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平
成
十
八
年
十
一
月
よ
り
平
成
二
十
年
三

月
ま
で
の
予
定
で
、
紀
三
井
寺
（
護
国
院
）

の
重
要
文
化
財
建
造
物
、
多
宝
塔
、
鐘
楼
、

楼
門
の
保
存
修
理
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
三
棟
の
現
状
塗
装
は
、
い
ず
れ

も
昭
和
時
代
に
文
化
財
と
し
て
保
存
修
理
さ

れ
た
際
に
、
塗
り
直
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
塗

り
直
し
で
な
く
、
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

多
宝
塔
の
塗
装
調
査

　

多
宝
塔
の
現
状
塗
装
、
つ
ま
り
昭
和
二
六

年
修
理
の
塗
装
は
、
主
要
木
部
を
丹た

ん

塗ぬ
り

（
朱

色
）
、
肘ひ

じ

木き

や
垂た

る

木き

端ば
な

を
黄お

う

土ど

塗
（
黄
色
）
、

壁
板
、
軒
天
井
板
、
化
粧
裏
板
を
胡ご

粉ふ
ん

塗
（
白

色
）
と
す
る
も
の
で
す
。

　

多
宝
塔
の
塗
装
を
修
理
の
た
め
に
掻か

き
落

と
し
て
み
る
と
奇
妙
な
こ
と
に
、
違
う
色
が

現
れ
ま
し
た
。
現
状
塗
装
は
、
か
つ
て
と
配

色
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

多
宝
塔
は
前
回
の
修
理
で
修
理
工
事
報
告

書
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
奈
良
文
化

財
研
究
所
と
日
本
民
家
園
大
岡
文
庫
に
は
、

修
理
前
の
古
写
真
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
白

黒
で
す
が
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
修
理
前
の
支し

輪り
ん

裏
板
や
化
粧
裏
板
、
板
壁
の
配
色
は
、
現

状
と
異
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
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紀三井寺
文化財建造物の
保存修理

第
２
回

塗装調査からわかったこと－１

　

報
告
書
で
は
、
赤
色
塗
装
の
修
理
前
仕
様

を
弁べ

ん

柄が
ら

塗
、
実
施
仕
様
を
丹
塗
と
記
し
ま
す
。

つ
ま
り
鉄
主
体
の
弁
柄
塗
か
ら
、
鉛
主
体
の

丹
塗
に
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。
確
か
に
現
状

丹
塗
の
下
に
は
、
弁
柄
ら
し
い
濃
い
赤
色
塗

装
が
現
れ
ま
し
た
。

　

い
っ
ぽ
う
昭
和
修
理
で
再
用
さ
れ
な
か
っ

多宝塔上層の塗装掻き落とし状況

昭和修理の番付札のアタリ面に旧塗装が見えます。昭和

修理で部材は入念に洗われたようですが、番付札を外さ

ないで洗ったため、幸いにして残ったようです。
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た
古
材
数
点
が
、
屋
根
裏
に
保
管
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
こ
の
古
材
は
、

昭
和
修
理
で
再
用
し
な
か
っ
た
も
の
の
み
な

ら
ず
、
江
戸
時
代
の
修
理
で
小
屋
材
に
転
用

さ
れ
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
は
江
戸
修
理
以
前
の
塗
装
が
残
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
赤
色
塗
装
に
つ
い
て
、
元
素
を

電
子
顕
微
鏡
の
元
素
分
析
装
置
で
見
て
み
ま

し
た
。
ま
ず
現
状
塗
装
を
分
析
す
る
と
、
鉄

は
な
く
、
鉛
が
多
量
に
検
出
さ
れ
た
の
で
、

報
告
書
通
り
丹
塗
と
わ
か
り
ま
す
。
つ
ぎ
に

保
存
古
材
の
う
ち
、
地
隅
木
を
計
測
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
当
初
材
で
、
江
戸
修
理
で
桔
木

枕
に
転
用
、
昭
和
修
理
で
外
さ
れ
屋
根
裏
に

保
存
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
鉄
が
検
出

さ
れ
、
若
干
の
鉛
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

塗
装
は
弁
柄
塗
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
鉛
も

若
干
あ
る
の
で
、
弁
柄
に
丹
を
混
ぜ
込
ん
だ

か
、
ま
た
は
複
数
回
の
塗
装
成
分
が
重
な
っ

て
出
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
修
理
前
の
赤
色
塗
装
は
、
当
時
の
番

