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4　

文
化
は
経
済
と
並
ぶ
地
域
活
性
化
推
進
の
両
輪

◉
徳
島
は
文
化
あ
ふ
れ
る
地
域

　

経
済
と
文
化
は
、
地
域
の
発
展
や
活
性
化
を
促
す
車
の
両
輪
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
お
互
い
に
影
響
を

与
え
、
作
用
し
合
う
こ
と
で
地
域
社
会
に
活
力
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

藍
産
業
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
藍
商
人
た
ち
の
活
躍
は
徳
島
城
下
を
経
済
的
に
潤

う
る
お

す
こ
と
と
な
り
、
阿
波
お
ど
り
や
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
の
文
化
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
ま
し

た
。
ま
た
藍
は
、
国
の
伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
大
谷
焼
や
阿
波
正し

ょ
う

藍あ
い

し
じ
ら
織
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
工

芸
品
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
大
谷
焼
は
、
藍
染
め
に
欠
か
せ
な
い
大
き
な
藍あ

い

甕が
め

の
需
要
で
発
展

し
、
今
も
茶
碗
な
ど
の
日
用
品
か
ら
芸
術
的
作
品
ま
で
、
幅
広
く
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
ま
さ
に
阿
波
お
ど
り
が
そ
う
で
す
が
、
文
化
の
魅
力
で
徳
島
を
訪
れ
る
人
が
増
え
れ
ば
、
地
域

経
済
に
も
好
影
響
を
与
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
と
文
化
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
徳
島
の
素
晴
ら
し

い
文
化
の
魅
力
を
い
か
に
経
済
の
活
力
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
こ
れ
か
ら
一
段
と
重
要
な
テ
ー
マ

に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
「
文
化
は
地
域
の
力
」
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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2
0
1
2
年
の
国
民
文
化
祭
（
愛
称
「
お
ど
る
国
文
祭
」
）
に
お
い
て
は
、
徳
島
を
代
表
す
る
文
化

資
源
で
あ
る
「
阿
波
お
ど
り
」
、
「
阿
波
人
形
浄
瑠
璃
」
、
「
阿
波
藍
」
、
そ
し
て
徳
島
が
ア
ジ
ア
初
演

の
地
で
あ
る
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
九
」
が
4
大
モ
チ
ー
フ
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
徳
島
に
は
ジ
ャ
ズ
文
化
が
根
づ
い
て
お
り
、
徳
島
市
内
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
は
長
年
に
わ
た
り

2
月
と
8
月
に
「
徳
島
ジ
ャ
ズ
ス
ト
リ
ー
ト
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
徳
島
市
の
中
心
市
街

地
を
舞
台
に
し
た
「
マ
チ
★
ア
ソ
ビ
」
と
い
う
ア
ニ
メ
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
、
ア
ニ
メ
文
化
を
徳
島
か
ら
国

内
外
に
発
信
す
る
取
り
組
み
も
2
0
0
9
年
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。
2
0
1
6
年
か
ら
は
、
映
像
ク
リ

エ
ー
タ
ー
の
聖
地
・
徳
島
を
目
指
し
、
「
徳
島
国
際
短
編
映
画
祭
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
映
画
や
メ
デ
ィ

ア
芸
術
の
振
興
も
図
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
四
国
共
通
の
伝
統
的
な
文
化
と
し
て
、
四
国
遍
路
を
支
え
る
「
お
接
待
」
文
化
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
徳
島
は
多
様
な
文
化
的
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
地
域
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

◉
手
を
あ
げ
て
足
を
運
べ
ば
阿
波
お
ど
り

　

さ
だ
ま
さ
し
さ
ん
原
作
、
松
嶋
菜
々
子
さ
ん
主
演
で
2
0
0
7
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
眉び

山ざ
ん

」
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
徳
島
市
南
内
町
演
舞
場
で
の
有
名
連
に
よ
る
総
踊
り
の
シ
ー
ン
で
し
た
。
連
と
い

う
の
は
踊
り
手
の
グ
ル
ー
プ
、
そ
の
う
ち
技
能
の
優
れ
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
連
が
有
名
連
で
す
。
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阿
波
お
ど
り
は
「
日
本
3
大
盆
踊
り
」
な
ど
に

