佐
々
木
健
さ
ん
の
セ

ミ
ナ
ー
（
湘
南
産
業
振
興
財

ミ
ナ
ー
（
湘
南
産
業
振
興
財

団
主
催
）
が
７
月

団
主
催
）
が
７
月
1414
日
、
自

日
、
自

社
工
場
の
「
茶
来
未
」（
藤

社
工
場
の
「
茶
来
未
」（
藤

沢
市
遠
藤
）
で
開
か
れ
た
。

沢
市
遠
藤
）
で
開
か
れ
た
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
元
は
中

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
元
は
中

華
料
理
の
調
理
人
で
、
製
茶

華
料
理
の
調
理
人
で
、
製
茶

工
場
の
社
長
に
「
素
材
の
捉

工
場
の
社
長
に
「
素
材
の
捉

え
方
、
火
の
扱
い
、
商
品
に

え
方
、
火
の
扱
い
、
商
品
に

対
す
る
感
覚
が
日
本
茶
の
世

対
す
る
感
覚
が
日
本
茶
の
世

界
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
持

界
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
持

っ
て
い
る
」
と
諭
さ
れ
、
日

っ
て
い
る
」
と
諭
さ
れ
、
日

本
茶
の
製
茶
技
術
を
習
得

本
茶
の
製
茶
技
術
を
習
得

し
、
茶
業
界
に
入
っ
た
。
部

し
、
茶
業
界
に
入
っ
た
。
部

位
に
よ
る
味
わ
い
の
違
い
を

位
に
よ
る
味
わ
い
の
違
い
を

最
大
限
に
生
か
す
た
め
の

最
大
限
に
生
か
す
た
め
の

「
十
二
微
細
分
類
製
茶
法
」

「
十
二
微
細
分
類
製
茶
法
」

と
い
う
独
自
の
焙
煎
技
術
を

と
い
う
独
自
の
焙
煎
技
術
を

考
案
し
、
日
本
茶
の
栽
培
・

考
案
し
、
日
本
茶
の
栽
培
・

製
茶
か
ら
販
売
ま
で
を
一
手

製
茶
か
ら
販
売
ま
で
を
一
手

に
担
う
。

に
担
う
。

　

参
加
者
た
ち
は
、
佐
々
木

　

参
加
者
た
ち
は
、
佐
々
木

さ
ん
か
ら
急
須
の
使
い
方
や

さ
ん
か
ら
急
須
の
使
い
方
や

旨
味
を
引
き
出
す
茶
の
淹
れ

旨
味
を
引
き
出
す
茶
の
淹
れ

方
の
指
導
を
受
け
て
、
実
際

方
の
指
導
を
受
け
て
、
実
際

に
茶
を
淹
れ
て
味
わ
っ
た
。

に
茶
を
淹
れ
て
味
わ
っ
た
。

製
茶
工
場
で
は
、
機
械
や
、

製
茶
工
場
で
は
、
機
械
や
、

細
か
く
分
類
さ
れ
た
茶
の
部

細
か
く
分
類
さ
れ
た
茶
の
部

位
な
ど
を
見
学
し
た
。

位
な
ど
を
見
学
し
た
。

　

産
地
や
品
種
の
異
な
る
茶

　

産
地
や
品
種
の
異
な
る
茶

葉
の
特
徴
を
見
極
め
て
ブ
レ

葉
の
特
徴
を
見
極
め
て
ブ
レ

ン
ド
す
る
「

ン
ド
す
る
「
合ご

う
く
み

ご
う
く
み組

」
体
験
も

」
体
験
も

あ
り
あ
り
＝
写
真

＝
写
真
、
自
分
で
選
ん

、
自
分
で
選
ん

だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
茶
を
楽
し
み

だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
茶
を
楽
し
み

に
持
ち
帰
っ
た
。

に
持
ち
帰
っ
た
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
「
よ
り
多

　

佐
々
木
さ
ん
は
「
よ
り
多

く
の
人
に
日
本
茶
の
楽
し
み

く
の
人
に
日
本
茶
の
楽
し
み

方
を
発
信
し
て
い
き
た
い
」

方
を
発
信
し
て
い
き
た
い
」

と
話
し
て
い
た
。
茶
來
未

と
話
し
て
い
た
。
茶
來
未

☎
０
４
６
６
・

☎
０
４
６
６
・
5454
・
９
２
０
５

・
９
２
０
５

　

