
派
遣
さ
れ
た
ガ
イ
ド
は
、
馬
場
智

章
氏
を
リ
ー
ダ
ー
に
、
早
津
康
弘
氏
、

紅
一
点
の
木
村
富
久
子
女
史
、
い
ず

れ
も
ベ
テ
ラ
ン
ガ
イ
ド
だ
。
午
前
一

〇
時
小
雨
の
降
る
中
「
北
郷
里
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
で
受
付
を
開
始

し
た
が
、
開
会
式
が
始
ま
る
頃
に
は

不
思
議
と
雨
が
止
ん
で
い
た
。
コ
ー

ス
説
明
の
後
、
参
加
者
を
三
班
に
分

け
、
午
前
一
〇
時
四
〇
分
約
五
，
八

キ
ロ
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
出
発
し
た
。

田
園
の
中
の
小
道
を
長
閑
に
歩
み
、

ベ
テ
ラ
ン
ガ
イ
ド
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

持
ち
味
を
生
か
し
、
参
加
者
を
楽
し

ま
せ
な
が
ら
、
姉
川
の
戦
い
の
火
つ

け
と
な
っ
た
遠
藤
直
経
討
死
の
地
に

着
い
た
。
周
辺
の
龍
ケ
鼻
古
墳
群
の

説
明
も
ぬ
か
り
は
な
い
、
最
大
の
茶

臼
山
古
墳
に
置
か
れ
た
織
田
信
長
本

陣
跡
に
上
り
姉
川
対
岸
を
傍
観
す
る
。

遠
巻
き
に
歩
み
つ
つ
姉
川
古
戦
場
の

碑
、
更
に
徳
川
家
康
本
陣
跡(
勝
山
）

と
巡
り
、
古
の
戦
い
を
偲
び
、
午
後

一
時
前
に
姉
川
防
災
セ
ン
タ
ー
に
到

着
し
昼
食
を
取
る
。

昼
食
後
、
西
原
雄
大
学
芸
員
に
よ

る
「
徳
川
家
康
と
姉
川
合
戦
」
と
題

し
た
愉
快
な
講
演
を
受
け
、
戦
国
の

思
い
に
浸
り
な
が
ら
終
了
と
な
る
。

紅
一
点
を
含
む
ベ
テ
ラ
ン
ガ
イ
ド
さ

ん
達
ご
苦
労
様
で
し
た
。
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ＮＰＯ法人

長浜観光ＶＧ協会

電話（６５）０３７０

発行責任者

辻川 原藏

編集責任者

木村 富久子

こ
の
程
、
長
浜
駅
の
「
観
光
の
ス
ポ
ッ
ト
ご

案
内
」
の
啓
発
看
板
に
「
ポ
ケ
ッ
ト
」
が
取
り

付
け
ら
れ
、
配
布
資
料
が
収
納
で
き
と
て
も
便

利
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ポ
ケ
ッ
ト
が
取
り
付
け
ら
れ
た
の
は
、

