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共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
会
報
告

一
．
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ね
ら
い
と
方
法

　
二
〇
一
九
年
度
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
名
古
屋
弁
で
語
る
円
頓
寺
説

話
」
は
、
円
頓
寺
商
店
街
と
そ
の
界
隈

（
以
下
、
円
頓
寺
）
に
お
け
る
人
々
と

暮
ら
し
の
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
名
古

屋
弁
で
語
っ
て
も
ら
い
、
円
頓
寺
説
話

を
編
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
用
い
る
「
名
古
屋
弁
」
と

は
、
名
古
屋
特
有
の
伝
統
的
方
言
表
現

形
式
を
さ
す
「
狭
義
の
方
言
」
で
は
な

く
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
自
然
で
馴
染

み
の
あ
る
語
り
方
全
般
を
含
む
「
広
義

の
方
言
」
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　
「
名
古
屋
弁
」
が
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
一
つ
の
柱
と
な
る
う
え
で
、
聞
き
取

り
（
収
録
）
や
文
字
化
、
構
成
・
編
集

な
ど
を
含
め
た
方
法
論
的
な
模
索
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
年
度
は
、
説

話
編
纂
に
向
け
て
、
そ
う
し
た
方
法
論

的
な
検
討
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
活
動

目
的
と
し
て
調
査
に
取
り
組
ん
だ
。

　

語
り
手
と
し
て
お
迎
え
し
た
の
は
、

円
頓
寺
商
店
街
で
呉
服
店
「
き
も
の
工

藝
ヲ
ジ
マ
ヤ
」
を
営
む
伴
野
丘
一
（
ば

ん
の
き
ゅ
う
い
ち
）
氏
で
あ
る
。
先
代

の
伴
野
亘
邦
氏
が
『
円
頓
寺
界
隈
の
む

か
し
―
昭
和
も
は
じ
め
、
祭
り
の
あ
と

さ
き
』（
一
九
八
三
年
九
月
二
一
日
発

行
）
と
冠
し
た
私
家
版
の
聞
き
書
き
集

を
発
行
し
て
い
る
。
こ
の
書
に
収
め
ら

れ
た
時
代
は
昭
和
初
期
で
あ
る
が
、
そ

の
視
点
を
も
と
に
伴
野
さ
ん
に
お
聞
き

す
る
こ
と
で
、
生
活
伝
承
を
捉
え
る
こ

と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　
数
年
計
画
を
前
提
と
し
た
初
年
度
と

な
る
二
〇
一
九
年
度
は
、
円
頓
寺
に
お

け
る
言
語
生
活
・
言
語
事
象
に
焦
点
を

当
て
、
こ
と
ば
を
通
し
て
み
え
る
円
頓

寺
の
生
活
に
つ
い
て
捉
え
る
こ
と
を
め

ざ
し
た
。
伴
野
さ
ん
の
子
ど
も
時
代
に

円
頓
寺
商
店
街
で
過
ご
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
、
名
古
屋
の
こ
と
ば
、
商
売
の
こ
と