『
生
粋
│
│
マ
リ
リ
ン

　

『
生
粋
│
│
マ
リ
リ
ン

・
モ
ン
ロ
ー
、
あ
る
い
は
虐

・
モ
ン
ロ
ー
、
あ
る
い
は
虐

待
さ
れ
た
少
女
の
夢
』
に
続

待
さ
れ
た
少
女
の
夢
』
に
続

く
渾
身
の
エ
ッ
セ
イ
。

く
渾
身
の
エ
ッ
セ
イ
。

　

少
女
期
、
両
親
か
ら
虐
待

　

少
女
期
、
両
親
か
ら
虐
待

さ
れ
た
著
者
の
支
え
に
な
っ

さ
れ
た
著
者
の
支
え
に
な
っ

た
の
は
、
親
の
愛
情
を
知
ら

た
の
は
、
親
の
愛
情
を
知
ら

ず
に
育
っ
た
大
女
優
マ
リ
リ

ず
に
育
っ
た
大
女
優
マ
リ
リ

ン
・
モ
ン
ロ
ー
が
、
素
直
な

ン
・
モ
ン
ロ
ー
が
、
素
直
な

美
し
い
心
を
そ
の
ま
ま
に
生

美
し
い
心
を
そ
の
ま
ま
に
生

き
て
、
死
ん
だ
と
い
う
事
実

き
て
、
死
ん
だ
と
い
う
事
実

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
学
生
時

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
学
生
時

代
に
偶
然
に
出
会
っ
た
年
上

代
に
偶
然
に
出
会
っ
た
年
上

の
女
性
、
波
平
初
は
、
現
実

の
女
性
、
波
平
初
は
、
現
実

の
生
活
の
中
で
、
凛
と
し
た

の
生
活
の
中
で
、
凛
と
し
た

女
の
生
き
方
を
示
し
て
く
れ

女
の
生
き
方
を
示
し
て
く
れ

た
「
お
姉
さ
ん
」
で
あ
り
最

た
「
お
姉
さ
ん
」
で
あ
り
最

高
の
「
女
と
も
だ
ち
」
だ
っ

高
の
「
女
と
も
だ
ち
」
だ
っ

た
。
家
庭
を
持
ち
次
第
に
心

た
。
家
庭
を
持
ち
次
第
に
心

の
安
定
を
得
て
い
っ
た
著
者

の
安
定
を
得
て
い
っ
た
著
者

だ
が
、
初
は
決
し
て
忘
れ
る

だ
が
、
初
は
決
し
て
忘
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
し

こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
し

て
あ
っ
た
。

て
あ
っ
た
。

　

3030
年
を
経
て
、
初
の
故

年
を
経
て
、
初
の
故

郷
、
沖
縄
・
久
米
島
を
訪
ね

郷
、
沖
縄
・
久
米
島
を
訪
ね

る
も
、
初
は
す
で
に
他
界
。

る
も
、
初
は
す
で
に
他
界
。

し
か
し
、
親
族
な
ど
か
ら
聞

し
か
し
、
親
族
な
ど
か
ら
聞

い
た
初
の
後
半
生
は
、
や
は

い
た
初
の
後
半
生
は
、
や
は

り
最
高
の
「
女
と
も
だ
ち
」

り
最
高
の
「
女
と
も
だ
ち
」

と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
だ

と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
だ

っ
た
。
初
の
一
生
を
た
ど
る

っ
た
。
初
の
一
生
を
た
ど
る

こ
と
で
、
著
者
は
今
ま
た
、

こ
と
で
、
著
者
は
今
ま
た
、

新
た
な
力
を
初
か
ら
も
ら
っ

新
た
な
力
を
初
か
ら
も
ら
っ

て
い
る
と
実
感
す
る
。
初
に

て
い
る
と
実
感
す
る
。
初
に

つ
な
が
る
人
々
と
の
交
流
も

つ
な
が
る
人
々
と
の
交
流
も

し
み
じ
み
と
こ
こ
ろ
に
沁
み

し
み
じ
み
と
こ
こ
ろ
に
沁
み

て
く
る
。

て
く
る
。

　

１
５
０
０
円
（
税
別
）
冬

　