当
協
会
の
氏
原
さ
ん
の
発
案
で
、
長
浜
駅
で
の

啓
発
の
時
の
会
話
で
、
宮
川
智
加
さ
ん
に
、

「
啓
発
の
時
、
資
料
を
入
れ
る
所
が
ほ
し
い
」

と
の
話
を
し
た
こ
と
で
、
宮
川
さ
ん
が
こ
れ
に

答
え
る
べ
く
翌
日
、
布
切
れ
を
購
入
し
て
、
啓

発
看
板
に
取
り
付
け
「
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
し
て
活

用
で
き
る
入
れ
物
を
作
り
、
五
月
一
〇
日
に
啓

発
看
板
の
裏
面
に
、
「
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
し
て
取

り
付
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

宮
川
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

六
月
一
二
日
午
前
九
時
か
ら
、
当
協
会
が
長
浜

市
か
ら
管
理
委
託
を
受
け
て
い
る
「
き
ぃ
な
パ
ー

ク
」
の
一
斉
清
掃
を

行
い
ま
し
た
。

清
掃
に
従
事
し
て

い
た
だ
い
た
一
一
名

の
会
員
の
皆
様
ご
苦

労
様
で
し
た
。

今
年
も
去
年
同
様

に
、
月
・
木
曜
に
駅

活
動
日
の
皆
さ
ん
に
、

水
や
り
と
草
む
し
り

を
輪
番
で
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

きぃなパーク
の清掃

駅前の「観光スポットご案内」

看板にポケットが付いた！

平
成
二
九
年
五
月
二
五
日
「
姉
川
の
合
戦
史
跡
巡
り
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
」
が
千
葉
・
埼
玉
・
愛
知
・
長
野
・
兵
庫
県
・
大
阪
市
な
ど
の
遠

方
か
ら
の
参
加
者
を
含
め
約
四
六
名
で
開
催
さ
れ
た
。
当
協
会
か
ら
三
名
の

ガ
イ
ド
が
派
遣
さ
れ
奮
闘
し
た
記
録
を
紹
介
す
る
。



淡
海
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
連

絡
協
議
会
第
四
二
回
交
流
研
修
会
の
報

告
平
成
二
九
年
五
月
二
四
日
、
今
回
担

当
大
津･

南
部
ブ
ロ
ッ
ク(
大
津･

野
洲･

草
津
・
守
山･

栗
東
の
六
市
観
光
ガ
イ

ド
協
会)

に
よ
り
野
洲
市(

旧
中
主
町)

比
留
田
、
さ
ざ
な
み
ホ
ー
ル
で
、
県
内

三
一
ガ
イ
ド
団
体
よ
り
四
一
〇
名(
内

長
浜
一
三
名)

の
参
加
者
が
集
い
、
三

上
山
を
背
景
に
家
棟
川
沿
い
に
ひ
ら
か

れ
た
自
然
豊
か
な
会
場
で
盛
大
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

午
前
の
部
は
、
開
会
式
典
と
講
演
会

【｢

琵
琶
湖
の
価
値
と
は
、
い
ま
の
課

題
は
何
か｣

講
師

佐
藤
祐
一
先
生

(

琵
琶
湖
環
境
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主

任
研
究
員)

】
そ
し
て
、
大
津･

南
部
ブ

ロ
ッ
ク
の
現
状
の
問
題
点
と
今
後
に
向
っ

て
の
取
組
の
報
告
（
栗
東
ガ
イ
ド
代
表

に
よ
る
発
表
）
が
あ
り
ま
し
た
。

午

後
部
は
、
現
地
研
修
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
各

ガ
イ
ド
協
会
担
当
が
案
内
す
る
八
コ
ー

ス
に
別
れ
地
域
の
歴
史
文
化
を
巡
る
研

修
で
、
小
生
は
、
草
津

芦
浦
観
音
寺

･

水
生
植
物
園
「
み
ず
の
森
」
コ
ー
ス

に
参
加(

二
八
名)

し
ま
し
た
。

ま
ず
初
め
に
、
芦
浦
観
音
寺
跡
（
草

津
市
芦
浦
町
）
を
訪
れ
ま
し
た
。

こ
こ
は
国
指
定
史
跡
で
、
聖
徳
太
子

開
基(

寺
伝)

と
伝
承
さ
れ
、
宗
派
は
天

台
宗
、
現
住
職
で
三
〇
代
目
と
な
り
、

県
内
古
刹
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
境
内
は
、
堀
土
塁
石
垣
に
囲
ま