ば
、
と
い
っ
た
切
り
口
で
語
っ
て
も

ら
っ
た
。
そ
の
際
、
言
語
を
研
究
対
象

と
す
る
ゼ
ミ
の
学
生
を
中
心
に
、
聞
き

取
り
活
動
を
行
っ
た
。

二
．
二
〇
一
九
年
度
の
活
動
内
容

［
調
査
］

語
り
手
：
伴
野
丘
一
氏
（「
円
頓
寺
門

前
き
も
の
工
藝
ヲ
ジ
マ
ヤ
」

株
式
会
社
尾
島
屋
代
表
取

締
役
社
長
）

二
〇
一
九
年
六
月
六
日　
ご
挨
拶

二
〇
一
九
年
七
月
二
五
日

第
一
回　
聞
き
取
り
調
査

・
円
頓
寺
で
の
子
ど
も
時
代
の
エ
ピ

ソ
ー
ド

・
日
常
言
葉
と
し
て
の
名
古
屋
弁

二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
〇
日

第
二
回　
聞
き
取
り
調
査

・
名
古
屋
弁
の
特
徴
―
名
古
屋
方
言
話

者
と
の
対
話
を
通
し
て

（
聞
き
手
：
曽
我
幸
代
先
生
）

二
〇
二
〇
年
二
月
二
〇
日

第
三
回　
聞
き
取
り
調
査

（
参
加
者
：
阪
井
芳
貴
・
土

屋
有
里
子
・
曽
我
幸
代
・
椎

名
渉
子
（
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
員
）、
赤
羽
望
・
安
藤

礼
恵
・
奥
村
梨
紗
・
井
岡
梨

緒
・
稲
森
安
美
・
梅
村
純
気
・

杉
江
京
香
・
谷
口
哲
進
（
本

学
学
部
生
）、鈴
木
富
雄
（
本

学
人
間
文
化
研
究
科
研
究

員
））

三
．
こ
と
ば
の
面
か
ら
円
頓
寺
を

捉
え
る
意
味

　
円
頓
寺
商
店
街
（
愛
知
県
名
古
屋
市

西
区
那
古
野
）
は
、
圓
頓
寺
の
門
前
町

と
し
て
一
八
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
発
展
し

た
。
清
州
越
し
に
よ
っ
て
名
古
屋
城
下

の
碁
盤
割
地
域
に
移
っ
て
き
た
武
家
・

町
人
の
暮
ら
し
と
、
堀
川
を
挟
ん
で
共

に
歩
ん
で
き
た
地
で
あ
る
。
ま
た
、
近

年
の
円
頓
寺
界
隈
は
、
近
隣
地
域
だ
け

で
な
く
潜
在
的
な
外
国
人
観
光
客
の
需

要
を
掴
み
域
外
誘
客
を
推
進
す
る
こ
と

に
活
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
近
年
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
は
、
本
学
人
間
文
化
研
究
所

（
共
催
：
都
市
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
）

が
二
〇
一
八
年
度
に
開
催
し
た
講
演
会

「
名
古
屋
円
頓
寺
商
店
街
の
奇
跡
」（
講

演
者
：
同
名
の
書
籍
執
筆
者
で
あ
る
山

口
あ
ゆ
み
氏
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
：
本

学
人
間
文
化
研
究
科
の
林
浩
一
郎
先

生
）
に
お
い
て
、
円
頓
寺
が
商
店
街
の

　「
名
古
屋
弁
ら
し
さ
の
あ
り
か

　
　
　
　
　
　
　
　
―
円
頓
寺
界
隈
の
生
活
伝
承
と
こ
と
ば
の
聞
き
取
り
を
通
し
て
」

名
古
屋
市
立
大
学
人
間
文
化
研
究
科
　
椎
名
　
渉
子
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復
興
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の

復
活
の
経
緯
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
取
り
組

み
が
注
目
さ
れ
る
点
と
、
歴
史
あ
る
商

店
街
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
々

の
生
活
と
が
織
り
混
ざ
る
独
自
の
地
域

性
を
有
す
る
が
、
す
べ
て
の
時
代
に
共

通
す
る
の
は
、
商
店
街
と
い
う
性
格
上
、

人
々
や
こ
と
ば
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
っ

た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
当
該
地
域
特

有
の
言
語
生
活
の
一
端
を
本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
少
し
で
も

描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

そ
こ
で
、
地
域
の
特
有
性
に
つ
い

て
、
方
言
学
的
な
視
点
か
ら
名
古
屋
と

円
頓
寺
と
い
う
二
つ
の
地
点
を
捉
え
た

い
。
近
畿
圏
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る

関
西
弁
の
世
界
で
は
、
も
の
の
言
い
方

の
婉
曲
性
（
悪
く
言
え
ば
、
回
り
く
ど

さ
）
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
関

西
弁
と
対
照
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
東
京

弁
で
は
、
婉
曲
的
な
関
西
の
言
い
回
し

に
対
し
て
直
接
的
で
あ
け
す
け
と
い
っ

た
話
し
方
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
（
加
藤
ほ
か
一
九
六
八
）。