付
札
の
ア
タ
リ
面
に
良
く
残
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
塗
装
は
、
サ
ン
プ
ル
片
が
採
取
で

き
ず
分
析
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
先
の
報

告
書
か
ら
弁
柄
塗
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

肘
木
や
垂
木
端
は
、
現
状
の
黄
土
塗
の
下

に
赤
色
塗
装
が
見
え
て
い
ま
す
が
、
昭
和
修

理
前
の
写
真
に
は
白
っ
ぽ
く
写
っ
て
お
り
、

昭
和
修
理
前
も
現
状
と
同
じ
よ
う
に
黄
土
塗

と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

下
層
の
壁
板
、
上
層
の
壁
板
、
上
層
頭
貫

は
、
現
状
胡
粉
塗
の
下
に
、
黒
色
塗
装
が
見

え
ま
し
た
。
こ
れ
は
修
理
前
写
真
で
も
確
認

さ
れ
、
壁
が
黒
っ
ぽ
く
写
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
黒
色
は
墨
塗
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

上
層
の
小
壁
は
現
状
が
胡
粉
塗
で
す
が
、

番
付
札
の
ア
タ
リ
に
は
赤
色
塗
装
が
見
ら
れ

ま
す
。
こ
こ
は
弁
柄
塗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
軒
支
輪
の
裏
板
や
垂
木
間
の
化
粧

裏
板
は
、
修
理
前
写
真
に
濃
色
塗
装
が
な
さ

れ
て
い
る
の
が
見
え
る
の
で
、
赤
色
、
つ
ま

り
弁
柄
塗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
結　

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
昭
和
修
理
前
は

板
壁
を
墨
塗
と
し
、
そ
の
他
は
全
て
弁
柄
塗

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し

昭
和
修
理
に
よ
っ
て
、
丹
塗
と
胡
粉
塗
を
組

み
合
わ
せ
る
仕
様
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。　

次
回
で
は
な
ぜ
塗
装
が
変
更

さ
れ
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　

（
御
船
達
雄
）

▼
新
人
で
す
が
今
年
で
三
十
路
の
鯉こ

い

人ん
ち
ゅで

す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
津
健
太
朗

　

５
月
よ
り
文
化
財
建
造
物
課
に
採
用
さ
れ

ま
し
た
下
津
健
太
朗
で
す
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。
現
在
、
海
南
市
下
津
町
に
あ

る
福
勝
寺
本
堂
・
求ぐ

聞も
ん

持じ

堂
・
鐘
楼
の
保
存

修
理
工
事
に
お
い
て
現
場
監
理
と
図
面
作
成

の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
や
伝

統
を
継
承
し
て
来
た
建
物
を
後
世
に
伝
え
て

行
く
、
と
い
う
立
場
に
責
任
と
や
り
が
い
を

感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

高
校
ま
で
を
奈
良
で
過
ご
し
、
そ
の
せ
い

も
あ
っ
て
か
考
古
学
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の

一
方
で
来
る
日
も
来
る
日
も
野
球
に
打
ち
込

ん
で
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
僕
が
文
化
財
建
造

物
の
保
存
修
理
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
高
校
２
年
の
時
に
西
岡
常
一
氏
の
本
に

出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
当
初
は

宮
大
工
に
憧
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
日

ふ
と
、
宮
大
工
の
仕
事
を
学
術
的
に
評
価
し

て
み
た
い
な
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
京
都

大
学
へ
進
学
し
ま
し
た
。
大
学
で
は
建
築
構

造
学
を
専
攻
し
、
伝
統
的
木
造
建
造
物
の
耐

震
性
能
に
関
す
る
研
究
に
従
事
し
ま
し
た
。

そ
の
時
分
に
、
史
跡
和
歌
山
城
御
橋
廊
下
の

復
元
工
事
に
関
す
る
構
造
実
験
に
も
参
加
し

ま
し
た
。

　

卒
業
後
も
１
年
余
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
て
登
録
文

化
財
を
目
指
す
建
造
物
の
調
査
や
構
造
補

強
設
計
を
お
こ
な
い
、
木
造
だ
け
で
は
な
く

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
や
レ
ン
ガ
造
に
も
携
わ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
３
年
前
か
ら
は