１
５
０
０
円
（
税
別
）
冬

花
社
刊
☎
０
４
６
７
・

花
社
刊
☎
０
４
６
７
・
2323
・
９
・
９

９
７
３

９
７
３

　

◆
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

◆
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
2020

人
）
ハ
ガ
キ
に
住
所

人
）
ハ
ガ
キ
に
住
所
･
氏
名
氏
名

･
年
齢
年
齢
･
☎
を
記
入
し
、
鎌

を
記
入
し
、
鎌

倉
朝
日
へ
。
８
月

倉
朝
日
へ
。
８
月
1515
日
締
切

日
締
切

り
。
り
。

海の家モーニングセミナー海の家モーニングセミナー

柳田国男柳田国男＝「柳田国男＝「柳田国男
展」（神奈川近代文学展」（神奈川近代文学
館）冊子の表紙から館）冊子の表紙から

海Ｌ♡ＶＥかまくら海Ｌ♡ＶＥかまくら

資料館展示場資料館展示場

親子体験教室親子体験教室

カフェで出されるコーヒーカフェで出されるコーヒー
セット、碗には倶利文様がセット、碗には倶利文様が

鎌倉彫会館正面入口鎌倉彫会館正面入口 屈輪文三足卓屈輪文三足卓（室町時代）（室町時代）

5151

さん水
み ずみ ず

谷
た にた に

　紀
の りの り

明
あ きあ き

1313

4949

疲
れ
が
た
ま
っ
て
い
る
と
い
う
信
号
が
肩
こ
り

疲
れ
が
た
ま
っ
て
い
る
と
い
う
信
号
が
肩
こ
り

東
洋
医
学
主
任
研
究
員　

國
友　

靖
久

東
洋
医
学
主
任
研
究
員　

國
友　

靖
久

海
か
ら
学
ぶ
〜
海
Ｌ

海
か
ら
学
ぶ
〜
海
Ｌ
♡
Ｖ
Ｅ
か
ま
く
ら
第
２
回
〜

Ｖ
Ｅ
か
ま
く
ら
第
２
回
〜

人
間
を
幸
福
に
導
く
学
問

110110

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局 

豊
田 

晋

池
田
雅
之

ＮＰＯセンター20周年

記念事業の実行委員長

新
刊

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会 

通
信
通
信

歴
史
と
伝
統
の
あ
る
鎌
倉
を
梁
山
泊
に
！

自
然
災
害
へ
の
備
え

鎌
倉
彫
を
学
び
、作
り
、楽
し
む

鎌
倉
彫
を
学
び
、作
り
、楽
し
む
館館や

か
た

や
か
た

創
立
創
立
5050
周
年
の
鎌
倉
彫
会
館

周
年
の
鎌
倉
彫
会
館

八
百
年
の
時
を
超
え
進
化
す
る
工
芸
品

八
百
年
の
時
を
超
え
進
化
す
る
工
芸
品

創
立
創
立
5050
周
年
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

周
年
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

鎌
倉
彫
を
学
び
、
楽
し
む
施
設
に

鎌
倉
彫
を
学
び
、
楽
し
む
施
設
に

鎌
倉
彫
の
拠
点
づ
く
り
を

鎌
倉
彫
の
拠
点
づ
く
り
を

茶
師
に
学
ぶ

茶
師
に
学
ぶ

日
本
茶
の
魅
力

日
本
茶
の
魅
力

佐
々
木
健
さ
ん
が
セ
ミ
ナ
ー

佐
々
木
健
さ
ん
が
セ
ミ
ナ
ー

「
女
と
も
だ
ち
」

「
女
と
も
だ
ち
」

桐
ヶ
谷
ま
り
著

桐
ヶ
谷
ま
り
著

朝日新聞の購読料は朝日新聞の購読料は
口座振替で口座振替で
・手数料は一切不要・手数料は一切不要
・手続き簡単・手続き簡単

ＡＳＡＡＳＡ

詳しくは最寄りの詳しくは最寄りの
ＡＳＡへお問合せをＡＳＡへお問合せを
・専業従業員・専業従業員
・婦人パート・婦人パート
・学生アルバイト・学生アルバイト

従業員募集従業員募集

２０１８年（平成３０年）８月１日第473号 1部　108円 （４）（５）