　
方
言
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
ど
の

よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か

と
い
う
語
用
論
・
方
言
表
現
論
的
視
点

か
ら
地
域
差
の
あ
り
か
を
探
る
研
究

も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
弁

と
関
西
弁
の
対
立
は
、
話
し
方
レ
ベ

ル
（
話
題
の
組
み
立
て
や
そ
こ
に
使
用

さ
れ
る
表
現
形
式
）
に
お
い
て
、
東
西

差
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小

林
（
二
〇
一
七
）
で
は
谷
崎
潤
一
郎
の

作
品
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な
東
京
と

関
西
の
言
語
行
動
や
も
の
の
言
い
方
に

対
す
る
記
述
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
愛
知
の
な

か
で
も
と
り
わ
け
文
化
的
中
心
地
で
あ

る
名
古
屋
の
言
語
行
動
の
あ
り
か
た
は
、

地
理
的
に
み
て
関
東
と
近
畿
の
中
間
で

あ
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。

　

ま
た
、
名
古
屋
弁
に
目
を
向
け
る

と
、
武
家
こ
と
ば
、
上
町
こ
と
ば
、
下

町
こ
と
ば
の
三
つ
の
分
類
（
芥
子
川

一
九
七
一
、二
八
頁
）
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
階
層
性
が
顕
著
だ
っ
た
時
代
の
言

語
生
活
が
、
ど
の
よ
う
に
継
承
・
消
滅

し
た
の
か
と
い
う
点
と
、
円
頓
寺
に
お

け
る
言
語
行
動
が
そ
う
し
た
階
層
性
と

ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
関
心
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高

年
層
女
性
の
言
い
方
を
例
に
と
る
と
、

「
～
を
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
敬
語
形

式
に
は
、
か
つ
て
は
「
チ
ョ
ー
ダ
ィ
ア

ス
バ
セ
」（
上
町
）
に
対
し
て
「
チ
ョ
ー

ダ
ィ
／
チ
ョ
ー
」（
下
町
）
と
い
う
変

異
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
改
ま

り
の
場
に
お
け
る
上
位
者
・
対
等
者
・

下
位
者
・
婦
女
子
に
対
し
て
使
用
す
る

表
現
形
式
は
階
層
別
に
厳
密
に
異
な
っ

て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
武
家
こ
と

ば
は
上
町
の
町
家
の
こ
と
ば
や
庶
民
の

こ
と
ば
と
融
合
し
て
し
だ
い
に
姿
を
消

し
、
現
在
の
名
古
屋
弁
に
は
そ
う
し
た

表
現
形
式
の
階
層
性
は
見
ら
れ
な
い
。

上
町
こ
と
ば
も
消
滅
の
一
途
を
た
ど
り
、

現
在
の
名
古
屋
弁
は
下
町
こ
と
ば
が
基

盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
う
上
町
と
は
広
小
路
通
り

以
北
の
碁
盤
割
地
域
を
指
す
（
芥
子
川

一
九
八
三
、二
三
七
頁
）。
伴
野
さ
ん
は
、

円
頓
寺
界
隈
の
こ
と
ば
と
、
堀
川
に
か

か
る
五
条
橋
を
渡
っ
た
先
の
碁
盤
割
地

域
で
あ
る
丸
の
内
地
区
と
の
「
こ
と
ば

の
境
界
」
を
子
ど
も
時
代
か
ら
認
識
し

て
お
り
、
自
分
た
ち
は
丸
の
内
地
区
と

比
較
す
る
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
物
言
い

を
す
る
と
い
う
言
語
意
識
を
お
持
ち
だ
。

一
方
で
、
五
条
橋
を
介
し
た
両
エ
リ
ア

の
交
流
は
、
円
頓
寺
に
さ
ま
ざ
ま
な
表

現
形
式
・
言
語
行
動
の
様
式
を
生
じ
さ

せ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ざ
っ
く
ば
ら
ん

と
い
え
ど
、
円
頓
寺
は
材
木
商
の
い
た

江
戸
時
代
か
ら
現
在
は
商
店
街
と
な
り
、

人
の
行
き
交
う
地
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
ば
の
階
層
を
つ
な
ぐ
こ
の
地
で