数
え
ら
れ
る
、
日
本
を
代
表
す
る
盆
踊
り
で
、
約

4
0
0
年
の
歴
史
が
あ
り
、
人
々
の
暮
ら
し
に
根

づ
き
、
時
代
の
変
化
を
巧
み
に
取
り
入
れ
な
が
ら
継

承
し
、
洗
練
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

阿
波
お
ど
り
の
魅
力
は
、
芸
術
的
で
美
し
い
こ
と
、

三
味
線
、
太
鼓
、
鉦か

ね

、
横
笛
な
ど
の
「
鳴
り
物
」
に

よ
る
生
演
奏
で
踊
る
こ
と
、
観
客
も
踊
り
に
参
加
で

き
る
こ
と
、
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
経
済
新
聞
に
よ

る
「
参
加
で
き
る
祭
り
日
本
一
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
は
、
阿
波
お
ど
り
が
1
位
で
し
た
。
有
名
連
の

ほ
か
、
企
業
連
や
大
学
連
、
誰
で
も
一
緒
に
踊
れ
る

に
わ
か
連
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
が
存
在
し
ま
す
。

県
内
各
地
で
開
か
れ
ま
す
が
、
徳
島
市
の
阿
波
お
ど

り
が
最
も
規
模
が
大
き
く
、
毎
年
8
月
12
〜
15
日
の

4
日
間
開
催
さ
れ
、
1
0
0
万
人
以
上
の
人
出
で
、

阿波おどり  ©徳島県
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普
段
は
静
か
な
街
が
熱
く
変へ

ん

貌ぼ
う

し
ま
す
。

　

近
年
は
、
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
、
8
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
「
東
京

高
円
寺
阿
波
お
ど
り
」
は
、
2
日
間
で
1
0
0
万
人
を
超
え
る
観
客
動
員
が
あ
り
、
東
京
都
の
代
表
的

な
夏
祭
り
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
各
地
の
阿
波
お
ど
り
と
連
携
し
て
阿
波
お
ど
り
を
盛
り
上
げ
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
が
、
徳
島

と
し
て
は
、
「
阿
波
お
ど
り
の
本
場
は
何
と
言
っ
て
も
徳
島
で
す
」
と
胸
を
張
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に
工
夫

を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
全
国
の
阿
波
お
ど
り
自
慢
の
方
々
が
徳
島
に
集
結
し
、
一
緒
に
踊
っ
て

交
流
を
深
め
た
り
、
5
月
頃
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る
阿
波
お
ど
り
の
練
習
風
景
を
観
光
資
源
と
し
て
活
用

す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

眉
山
の
麓ふ

も
と

に
あ
る
「
阿
波
お
ど
り
会
館
」
で
は
毎
日
、
昼
夜
に
踊
り
の
実
演
が
あ
り
、
年
間
約
15
万

人
が
来
場
し
、
観
客
も
一
緒
に
踊
っ
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
、
本
場
な
ら
で
は
の
エ
ン
タ
ー
テ

イ
メ
ン
ト
シ
ョ
ー
を
楽
し
め
る
施
設
が
あ
る
の
は
、
徳
島
の
強
み
で

す
。

　

阿
波
お
ど
り
は
、
世
界
中
の
人
が
楽
し
め
る
踊
り
な
の
で
、
海
外

の
観
光
客
に
ど
う
や
っ
て
阿
波
お
ど
り
の
本
場
徳
島
に
来
て
も
ら
う

か
、
と
い
う
発
想
も
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

トクシィ
©徳島市
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阿
波
お
ど
り
は
、
徳
島
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
最
大
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
徳
島
空
港
の
愛
称
は
「
徳
島

阿
波
お
ど
り
空
港
」
、
徳
島
市
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ト
ク
シ
ィ
」
は
、
水
の
都
に
ふ
さ
わ
し
く
、

阿
波
お
ど
り
が
得
意
な
魚
の
妖
精
の
女
の
子
で
す
。

◉
農
村
舞
台
で
上
演
さ
れ
た
阿
波
人
形
浄
瑠
璃

　

父
母
を
さ
が
し
て
巡
礼
の
旅
に
出
た
娘
お
鶴
の
悲
し
い
物
語

「
傾け

い

城せ
い

阿あ

波わ
の

鳴な
る

門と

」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　

傾
城
と
い
う
の
は
、
城
を
傾
け
さ
せ
る
ほ
ど
の
美
人
と
い
う

意
味
で
、
阿
波
藩
の
藩
主
が
美
女
に
溺お

ぼ

れ
た
の
を
幸
い
に
、
悪

い
家
臣
が
お
家
乗
っ
取
り
を
画か

く

策さ
く

し
た
の
が
物
語
の
発ほ

っ

端た
ん

で
す
。

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
代
表
的
な
演
目
で
、
お
鶴
の
父
の
モ
デ

ル
に
な
っ
た
人
物
の
屋
敷
跡
で
あ
る
徳
島
県
立
阿あ

波わ

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

兵べ

衛え

屋や

敷し
き

（
徳
島
市
川
内
町
）
で
毎
日
見
る
こ
と
が
で
き
、
年
間

3
万
人
近
い
人
が
来
場
し
て
い
ま
す
。

　