れ
た
城
郭
の
様
な
寺
院
で
、
正
面
に
長

屋
門
が
あ
り
ま
す
。

信
長
、
秀
吉
、
徳
川
五
代
綱
吉
ま
で

一
一
〇
年
間
、
三
代
の
住
職
が
琵
琶
湖

湖
上
官
船
奉
行
を
務
め
て
い
ま
す
。

重
要
文
化
財
は
、
阿
弥
陀
如
来
立
像
、

阿
弥
陀
堂
、
書
院
で
す
。

次
に
訪
れ
た
の
が
、
草
津
市
立
水
生

植
物
園｢

み
ず
の
森｣

（
草
津
市
下
物
町
、

烏
丸
半
島

県
立
琵
琶
湖
博
物
館
隣
接
）

で
す
。
こ
こ
は
、
湾
内
に
ハ
ス
の
群
生

地
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
あ
る
の
で
す
が
、

昨
年
よ
り
ハ
ス
が
全
滅
し
て
し
ま
っ
て

い
ま
し
た
。

ま
た
、
高
さ
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
大

風
車
発
電
塔(

羽
Ｌ=

三
一
ｍ
、
支
柱
Ｈ

=

六
五
ｍ)

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

現
在
は
使
用
さ
れ
て
居
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
全
国
で
も
数
少
な
い
水
生

植
物
園
と
し
て
、
一
四
〇
種
の
ス
イ
レ

ン
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
栽
培
さ
れ

て
お
り
必
見
で
す
。

こ
れ
ら
を
研
修
後
各
コ
ー
ス
共
「
さ

ざ
な
み
」
ホ
ー
ル
に
帰
り
散
会
、
主
催

者
ガ
イ
ド
さ
ん
の
見
送
り
を
受
け
帰
路

に
つ
き
ま
し
た
。

本
年
度
四
名
の
方
が
、
我
々
の
仲

間
と
し
て
当
協
会
に
入
会
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て

頑
張
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ん
も

入
会
当
初
を
思
い
出
し
仲
良
く
ご
指
導

を
お
願
い
し
ま
す
。

西
川

恵
美
子

長
浜
に
生
ま
れ
育
ち
、
興
味
の
あ
っ

た
歴
史
を
聞
い
た
り
、
散
策
を
す
る
機

会
を
得
て
、
改
め
て
、
地
元
湖
北
の
地

の
奥
深
さ
を
知
り
ま
し
た
。

長
浜
を
訪
れ
る
人
や
地
元
の
人
に
も
、

地
元
紹
介
が
出
来
れ
ば
と
勉
強
し
た
く

入
会
し
ま
し
た
。

笹
原

好
子

地
元
の
長
浜
に
つ
い
て
研
修
を
受
け

る
た
び
に
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
自
分
が
、
長
浜
の
良
さ
を
、
も
っ

と
も
っ
と
見
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

川
田

茂
子

「
湖
北
ふ
る
さ
と
見
聞
講
座
」
を
受

講
し
、
地
元
の
歴
史
を
も
っ
と
学
び
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
長
浜
に
来
ら
れ
る
人

達
の
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す

木
村

浩
保

名
古
屋
在
住
の
方
で
す
。
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滋
賀
県
研
修
に
参
加
し
て

藤
山

弘

新
人
で
す
宜
し
く

平
成
二
九
年
度
長
浜
観
光

Ｖ
Ｇ
協
会
定
期
総
会
が
四
月

二
七
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
八
年
度
の
事
業
報

告
、
予
算
執
行
状
況
、
平
成

二
九
年
度
の
事
業
計
画
、
予

算
計
画
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、

協
会
員
の
承
認
を
受
け
総
会

が
終
了
し
ま
し
た
。

た
だ
、
平
成
二
八
年
度
中

に
会
員
か
ら
協
会
に
対
し
て
、

質
問
さ
れ
た
各
意
見
に
対
す

る
回
答
が
な
さ
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
質
問
が
集
中

し
ま
し
た
。

優
良
な
組
織
の
運
営
基
本
は
、
会
員

か
ら
の
意
見
に
真
剣
に
取
り
組
む
姿
勢

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
が
一
つ
の

強
く
ま
と
ま
っ
た
組
織
と
な
っ
て
く
る

の
で
し
ょ
う
。
当
協
会
も
、
会
員
あ
っ

て
の
協
会
を
基
本
理
念
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
と
し
て
信
頼
を
損
な
わ
な
い
、

活
動
的
な
協
会
を
維
持
す
る
た
め
頑
張

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

平成２９年度総会



退
任
に
あ
た
り

水
野

知
義

こ
の
春
で
、
研
修
部
長
を
退
任
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
体
調
不
良
と
は
い
え
、