商
売
を
営
む
伴
野
さ
ん
を
通
し
て
、
円

頓
寺
だ
か
ら
こ
そ
の
言
語
生
活
が
見
え

て
く
る
は
ず
だ
。

四
．「
綺
麗
に
な
り
ま
す
な
も
」
―
「
な

も
」
が
な
く
て
も
名
古
屋
弁
？

　

第
一
回
目
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、

円
頓
寺
で
の
幼
少
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、

名
古
屋
弁
で
の
日
常
の
や
り
と
り
に
つ

い
て
お
聞
き
し
た
。［　
］
内
は
、
伴

野
さ
ん
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て

い
る
（
次
章
以
降
も
同
様
）。

　
現
在
は
、商
売
の
場
面
に
お
い
て［
バ

リ
バ
リ
の
名
古
屋
弁
］
が
聞
か
れ
る
か

と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
と

伴
野
さ
ん
は
語
る
。
商
店
街
の
会
議
等

に
お
い
て
も
名
古
屋
弁
の
出
現
頻
度
は

低
い
と
い
う
。
し
か
し
、
昔
の
商
店
街

の
会
議
で
は
［
何
言
っ
て
る
か
わ
か
ん

な
い
く
ら
い
］
訛
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
商
売
で
は
名
古
屋
弁
を
あ

ま
り
使
わ
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
日
常

の
朝
な
ど
は
名
古
屋
弁
が
と
び
か
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

こ
の
、［
バ
リ
バ
リ
の
名
古
屋
弁
］

に
含
ま
れ
る
、
伝
統
的
方
言
形
式
と
し

て
有
名
な
終
助
詞
「
な
も
」「
え
も
」

は
上
町
の
女
性
が
使
う
こ
と
ば
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
芥

子
川
一
九
七
一
、三
七
頁
）、
上
町
に
限

ら
ず
多
く
の
高
年
層
女
性
が
使
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
朝
、
店
先
を
掃
除
し

て
い
る
伴
野
さ
ん
に
向
け
て
近
所
の
人

か
ら
「
綺
麗
に
な
り
ま
す
な
も
」
と
、

よ
く
こ
と
ば
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
た

と
い
う
話
し
を
お
聞
き
し
た
。こ
の「
綺

麗
に
な
り
ま
す
な
も
」
と
い
う
表
現
は
、

と
に
か
く
上
品
で
控
え
め
な
言
い
方
に
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聞
こ
え
る
。「
な
も
」
は
上
向
き
の
待

遇
的
意
味
（
丁
寧
さ
）
を
有
す
る
終
助

詞
で
あ
る
た
め
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、「
な
も
」
を
取

り
除
い
て
も
丁
寧
で
上
品
な
言
い
方
に

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
名
古
屋
弁
ら
し
さ
の
あ
り
か
に

関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
東
京
出
身
の
筆
者
の
言
語
感
覚
だ
と
、

こ
う
し
た
場
面
で
近
所
の
高
年
層
女
性

に
言
わ
れ
る
言
い
方
と
し
て
思
い
浮
か

ぶ
の
は
「（
掃
除
し
て
）
え
ら
い
ね
（
え

ら
い
で
す
ね
）」「
よ
く
や
っ
て
る
ね
」

と
い
っ
た
褒
め
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
褒
め
る
と
い
う
言
語
行
動