（財）
文

化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
で
御
世
話
に
な

り
、
平
城
宮
跡
第
一
次
大
極
殿
正
殿
の
復
原

工
事
に
携
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
中
で
工

事
監
理
だ
け
で
は
な
く
、

（独）
国
立
文
化
財
機

文
化
財
建
造
物
課

新
人
紹
介

今
年
度
は
当
課
に
４

名
の
新
た
な
職
員
が

加
わ
り
ま
し
た
。

誌
面
で
自
己
紹
介
し

ま
す
。

自称鯉人の下津さん
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福勝寺の図面を描く結城さん

構 

奈
良
文
化
財
研
究
所
（
以
下
「
奈
文
研
」
）

に
よ
る
研
究
成
果
を
基
に
、
屋
根
工
事
や
金

具
工
事
、
左
官
工
事
に
お
け
る
古
代
の
仕
様

を
実
施
に
反
映
さ
せ
る
べ
く
、
奈
文
研
と
の

共
同
研
究
も
お
こ
な
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け

瓦
の
製
作
は
、
原
土
の
調
合
か
ら
焼
成
に
至

る
ま
で
の
一
連
の
工
程
に
つ
い
て
、
奈
文
研

の
研
究
者
や
瓦
職
人
と
試
作
検
討
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
貴
重
な
経
験
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
人
達
が
如
何
に
建
物
を
組
み
立
て
、
ま

た
修
理
し
て
来
ら
れ
た
か
、
そ
の
意
思
を
さ

ら
に
探
求
し
、
職
人
の
方
々
と
共
に
次
の
時

代
へ
し
っ
か
り
と
伝
え
て
行
く
、
と
い
う
思

い
を
持
ち
続
け
て
頑
張
り
た
い
で
す
。

【
追
記
】
私
は
広
島
東
洋
カ
ー
プ
の
フ
ァ
ン

で
、
関
西
で
は
珍
し
い
ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

表
題
の
「
鯉
人
」
は
、
鯉
＝
CARP
つ
ま
り
「
広
島

東
洋
カ
ー
プ
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
人
」
と
い

う
意
味
の
造
語
で
す
。
こ
ち
ら
も
ひ
と
つ
よ

ろ
し
く
ど
う
ぞ
。
（
文
化
財
建
造
物
課
技
師
）

▼
文
化
財
に
巡
り
会
っ
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結
城
啓
司

　

は
じ
め
ま
し
て
。
結
城
啓
司
と
申
し
ま
す
。

今
年
５
月
よ
り
和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー

の
文
化
財
建
造
物
課
に
技
師
と
し
て
採
用
し

て
頂
き
、
現
在
海
南
市
下
津
町
に
あ
る
重
要

文
化
財
福
勝
寺
の
修
理
事
務
所
に
て
修
理
に

伴
う
調
査
や
図
面
作
成
を
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
セ
ン
タ
ー
職
員
と
し
て
の
経
験
は

ま
だ
３
ヶ
月
ほ
ど
で
す
が
、
福
勝
寺
に
は
２

年
前
の
２
０
０
５
年
４
月
か
ら
調
査
補
助
員

と
し
て
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
内
容
の
仕
事
を
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
は
大
工
さ
ん
の
手
元