任
期
途
中
で
の
退
任
と
い
う
こ
と
で
慚

愧
に
堪
え
ま
せ
ん
。

わ
ず
か
一
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
ご

指
導
ご
鞭
撻
を
頂
い
た
先
輩
諸
氏
、
そ

し
て
ご
支
援
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員

の
皆
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

就
任
の
ご
挨
拶

磯
田

智

こ
の
度
、
水
野
研
修
部
長
の
一
身
上

の
都
合
に
よ
り
退
任
さ
れ
、
そ
の
後
任

と
し
て
研
修
部
長
に
補
充
就
任
い
た
し

ま
し
た
。
当
協
会
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し

て
認
証
さ
れ
、
定
款
に
掲
げ
る
事
業
を

行
う
為
、
法
人
格
と
し
て
、
あ
る
べ
き

姿
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
を
維
持
・

発
展
さ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
当
協
会
の
中
に
お
い
て
研
修
部
の

役
割
を
見
つ
め
つ
つ
、
長
浜
に
来
て
い

た
だ
い
た
お
客
様
に
「
長
浜
に
来
て
良

か
っ
た
又
来
た
い
」
の
満
足
度
が
得
ら

れ
る
ガ
イ
ド
活
動
が
出
来
る
よ
う
に
幅

広
い
知
識
の
修
得
・
研
鑚
と
共
に
、
接

客
マ
ナ
ー
な
ど
の
研
修
も
必
要
か
と
思

い
ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
、
ご
支
援
を

得
な
が
ら
研
修
部
の
任
務
を
果
た
す
こ

と
に
よ
り
皆
様
へ
の
お
役
立
ち
、
ひ
い

て
は
当
協
会
の
活
動
の
充
実
・
さ
ら
な

る
発
展
に
繋
が
る
べ
く
精
一
杯
努
力
し

て
参
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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昨
年
度
新
し
く
理
事
が
選
任
さ
れ
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
長
浜
観

光
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
協
会
事
務
局
で
あ
り
ま
し
た
が
、
研
修
部
長
の
水

野
知
義
理
事
と
副
部
長
の
寺
脇
達
夫
理
事
二
名
が
辞
任
さ
れ
ま
し
た
。

新
た
に
磯
田
智
理
事
、
橋
本
常
憲
理
事
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
九
年
度
は
当
協
会
に
と
っ
て
多
く
の
問
題
を
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
年
度
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ん
に
も
協
力
を
い
た
だ
き
、

新
メ
ン
バ
ー
で
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

理事辞任に伴う

新理事の就任

私
達
の
仲
間
の
植
谷
善
之
さ
ん
、

鈴
木
健
治
さ
ん
、
松
井
忠
夫
さ
ん
の

三
名
が
、
今
年
度
、
長
浜
観
光
Ｖ
Ｇ

協
会
を
退
会
さ
れ
ま
し
た
。

筆
者
は
植
谷
さ
ん
か
ら
、
観
音
巡

り
バ
ス
の
ガ
イ
ド
指
導
を

受
け
た
忘
れ
ら
れ
な
い
思

い
出
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ

ん
も
、
三
名
の
方
と
の
懐

か
し
い
思
い
出
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

三
名
の
先
輩
方
は
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
長
浜
観
光
Ｖ
Ｇ

協
会
の
ガ
イ
ド
と
し
て
ま

た
、
私
達
の
先
駆
者
と
し

て
、
永
年
当
協
会
に
貢
献

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、

長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ガ
イ
ド
活
動
を
終
え
て植

谷

善
之

十
数
年
の
活
動
の
間
、
多
く
の
方
々

と
、
「
一
期
一
会
」
の
機
会
に
恵
ま

れ
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ば
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