は
、
褒
め
る
・
褒
め
ら
れ
る
と
い
う
聞

き
手
・
話
し
手
の
序
列
を
顕
在
化
す
る
。

ま
た
、
褒
め
ら
れ
る
べ
き
行
動
を
し
た

主
体
を
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
と
い
う
点
で
、

非
常
に
直
接
的
な
言
語
行
動
で
あ
る
と

も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

円
頓
寺
で
聞
か
れ
た
「
綺
麗
に
な
り
ま

す
な
も
」
は
、「（
場
所
が
）
綺
麗
に
な

る
」
と
い
う
状
況
を
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る

と
い
う
点
で
、
も
の
の
言
い
方
が
西
日

本
（
と
く
に
関
西
圏
）
に
み
ら
れ
る
婉

曲
性
・
間
接
性
と
連
続
的
で
あ
る
よ
う

に
感
じ
た
。

　
も
っ
と
も
、
地
理
的
連
続
性
と
即
座

に
結
論
付
け
る
に
は
短
絡
的
で
あ
る
と

い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。
東
京
で
あ
っ
て

も
山
の
手
エ
リ
ア
と
下
町
エ
リ
ア
が
異

な
る
言
語
体
系
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
、

名
古
屋
の
階
層
性
と
も
の
の
言
い
方
と

の
関
連
性
が
強
く
起
因
し
て
い
る
と
考

え
る
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
東
京
の
山

の
手
エ
リ
ア
で
「
綺
麗
に
な
り
ま
す

ね
」
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
け
が
自
然
か

と
い
う
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
同

じ
階
層
で
あ
っ
て
も
名
古
屋
ら
し
い
・

関
西
ら
し
い
配
慮
・
丁
寧
さ
と
い
う
の

が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　
ま
た
、
表
現
法
的
に
み
て
も
面
白
い
。

「
綺
麗
に
な
る
」
と
い
う
事
態
に
言
及

す
る
場
合
、
そ
の
東
京
的
言
い
方
を
思

い
浮
か
べ
る
と
「
綺
麗
に
し
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
」
や
「
綺
麗
に
な
り
ま
し

た
ね
」
と
な
る
だ
ろ
う
。「
綺
麗
に
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
は
話
し
手
の

「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
主
観
に
ま
で

触
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
綺
麗
に
な
り

ま
し
た
ね
」は
時
制（
過
去
形
の「
た
」）

の
明
示
に
よ
る
事
態
描
写
文
に
よ
り
観

察
的
視
点
が
前
面
に
出
る
た
め
、
や
や

高
圧
的
に
も
受
け
取
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
場
面
で
は
少
し
使
い
に
く
い
か
も
し

れ
な
い
。
一
方
、「
綺
麗
に
な
り
ま
す

な
も
」
は
、
掃
除
し
た
あ
と
の
事
態
に

言
及
し
て
い
る
の
だ
か
ら
眼
前
の
事
態

を
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
眼
前
の
事
態
を
フ
ォ
ー
カ
ス
し
な

い
表
現
は
、
当
然
、
婉
曲
的
・
間
接
的

性
質
を
帯
び
て
く
る
。

　
こ
う
し
た
言
い
方
か
ら
は
、「
な
も
」

「
え
も
」
に
頼
ら
ず
と
も
、内
容
（
話
題
）

や
表
現
法
自
体
か
ら
丁
寧
さ
・
上
品
さ

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ

る
。「
な
も
」「
え
も
」
形
式
が
共
通
語

化
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
相

手
に
何
か
を
伝
え
る
際
ど
こ
に
フ
ォ
ー

カ
ス
す
る
か
と
い
う
表
現
の
視
点
や
も

の
の
言
い
方
こ
そ
が
［
バ
リ
バ
リ
の
名

古
屋
弁
］
と
し
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

五
．
よ
そ
よ
そ
し
さ
と
照
れ
く
さ
さ

　

第
二
回
目
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
同
研
究
者
で
あ

る
曽
我
幸
代
先
生
が
名
古
屋
方
言
話
者

と
し
て
聞
き
手
と
な
り
、
名
古
屋
方
言

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
特
徴
に
つ
い
て

対
話
形
式
で
話
を
伺
っ
た
。
第
一
回
目

の
聞
き
取
り
で
は
名
古
屋
弁
の
婉
曲

性
・
間
接
性
の
も
た
ら
す
丁
寧
さ
に
つ

い
て
知
っ
た
が
、
婉
曲
性
・
間
接
性
は

丁
寧
さ
だ
け
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　
聞
き
取
り
に
お
い
て
、
名
古
屋
弁
は

目
上
の
人
に
対
し
て
は
控
え
て
し
ま
う

と
こ
ろ
が
あ
る
う
え
、
会
話
に
主
語
が

あ
ま
り
登
場
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
挙

げ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、［
照

れ
く
さ
い
と
い
う
の
は
ど
う
で
す
か
。

な
ん
と
も
言
え
ん
、
よ
そ
よ
そ
し
か
っ

た
り
、
照
れ
く
さ
か
っ
た
り
と
い
う
、

や
ら
し
い
根
性
が
は
っ
き
り
し
ん
も
の

に
な
っ
て
］
主
語
を
要
し
な
い
の
で
は

な
い
か
と
分
析
な
さ
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
お
話
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、