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
は
、
各
地
に
伝
わ
る
義ぎ

太だ

夫ゆ
う

節ぶ
し

と
呼
ば
れ

る
音
楽
に
よ
る
人
形
芝
居
の
こ
と
で
、
か
つ
て
は
各
地
の
神
社

阿波人形浄瑠璃
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の
境
内
に
建
て
ら
れ
た
農
村
舞
台
な
ど
で
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
農
村
舞
台
で
の
上
演
を
考
え
て
、
文
楽
の

人
形
よ
り
も
頭か

し
ら

が
大
き
く
、
人
形
の
操
作
が
大
振
り
な
の
が
特
徴
で
す
。

　

県
内
に
は
、
全
国
最
多
と
な
る
88
棟
（
2
0
1
4
年
3
月
時
点
の
調
査
）
の
農
村
舞
台
が
残
っ
て
お

り
、
そ
の
歴
史
的
価
値
が
見
直
さ
れ
、
10
棟
前
後
の
舞
台
で
、
定
期
的
に
人
形
浄
瑠
璃
の
公
演
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
農
村
舞
台
で
自
然
の
風
を
感
じ
な
が
ら
見
る
人
形
浄
瑠
璃
は
ま
た
格
別
で
す
。

　

国
民
文
化
祭
に
合
わ
せ
て
、
徳
島
出
身
の
作
家
で
文
化
勲
章
を
受
賞
さ
れ
た
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
が
、
人

形
浄
瑠
璃
の
脚
本
を
書
か
れ
ま
し
た
。
徳
島
で
暮
ら
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
文
豪
モ
ラ
エ
ス
を
テ
ー
マ
に
し

た
「
モ
ラ
エ
ス
恋
遍
路
」
と
、
小
松
島
に
船
で
上
陸
し
、
平
家
を
討
つ
た
め
に
屋
島
に
向
か
う
源
義
経
を

テ
ー
マ
に
し
た
「
義よ

し

経つ
ね

街が
い

道ど
う

娘む
す
め

恋こ
い

鏡か
が
み

」
で
す
。
こ
う
し
た
新
作
の
上
演
を
増
や
し
て
人
形
浄
瑠
璃
フ
ァ

ン
の
裾す

そ

野の

を
広
げ
る
こ
と
は
、
徳
島
な
ら
で
は
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
魅
力
の
発
信
に
つ
な
が
り
ま

す
の
で
、
そ
れ
を
集
客
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

◉
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
第
九
、
ア
ジ
ア
初
演
の
地

　

1
9
1
8
年
6
月
1
日
、
徳
島
県
板
東
町
（
現
鳴
門
市
）
に
あ
っ
た
板
東
俘ふ

虜り
ょ

収
容
所
で
、
ド
イ
ツ

兵
俘
虜
に
よ
り
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
９
番
、
通
称
「
第
九
」
が
全
曲
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
日
本
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
第
九
の
初
演
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
鳴
門
市
は
6
月
1
日
を
「
第
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九
の
日
」
と
定
め
、
毎
年
6
月
の
第
1
日
曜
日
に
第
九
演

奏
会
を
開
催
し
て
お
り
、
「
第
九
の
聖
地
」
と
い
う
こ
と

で
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
約
6
0
0
名
の
大
合
唱
団
が
高

ら
か
に
第
九
を
歌
い
上
げ
ま
す
。

　

2
0
1
8
年
6
月
1
日
の
第
九
初
演
1
0
0
周
年
記

念
式
典
に
は
、
ド
イ
ツ
元
大
統
領
ら
が
来
日
し
、
初
演
の

時
刻
に
合
わ
せ
て
、
「
よ
み
が
え
る
『
第
九
』
演
奏
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
収
容
所
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
、
ド

イ
ツ
が
実
質
的
に
統
治
し
て
い
た
中
国
の
青チ

ン

島タ
オ

で
、
日
本

軍
の
俘
虜
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
兵
を
収
容
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
、
所
長
の
松
江
豊と

よ

寿ひ
さ

陸
軍
中
佐
は
人
道
的
、
友
好
的
に
俘
虜
た
ち
と
接
し
、
彼
ら
に
自
主

的
な
活
動
を
奨
励
し
ま
し
た
。

　

敷
地
内
に
は
、
多
数
の
運
動
施
設
や
農
園
、
ウ
イ
ス
キ
ー
工
場
な
ど
が
あ
り
、
俘
虜
た
ち
は
、
も
と
も

と
民
間
人
だ
っ
た
た
め
、
パ
ン
や
楽
器
の
製
造
、
印
刷
・
製
本
、
写
真
、
土
木
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を