や
足
場
の
組
立
か
ら
部
材
運
び
、
現
場
清
掃

な
ど
の
雑
務
等
も
仕
事
の
一
部
で
し
た
。
こ

れ
ら
の
仕
事
は
確
か
に
肉
体
的
に
は
厳
し
い

も
の
で
し
た
が
、
セ
ン
タ
ー
職
員
と
な
っ
た

今
で
は
現
場
の
方
々
が
ど
の
よ
う
な
気
持
ち

や
考
え
で
働
い
て
い
る
の
か
を
知
る
よ
い
機

会
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
付
け
加
え

る
な
ら
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
現
場
と
事

務
所
の
考
え
方
の
違
い
と
い
う
も
の
を
肌
で

感
じ
る
よ
い
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

話
が
前
後
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
は
今
、

文
化
財
修
復
の
専
門
員
と
し
て
こ
の
よ
う
な

場
で
自
己
紹
介
を
し
て
い
る
こ
と
に
不
思
議

な
思
い
が
あ
り
、
ま
た
同
時
に
多
く
の
巡
り

合
わ
せ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
私

は
大
阪
で
生
ま
れ
育
ち
、
京
都
府
立
大
学
に

進
学
し
建
築
を
学
び
ま
し
た
。
専
門
は
主
に

町
屋
や
民
家
な
ど
の
日
本
建
築
史
で
す
。
建

築
を
志
す
以
前
よ
り
日
本
の
伝
統
建
築
・
技

術
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
世
界

に
誇
る
木
造
建
築
を
育
ん
だ
日
本
の
気
候
風

土
は
現
在
に
於
い
て
も
大
き
く
変
化
し
て
い

な
い
の
で
、
建
築
と
関
わ
っ
て
い
く
上
で
伝

統
建
築
を
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
意
義
深
い
こ

と
だ
と
感
じ
、
建
築
史
を
専
攻
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
縁
が
あ
っ
て
福
勝
寺
で
初
め
て
文

化
財
建
造
物
の
修
復
に
関
わ
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
始
め
た
矢
先

に
ま
た
ま
た
縁
が
あ
り
、
つ
い
に
文
化
財
修

復
を
生
業
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
私
の
職
場
で
あ
り
、
ま
た
教
師
で
も

あ
る
福
勝
寺
保
存
修
復
現
場
の
工
事
が
大
詰

め
を
迎
え
て
い
ま
す
。
大
工
さ
ん
を
始
め
各

業
種
の
職
人
さ
ん
や
我
々
設
計
監
理
者
、
役

所
関
係
者
、
地
元
の
方
々
、
そ
し
て
見
守
っ

て
下
さ
っ
て
い
る
皆
様
方
の
想
い
を
乗
せ

て
ど
の
よ
う
に
仕
上
が
っ
て
い
く
の
か
、
責

任
感
と
共
に
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。
今
後
と

も
よ
り
い
っ
そ
う
精
進
に
励
む
所
存
で
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

（
文
化
財
建
造
物
課
技
師
）

▼
旧
中
筋
家
住
宅
修
理
事
務
所
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
野
真
衣

　

五
月
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
の
非
常
勤
技
術
補

佐
員
と
し
て
働
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
増
野
真
衣
で
す
。
担
当
の
現
場
は
和

歌
山
市
禰
宜
に
あ
る
重
要
文
化
財
・
旧
中
筋

家
住
宅
で
す
。
平
成
十
七
年
三
月
に
関
西
大

学
工
学
部
建
築
学
科
を
卒
業
し
、
そ
の
年
の

十
二
月
か
ら
和
歌
山
市
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
し

て
こ
の
中
筋
家
で
働
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
経
験
を
含
め
る
と
中

筋
家
で
の
業
務
期
間
は
一
年
半
に
な
り
ま

す
。
担
当
の
現
場
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
か
ら
は
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
一
員
と
し
て

気
持
ち
も
新
た
に
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。
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中
筋
家
で
の
私
の
主
な
業
務
内
容
は
保
存

図
の
作
成
で
す
。
こ
れ
は
修
理
の
完
了
時
に

刊
行
さ
れ
る
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
る
図
面
で

も
あ
り
、
修
理
が
終
わ
っ
た
後
も
永
年
保
存

さ
れ
る
重
要
な
資
料
で
も
あ
り
ま
す
。
保
存

図
を
作
成
す
る
手
順
と
し
て
ま
ず
は
資
料
を

も
と
に
し
な
が
ら
パ
ソ
コ
ン
上
で
図
面
を
書

き
、
全
体
の
構
成
を
決
め
て
い
き
ま
す
。
構

成
が
決
ま
っ
た
ら
Ａ
０ゼ

ロ

版
の
ケ
ン
ト
紙
に

ペ
ン
シ
ル
書
き
（
下
書
き
）
を
し
、
最
終
的

に
は
烏
口
と
呼
ば
れ
る
製
図
道
具
で
墨
入
れ

を
し
て
完
成
と
な
る
の
で
す
が
、
現
在
の
作

業
は
ペ
ン
シ
ル
書
き
を
進
め
て
い
る
段
階
で

す
。
正
確
さ
や
集
中
力
が
必
要
な
仕
事
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
に
中
筋
家
で
保
存
図
や
資
料