聞
き
手
と
し
て
話
を
聞
い
て
い
た
参
加

者
（
愛
知
出
身
者
）
は
、
教
師
が
生

徒
に
対
し
て
「
ち
ぃ
と
え
り
ゃ
あ
ぞ
」、

「
ち
ぃ
と
え
り
ゃ
に
ゃ
ー
か
」
と
い
う

の
を
聞
い
て
怖
く
感
じ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
挙
げ
て
い
た
。
共
通
語
（
標

準
語
）
訳
す
る
と
「
ち
ょ
っ
と
君
は
極

端
で
は
な
い
か
？
（
言
い
過
ぎ
で
は
な

い
か
？
）」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
だ

め
」
と
は
怒
ら
な
い
間
接
的
な
言
い
方

の
も
つ
含
み
が
怖
さ
に
な
る
と
い
う
点

に
つ
い
て
伴
野
さ
ん
も
同
意
な
さ
っ
て

い
た
。
言
い
方
に
も
よ
る
が
、
共
通
語

（
標
準
語
）
の
感
覚
で
聞
く
と
非
難
・

注
意
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
も
の

の
そ
こ
ま
で
怖
い
印
象
は
も
た
な
い
。

間
接
的
な
表
現
に
怖
さ
を
感
じ
る
の
は
、

そ
う
し
た
言
い
方
の
文
化
圏
で
あ
る
か

ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

六
．
今
後
の
説
話
集
録
に
向
け
て

　
こ
う
し
た
日
常
生
活
の
些
細
な
や
り

と
り
や
言
い
回
し
は
、
録
音
資
料
等
の

記
録
に
残
さ
な
い
限
り
、
言
語
生
活
か

ら
消
滅
し
て
し
ま
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
い
た
こ
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と
自
体
が
記
録
さ
れ
な
い
ま
ま
、
日
常

の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
い
回
し
が
消
滅
し

て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。
今
回
の
聞
き
取
り
調
査
を
通
し
て
、

小
さ
な
こ
と
ば
の
や
り
と
り
に
関
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
円
頓
寺
説
話
の
一
端

を
担
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
言
語
資

料
と
し
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
感

じ
た
。
本
報
告
に
お
い
て
は
こ
と
ば
に

焦
点
を
当
て
て
い
た
が
、
こ
と
ば
以
外

の
円
頓
寺
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
く
集

録
し
て
い
る
。
今
後
も
、
様
々
な
観
点

か
ら
話
を
伺
っ
て
い
き
た
い
。

・
加
藤
秀
俊
・
寿
岳
章
子
・
藤
本
義
一
・
安

田
章
生（
一
九
六
八
）「
関
西
弁
の
将
来
」『
言

語
生
活
』
二
〇
二
号
，
筑
摩
書
房

・
芥
子
川
律
治
（
一
九
七
一
）『
名
古
屋
方
言

の
研
究
』
泰
文
堂

・
芥
子
川
律
治（
一
九
八
三
）「
愛
知
県
の
方
言
」

飯
豊
毅
一
・
日
野
資
純
・
佐
藤
亮
一
編
『
講

座
方
言
学
６　

中
部
地
方
の
方
言
』
国
書

刊
行
会

・
小
林
隆
（
二
〇
一
七
）「
文
献
を
利
用
し
た

新
し
い
方
言
研
究
―
十
返
舎
一
九
・
谷
崎

潤
一
郎
が
見
た
関
西
人
の
言
語
行
動
―
」

『
日
本
語
学
』
三
六
巻
九
号

名
古
屋
大
都
市
圏
研
究
会
編
（
二
〇
一
一
）

『
新
版
図
説
名
古
屋
圏
』
古
今
書
院

聞き取り風景（2019/6/6、「きもの工藝ヲジマヤ」店内にて）

円頓寺商店街入口 「掘川七橋」の一つである五条橋。
現在の橋は 1983 年にコンクリートで復元された。


