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《
個
別
報
告
一
》
地
域
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と

齋　

藤　
　
　

平　
　

　
　
　
　
伝
え
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
こ
と

　

皇
學
館
大
学
の
齋
藤
平
と
申
し
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

本
日
は
、「
地
域
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
題
を
掲
げ
ま
し
た
。
私
は
平
成
十
二

（
二
〇
〇
〇
）
年
か
ら
、三
陸
沿
岸
の
特
に
岩
手
県
、宮
城
県
に
建
て
ら
れ
た
昭
和
八
（
一
九
三
三
）

年
の
昭
和
三
陸
地
震
津
波
の
記
念
碑
な
ど
を
言
語
学
の
立
場
か
ら
調
査
、
研
究
を
し
て
参
り
ま
し

た
。
そ
れ
を
纏
め
よ
う
と
し
た
矢
先
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
三
月
十
一

日
も
仙
台
駅
に
お
り
ま
し
た
が
、
震
災
を
体
験
し
た
こ
と
で
、
今
後
こ
の
研
究
を
続
け
て
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
よ
り
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
次
第
で
す
。

　

こ
の
研
究
を
始
め
る
き
っ
か
け
は
、
三
重
県
南
部
で
使
わ
れ
て
い
る
「
ヨ
タ
」
と
い
う
高
波
を

表
す
方
言
で
す
。
こ
の
方
言
を
全
国
的
に
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
静
岡
県
や
大
阪
府
と
い
っ
た
三

重
県
に
近
い
所
で
の
使
用
が
見
ら
れ
ま
す
。
他
方
、「
ヨ
ダ
」
と
い
う
語
形
が
岩
手
県
久
慈
市
に
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あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
調
べ
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
津
波
記
念
碑
が
各
浜
に
建
っ
て
い
て
「
な
ぜ
、
こ
う
い
う
の
を
建
て
た
ん
だ

ろ
う
」
と
思
い
、
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
関
東
大
震
災
を
予
言
し
た
人
物
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
地
震
学
者
の
今
村
明
恒
が
、
昭
和

八
（
一
九
三
三
）
年
の
昭
和
三
陸
地
震
津
波
の
時
、「
後
世
に
教
訓
を
伝
え
る
た
め
に
朝
日
新
聞
の
義
援
金
の
残
り
を
使
っ
て
、
記
念
碑

を
建
て
る
と
良
い
」
と
い
う
提
案
を
し
、
そ
れ
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
岩
手
県
の
『
岩
手
県
昭
和
震
災
誌
』（
昭
和
九
年
）
に
お
い
て
は
、「
津
波
の
浸
水
線
を
標
識
す
る
と
共
に
右
線
内
は
今
次
津

波
の
被
害
地
帯
で
あ
り
且
つ
将
来
も
亦
容
易
に
津
波
の
氾
濫
す
べ
き
地
域
で
あ
る
こ
と
を
後
世
に
知
ら
し
め
災
害
を
警
戒
せ
し
む
る
も
の

で
あ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
津
波
の
入
っ
た
浸
水
線
の
と
こ
ろ
に
は
、
記
念
碑
を
建
て
る
よ
う
に
県
庁
か
ら
指
示
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
宮
城
県
で
も
同
様
に
、『
宮
城
懸
昭
和
震
嘯
誌
』（
昭
和
十
年
）
に
「
震
嘯
災
害
を
記
念
す
る
に
最
も
適
当
な
り
と
認
む
る
場
所

を
選
定
し
」と
書
か
れ
て
あ
り
、ま
た
標
準
的
な
碑
の
大
き
さ
な
ど
と
い
っ
た
細
か
な
指
示
が
宮
城
県
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。但
し
、

は
っ
き
り
と
「
浸
水
線
に
沿
っ
て
」
と
い
う
指
示
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、
同
書
の
「
建
設
標
準
」
に
は
、「
四
、
記
念
碑

ニ
ハ
可
成
被
害
状
況
及
津
波
ノ
来
襲
セ
ル
地
域
等
後
世
ノ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
記
録
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
注
意
書
き
が
あ
り
、
さ
ら