の
作
成
に
関
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
の
想
い
が

詰
ま
っ
た
図
面
が
墨
入
れ
さ
れ
て
、
今
後
永

久
に
保
存
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
う
と
、
そ

の
ほ
ん
の
一
部
に
で
も
携
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
誇
り
に
思
い
ま
す
。

　

今
年
度
で
旧
中
筋
家
住
宅
の
保
存
修
理
は

八
年
目
に
入
り
、
今
年
は
一
部
を
除
い
て
素

屋
根
（
工
事
用
の
仮
設
の
屋
根
）
の
解
体
が

始
ま
り
ま
す
。
素
屋
根
を
解
体
す
る
と
、
か

つ
て
大
庄
屋
と
し
て
栄
え
た
中
筋
家
の
姿
を

外
部
か
ら
も
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
近
く
を
通
る
際
は
そ

の
姿
を
眺
め
て
み
て
下
さ
い
。

　
　
　
　

（
文
化
財
建
造
物
課
技
術
補
佐
員
）

▼
は
じ
め
ま
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
嶋
奈
美

 
 

こ
の
春
、
新
潟
県
に
あ
る
長
岡
造
形
大
学

環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
を
卒
業
し
、
四
月
十
九

日
よ
り
文
化
財
建
造
物
課
の
非
常
勤
技
術
補

佐
員
と
し
て
、
旧
中
筋
家
修
理
事
務
所
で
お

世
話
に
な
り
ま
す
、
大
嶋
奈
美
と
申
し
ま
す
。

 
 

大
学
で
は
文
化
財
建
造
物
コ
ー
ス
で
、
歴

史
的
な
建
物
の
活
用
や
町
並
み
を
守
る
こ

と
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
達
に
つ
い
て
学
び

ま
し
た
。
学
校
の
課
題
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
実
際
の
現
場
に
出
て
、
建
物
調
査
な
ど

に
も
参
加
す
る
機
会
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
群
馬
県
桐
生
市
で

の
町
並
み
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
は
、
自
分

に
と
っ
て
と
て
も
良
い
体
験
だ
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
調
査
に
参
加
し
た
大
学
の
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
、
夏
の
暑
い
日
も
野
帳
図
面

の
作
成
や
編
集
作
業
を
頑
張
り
、
一
冊
の
冊

子
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

小
さ
な
冊
子
は
、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
選
定
へ
の
一
助
と
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
町
に
住
む
皆
さ
ん
と
一
緒

に
、
町
の
良
さ
や
歴
史
的
な
建
物
を
再
確
認

す
る
事
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

 
 

新
潟
か
ら
和
歌
山
へ
引
っ
越
し
て
来
て
か

ら
、
早
い
も
の
で
四
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
初
め
は
、
生
活
の
違
い
で
戸
惑

う
こ
と
が
少
し
あ
り
ま
し
た
が
、
現
場
の
皆

さ
ん
と
交
流
を
深
め
て
い
く
う
ち
に
そ
ん
な

不
安
は
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
い
ま
し
た
。

今
で
は
和
歌
山
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
長
岡
を
離
れ
る
と
き
に
、

研
究
室
の
先
生
か
ら
い
た
だ
い
て
き
た
、
和

歌
山
県
文
化
財
マ
ッ
プ
を
片
手
に
あ
ち
こ
ち

訪
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

 
 

中
筋
家
の
現
場
で
は
、
主
に
保
存
図
の
作

成
や
CAD
図
面
の
編
集
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

保
存
図
の
作
成
は
、
最
初
は
細
か
い
図
面
を

上
手
く
描
く
こ
と
が
で
き
ず
苦
戦
し
ま
し
た

が
、
今
で
は
少
し
ず
つ
で
す
が
慣
れ
て
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
他
の
現
場
へ
も
調
査
に
呼

ん
で
い
た
だ
い
た
り
と
、
日
々
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

 
 

現
代
の
私
達
は
、
歴
史
的
建
造
物
を
未
来

へ
と
伝
え
る
べ
く
、
建
物
を
深
く
理
解
す
る

事
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、

常
に
文
化
財
に
携
わ
っ
て
い
る
者
と
し
て
意

識
を
持
ち
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
で

す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　

（
文
化
財
建
造
物
課
技
術
補
佐
員
）