な
か
で
も
、
印
象
に
残
っ
て
い
る

の
は
、
八
十
八
歳
に
な
ら
れ
た
「
特

攻
隊
」
の
生
き
残
り
の
三
人
の
同
期

生
と
の
出
会
い
で
し
た
。

湖
北
の
「
合
戦
跡
」
を
六
日
間
か

け
て
案
内
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
話

題
に
な
っ
た
の
が
、
「
負
け
た
方
は
、

ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
ね
」
で
し
た
。

そ
う
い
え
ば
、
姉
川
合
戦
の
敗
者

の
大
部
分
は
、
長
浜
の
地
の
私
た
ち

の
先
祖
で
あ
っ
た
し
、
関
ヶ
原
の
合

戦
で
負
け
た
石
田
三
成
の
当
時
の
所

領
地
は
、
こ
の
湖
北
で
し
た
。

多
く
の
同
期
生
を
戦
場
へ
送
り
出

し
、
日
本
の
敗
戦
を
目
の
前
に
見
た

戦
争
体
験
者
が
、
「
今
の
日
本
の
平

和
は
、
負
け
た
悔
し
涙
が
基
礎
に
あ

る
」
と
い
わ
れ
た
言
葉
に
は
、
大
変

な
重
み
が
あ
り
ま
し
た
。

遡
っ
て
、
合
戦
ご
と
の
敗
者
の
地

で
あ
っ
た
湖
北
を
別
の
角
度
か
ら
見

直
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
ま
あ
る
長
浜
の
姿
は
、
深
い
歴

史
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
発
見
で

き
、
う
れ
し
い
限
り
で
あ
っ
た
の
を

思
い
起
こ
し
ま
す
。

永年の活動

ご苦労様でした



長
浜
曳
山
祭
り
で
は
、
「
子
ど
も
歌
舞

伎
」
の
こ
と
を
「
狂
言
」
ま
た
は
「
芸
」

と
呼
び
、
曳
山
を
持
つ
町
（
山
組
町
）
の

五
歳
児
か
ら
十
二
歳
児
ぐ
ら
い
ま
で
の
男

子
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
狂
言
」
と
は
、
日
本
伝
統
演
劇
の
一

つ
、
能
狂
言
、
猿
楽
の
芸
系
の
歌
舞
伎
的

要
素
が
能
と
な
り
、
滑
稽
な
要
素
が
狂
言

に
分
化
し
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
猿
楽

の
笑
い
要
素
を
洗
練
し
た
セ
リ
フ
劇
と
考

え
ら
れ
る
。
南
北
朝
、
室
町
時
代
か
ら
能

と
狂
言
は
同
じ
舞
台
で
交
互
に
上
演
さ
れ

て
き
た
最
古
の
セ
リ
フ
劇
で
、
音
楽
劇
で

あ
る
能
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
、
謡
や
舞
、

囃
子
も
活
用
さ
れ
る
。

「
芸
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
歌
舞
伎
芸
を

曳
山
舞
台
で
演
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
「
山
の

芸
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
歌
舞
伎
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ

う
、
日
本
三
大
演
劇
の
中
に
「
能
」
「
人

形
浄
瑠
璃
」
「
歌
舞
伎
」
が
あ
り
ま
す
。

「
能
」
は
、
平
安
時
代
以
来
の
「
猿
楽
」

か
ら
鎌
倉
時
代
に
歌
舞
伎
劇
が
生
ま
れ
そ

れ
が
「
能
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
人
形
浄
瑠
璃
」
は
、
長
浜
市
富
田
町

の
「
富
田
人
形
」
が
正
に
こ
れ
で
す
。
室

町
時
代
に
発
生
し
た
物
語
の
一
つ
に
「
牛

若
と
浄
瑠
璃
姫
」
の
ロ
マ
ン
ス
を
扱
っ
た

【
浄
瑠
璃
物
語
】
が
評
判
を
生
み
、
こ
の

種
の
物
語
を
「
浄
瑠
璃
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
当
初
は
琵
琶
法
師
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
期
に
入