に
標
語
参
考
案
と
し
て
、「
地
震
が
あ
っ
た
ら
津
波
の
用
心
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
の
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、
宮
城
県
で
は
記

念
碑
建
設
の
場
所
と
し
て
、
六
十
三
箇
所
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

記
念
碑
の
大
き
さ
や
場
所
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
工
学
部
が
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
調
査
結
果
は
震
災
前
に
作
成
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
、「
津
波
デ
ィ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
」
に
纏
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
当
時
、
私
の
関
心
は
、
津
波
碑
を
建
て
た
場
所
で
は
伝
承
が
今
も
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ

こ
で
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
か
ら
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
の
調
査
で
は
、
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実
際
に
聞
い
て
回
る
と
、
そ
の
場
所
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
い
る
方
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
当
時
、
七
十
歳
以
上
の
方
で
な
い
と
、
昭
和
三
陸
地
震
津
波
の
こ
と
を
ご
存
じ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
忘
れ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
で
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、「
道
路
の
拡
張
で
移
設
」「
神
社
境
内
地
の
整
備
と
と
も
に
移
設
」「
堤
防
の
改

修
で
現
在
の
所
に
移
設
」「
道
路
の
移
設
に
伴
っ
て
移
設
し
た
が
、
も
と
の
位
置
に
つ
い
て
の
伝
承
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
碑
の
目
的

と
は
違
っ
た
移
設
に
つ
い
て
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
「
移
設
の
情
報
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
津
波
工
学
か

ら
す
れ
ば
、
そ
の
時
の
震
源
地
の
場
所
あ
る
い
は
波
の
入
り
方
に
よ
っ
て
到
達
点
は
毎
回
異
な
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
伝
承
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
で
見
ま
す
と
、
伝
承
は
ど
こ
か
で
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

八
十
歳
過
ぎ
の
方
で
「
記
念
碑
が
運
ば
れ
て
き
た
当
時
は
、
自
分
も
小
学
生
で
、
村
の
人
た
ち
と
石
材
を
ロ
ー
プ
で
引
っ
張
っ
て
運
ん

だ
」
と
い
う
経
験
を
語
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
い
ま
し
た
が
、
個
人
の
体
験
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
次
の
世
代
に
伝
え
ら

れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
　
　
　
碑
の
利
用
に
つ
い
て

　

皆
さ
ん
、
記
念
碑
が
建
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
記
念
碑
は
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

続
い
て
、「
碑
の
利
用
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
碑
の
利
用
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。

①
消
防
団
で
津
波
防
災
の
話
は
す
る
が
、
碑
の
話
は
出
た
こ
と
が
な
い
（
岩
手
・
平
井
賀
）。

②
以
前
は
曲
が
り
角
に
小
さ
な
井
内
石
が
建
て
て
あ
り
、「
地
震
が
あ
つ
た
ら
津
浪
の
用
心
」
と
書
か
れ
て
い
た
（
宮
城
・
雄
勝
町
名
振
）。

　

井
内
石
は
東
北
地
方
で
も
有
名
な
石
材
で
、
石
巻
市
に
は
そ
の
採
石
場
が
あ
り
ま
す
。
②
の
記
念
碑
に
は
石
材
店
の
名
前
が
書
い
て
あ

り
ま
し
た
の
で
、
子
孫
を
訪
ね
て
行
き
、
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
に
沢
山
の
石
材
で
記
念
碑
を
作
っ
て
、
被
災
地
に
届
け
た
、
と
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い
う
こ
と
は
先
祖
か
ら
聞
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
石
屋
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
そ
の
仕
事
が
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
た
め

に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
碑
の
意
識
に
関
す
る
伝
承
が
途
切
れ
て
い
る
事
例
の
一
つ
で
す
。

③
年
に
一
回
ワ
カ
ギ
サ
ン
（
神
主
さ
ん
）
を
頼
ん
で
拝
む
（
宮
城
・
戸
倉
波
伝
谷
）。

　

ワ
カ
ギ
サ
ン
に
頼
ん
で
拝
む
と
い
う
教
訓
か
ら
も
、
慰
霊
と
い
う
目
的
と
は
違
っ
た
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
津
波
の
記
念
碑
が
意
識
さ
れ
て
い
る
点
で
は
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
、
と
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
本
来
の
目
的
で
は
な
い
形
で
の

利
用
に
な
り
ま
す
。

　

義
援
金
が
配
布
さ
れ
た
の
は
岩
手
県
と
宮
城
県
だ
け
で
、
青
森
県
で
は
記
念
碑
に
つ
い
て
指
示
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
津
波

の
到
達
し
た
所
に
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
青
森
県
で
も
独
自
に
碑
を
建
て
て
い
る
地
域
（
青
森
・
道
仏

字
大
蛇
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
域
で
は
伝
承
と
し
て
、「
津
波
で
運
ば
れ
て
き
た
船
が
屋
根
の
上
を
通
っ
て
行
っ
た
」「
蛸
が
張
り
付

い
た
石
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
タ
コ
イ
シ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。
ま
た
「
当
日
、
伊
勢
参
宮
に
行
く
た
め
に
朝
早
く

起
き
て
い
た
の
で
、
地
震
が
起
こ
っ
た
時
に
皆
が
一
斉
に
避
難
し
て
犠
牲
者
が
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
伝
承
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

　

こ
う
し
た
三
陸
地
方
の
津
波
記
念
碑
が
、
東
日
本
大
震
災
後
、
ど
う
な
っ
た
の
か
が
非
常
に
気
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
復
興
が
進
む

中
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
な
か
な
か
調
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
で
気
に
な
っ
て
い
た
わ

け
で
す
が
、
最
近
、
少
し
ず
つ
現
地
へ
入
り
調
べ
始
め
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
、
流
さ
れ
た
記
念
碑
は
近
く
の
場
所
に
移
設
さ
れ
た
り
、

碑
が
横
た
え
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
落
ち
着
い
た
ら
改
め
て
建
て
直
す
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
り
す

る
所
も
あ
り
ま
す
。
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岩
手
県
釜
石
市
本
郷
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
波
が
到
達
し
た
一
番
高
い
所
に
碑
を
建
て
る
こ
と
を
地
域
の
人
た
ち
で
考
え
、
い
ち
早

く
碑
を
建
て
直
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
元
々
の
狙
い
と
同
じ
で
す
が
、
以
前
こ
の
地
域
の
方
に
聞
き
取
り
を
し
た
と
こ
ろ
、「
波
が
到
達

し
た
一
番
高
い
所
に
碑
を
建
て
る
こ
と
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
で
し
た
の
で
、
偶
然
一
致
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

他
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
桜
の
木
を
津
波
最
大
到
達
点
上
に
沿
っ
て
植
樹
す
る
も
の
や
、
津
波
記
念
碑
を
木
で
作
製
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

津
波
記
念
碑
は
一
般
的
に
は
石
で
製
作
さ
れ
ま
す
が
、
石
よ
り
も
劣
化
し
や
す
い
木
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
周
期
で
碑
を
製
作

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
記
憶
の
風
化
が
起
き
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
高
校
生
か
ら
の
提
案
で
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
西
日
本
の
津
波
記
念
碑
あ
る
い
は
自
然
災
害
史
に
つ
い
て
の
調
査
も
現
在
進
め
て
お
り
ま
す
。
高
知
県
宿
毛
市
大
島
の
綢
（
は

い
た
か
）神
社
の
石
段
は
四
十
四
段（
十
・
七
メ
ー
ト
ル
）あ
り
ま
す
。
そ
の
石
段
の
奉
献
碑
に
混
じ
っ
て
、七
段
目
に
安
政
元（
一
八
五
四
）

年
の
地
震
津
波
の
波
高
到
達
碑
が
、
四
十
段
目
に
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
の
波
高
到
達
碑
が
、
そ
れ
ぞ
れ
標
識
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
社
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
参
り
に
来
た
人
た
ち
が
、
村
の
中
で
意
識
的
に
そ
れ
を
見
る
だ
ろ
う

と
い
う
考
え
の
も
と
で
取
り
組
み
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
宮
崎
県
宮
崎
市
で
は
、
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
に
起
こ
っ
た
地
震
津
波
で
外
所
（
と
ん
ど
こ
ろ
）
地
区
が
水
没
し
た
、
と
い
う

伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
で
は
、
そ
れ
以
降
、【
写
真
1
】
の
よ
う
に
お
寺
の
境
内
に
五
十
年
ご
と
に
碑
を
建
て
て
お
り
、

一
番
左
に
建
っ
て
い
る
の
が
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
に
建
て
ら
れ
た
一
番
新
し
い
慰
霊
碑
で
あ
り
、
供
養
の
対
象
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
慰
霊
碑
と
し
て
五
十
年
ご
と
に
災
害
の
こ
と
を
伝
え
て
い
く
取
り
組
み
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
西
日
本
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
東
北
で
行
わ
れ
て
い
る
大
掛
か
り
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
記
念
碑
を
建
て
る
と
い
う
よ
り

も
、
自
分
た
ち
で
行
う
慰
霊
の
形
が
主
に
な
っ
て
い
て
、
教
訓
と
い
う
よ
り
も
慰
霊
の
意
味
を
込
め
て
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
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か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
伝
え
る
た
め
に

　

今
後
、
こ
う
し
た
記
念
碑
、
記
念
物
あ
る
い
は
自
然
災
害
に
つ
い
て
の
伝
承
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
興
味
、

関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。「
地
域
で
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
人
た
ち
が
伝
え
よ
う
と
思
わ
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
、
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
昭
和
三
陸
地
震
津
波
の
記
念
碑
の
よ
う
に
、
お
上
か
ら
上
意
下
達
の
形
で
碑
を
建
て
た
場
合
、
内
発
的

な
意
識
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、「
そ
こ
に
な
ぜ
建
て
た
の
か
」と
い
う
こ
と
は
、

地
域
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
非
常
に
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
宿
毛
市
の
例
で
は
、
そ
の
村
の
人
が
「
こ
こ
ま
で
波
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
通

常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
被
害
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
」
こ
と
を
後
世
に
伝
え
る
た
め

に
意
識
的
に
碑
を
建
て
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
祭
礼
で
あ
っ
た
り
、
供
養
の
対
象

と
し
て
慰
霊
碑
が
五
十
年
に
一
回
建
て
ら
れ
、
慰
霊
祭
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
り
す
る

こ
と
で
、
そ
の
度
に
振
り
返
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
地
域
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
繋

が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
調
査
の
目
論
見
と
し
ま
し
て
は
、「
地
域
で
伝
え
る
」
こ
と
が
伝
統
芸
能
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
的
に
見
て
い
き
た
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
碑
を
建
て
た
こ
と
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
意
味
が
教
訓

【写真 1】　宮崎市　外所　大地震追悼供養碑
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型
も
し
く
は
慰
霊
型
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
碑
や
記
念
物
と
い
っ
た
モ
ノ
に
よ
る
伝
承
を
調
べ
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
伴
う
ソ
フ
ト
面
と

し
て
の
伝
統
文
化
が
、建
碑
さ
れ
た
意
味
を
伝
え
て
い
く
う
え
で
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
測
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
後
世
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
（
福
島
県
大
熊
町
・
双
葉
町
）
の
被

災
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
同
じ
よ
う
に
海
辺
に
建
っ
て
い
る
東
北
電
力
女
川
原
子
力
発
電
所
（
宮
城
県
女
川
町
・
石
巻
市
）
は
、
自
動
停
止
を
し
ま
し
た
。

女
川
原
子
力
発
電
所
を
建
て
る
時
、
当
時
の
東
北
電
力
副
社
長
が
貞
観
十
一
（
八
六
九
）
年
の
貞
観
地
震
津
波
と
同
程
度
を
想
定
し
、
そ

れ
に
備
え
る
高
さ
の
高
台
に
建
築
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
い
う
報
道
も
あ
り
、
伝
承
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
後
、
私
た
ち
は
ソ
フ
ト
の
面
に
お
い
て
、
モ
ノ
に
よ
る
伝
承
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
の
人
々
が
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
伝

え
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
避
難
を
促
す
よ
う
な
取
り
組
み
を
効
果
的
に
伝

え
て
い
く
た
め
に
も
、
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
伝
統
文
化
の
中
に
込
め
ら

れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
日
常
の
防
災
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。