る
と
操
り
人
形
劇
と
結
び
つ
き
、
三
味
線

を
伴
奏
す
る
よ
う
に
な
っ
て
「
人
形
浄
瑠

璃
」
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

「
歌
舞
伎
」
は
、
一
六
〇
〇
年
こ
ろ
、

京
都
で
出
雲
の
「
お
国
」
が
始
め
た
「
か

ぶ
き
踊
り
」
が
前
進
で
「
歌
舞
伎
」
は
明

治
以
降
に
充
て
ら
れ
た
漢
字
で
す
。
当
初

は
芸
妓
衆
の
踊
り
で
盛
況
を
極
め
た
が
、

風
紀
を
乱
す
と
の
理
由
で
禁
止
さ
れ
、
そ

の
後
は
、
技
芸
と
脚
本
本
位
の
「
野
郎
歌

舞
伎
」
と
し
て
興
行
を
許
さ
れ
、
町
人
文

化
の
興
隆
期
と
な
っ
た
元
禄
時
代
以
降
、

本
格
的
な
演
劇
と
し
て
急
成
長
し
「
人
形

浄
瑠
璃
」
の
台
本
・
演
出
を
取
り
入
れ
て
、

内
容
と
様
式
が
豊
富
と
な
り
、
長
唄
、
常

磐
津
、
清
元
節
な
ど
の
劇
場
音
楽
と
と
も

に
舞
台
劇
が
進
歩
し
、
戯
曲
の
複
雑
化
に

つ
れ
て
各
種
の
舞
台
構
造
が
発
達
す
る
な

ど
、
多
彩
な
発
展
を
と
げ
た
。
も
と
も
と

舞
い
踊
り
か
ら
出
発
し
た
、
人
形
浄
瑠
璃

と
も
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
ま
た
女
優
の

禁
止
に
と
な
う
女
方
の
出
演
な
ど
に
よ
り
、

総
じ
て
様
式
性
の
高
い
点
が
特
徴
と
さ
れ

る
舞
台
芸
術
で
あ
る
。
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
情
報
公
開
は
必
要
な
の
？

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
は
、
法
人
制
度
で
初
め
て
情
報
公
開
を
規

定
し
た
点
で
も
画
期
的
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
法
人
制

度
で
は
、
役
所
が
事
業
計
画
・
事
業
報
告
や
予
算
・
決

算
を
監
督
す
る
と
い
う
建
前
か
ら
、
情
報
公
開
に
つ
い

て
は
規
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
に
つ
い
て
は
、
役
所
の
監
督
よ
り
も
市
民
の
監
視
を

重
視
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
情
報
公
開
に
つ
い
て
詳

し
い
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
と
し
て
は
、
二
つ
の
方
法
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
毎
年
年
度
終
三
ヶ
月
以
内
に
、
事
業
報
告
、

財
産
目
録
な
ど
の
書
類
を
所
轄
庁
に
提
出
し
、
所
轄
庁

は
こ
れ
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

内
閣
総
理
大
臣
が
所
轄
庁
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

内
閣
府
で
閲
覧
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務

所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
も
閲
覧
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
の
情
報
公
開
の
方
法
は
、
所
轄
庁
に
提
出
し

た
書
類
の
写
し
を
各
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
事
務
所
に
備
え
お

き
、
利
害
関
係
者
か
ら
請
求
が
あ
れ
ば
閲
覧
に
供
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

法
律
的
に
は
こ
の
よ
う
な
情
報
公
開
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
に
は
な
か
な
か
利
用
し
に
く
い

の
が
現
状
で
す
。
そ
の
た
め
、
よ
り
多
く
の
人
が
よ
り

簡
便
に
利
用
で
き
る
情
報
公
開
の
方
法
が
必
要
と
考
え
、

日
本
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
は
こ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
Ｎ
Ｐ

Ｏ
ヒ
ロ
バ
」
を
開
設
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
こ
の

サ
イ
ト
に
寄
せ
ら
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
情
報
公
開
は
、

必
ず
し
も
未
だ
十
分
な
も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
今

後
さ
ら
に
多
く
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
詳
し
い
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
り
充
実
し
た
情
報
公
開
が
進
展
す
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

曳 山

子供歌舞伎

ＮＰＯ法について