持
っ
た
職
人
も
多
く
、
近
隣
の
住
民
に
つ
く
っ
た
も
の
を
販
売
し
、
ま
た
そ
の
技
術
を
伝
え
ま
し
た
。
文

「第九」アジア初演時のプログラム  ©鳴門市ドイツ館
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化
活
動
も
盛
ん
で
、
演
劇
団
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
結
成
さ
れ
、
音
楽
会
は
、
3
年
間
で
1
0
0
回
以
上

も
開
か
れ
た
そ
う
で
す
。

　

2
0
0
6
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
バ
ル
ト
の
楽が

く

園え
ん

」
は
、
第
九
の
日
本
初
演
に
象
徴
さ
れ
る
ド
イ

ツ
兵
と
日
本
人
と
の
交
流
を
描
い
た
も
の
で
、
松
平
健
さ
ん
が
松
江
所
長
を
演
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鳴

門
市
ド
イ
ツ
館
で
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
兵
の
暮
ら
し
や
音
楽
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
、
板
東
の
人
々
と
の

交
流
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
年
間
約
３
万
人
が
来
場
し
て
い
ま
す
。

　

日
独
友
好
の
絆
は
今
も
続
い
て
お
り
、
鳴
門
市
と
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
市
は
姉
妹
都
市
で
あ
り
、

徳
島
県
と
ド
イ
ツ
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
は
友
好
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

年
末
に
な
る
と
日
本
各
地
で
第
九
の
音
楽
が
流
れ
、
日
本
人
に
圧
倒
的
な
人
気
を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
う
し
た
楽
曲
の
日
本
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
初
演
の
地
が
徳
島
と
い
う
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

◉
お
接
待
文
化
が
心
に
し
み
る
四
国
遍
路

　

阿
波
（
徳
島
県
）
、
土
佐
（
高
知
県
）
、
伊
予
（
愛
媛
県
）
、
讃
岐
（
香
川
県
）
に
点
在
す
る
弘
法
大

師
（
空
海
）
の
足
跡
を
た
ど
り
、
八
十
八
か
所
の
霊
場
を
参
拝
す
る
こ
と
を
、
四
国
遍
路
と
言
い
ま
す
。

　

88
か
所
の
う
ち
、
徳
島
県
に
は
1
番
札
所
霊り

ょ
う

山ぜ
ん

寺じ

か
ら
23
番
札
所
薬や

く

王お
う

寺じ

ま
で
と
香
川
県
と
の
県
境

に
あ
る
66
番
札
所
雲う

ん

辺べ
ん

寺じ

の
24
か
所
が
あ
り
、
四
国
遍
路
の
出
発
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
島
は
発ほ

っ

心し
ん

の
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第1番札所 霊山寺

道
場
、
悟
り
を
求
め
る
心
を
も
つ
場
所
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

2
0
1
4
年
は
弘
法
大
師
が
四
国
八
十
八
か
所
を
霊
場
、
つ
ま
り
神
仏
か
ら
生
き
る
力
を
与
え
ら
れ
る

神
聖
な
場
所
と
定
め
て
1
2
0
0
年
目
の
記
念
の
年
で
し
た
。
お
遍
路
さ
ん
（
巡
礼
者
）
の
数
を
正
確
に

把
握
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
年
間
約
8
万
人
と
も
言
わ
れ
、

近
年
は
外
国
人
の
歩
き
遍
路
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

2
0
0
6
年
に
は
「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
と
遍
路
道
」

の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
目
指
し
、
登
録
の
前
段
階

に
あ
た
る
暫
定
リ
ス
ト
入
り
に
向
け
た
共
同
提
案
書
を
文
化
庁

に
提
出
し
ま
し
た
。

　

選
定
結
果
は
、
リ
ス
ト
入
り
に
最
も
近
い
区
分
の
位
置
づ
け

で
し
た
が
、
一
方
で
、
寺
院
と
遍
路
道
の
大
半
が
文
化
財
と
し

て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
も
指
摘
が
あ
り
、

現
在
は
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
遍
路
道
へ
の
ご
み

の
不
法
投
棄
は
早
急
に
解
決
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
行
政
や
関

連
団
体
な
ど
が
連
携
し
、
登
録
に
向
け
た
取
り
組
み
が
続
い
て

い
ま
す
。
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す
で
に
、
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
（
熊
野
古
道
）
や
ス
ペ
イ
ン
に
あ
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ

ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
巡
礼
道
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

れ
ば
、
世
界
中
の
注
目
が
集
ま
り
、
内
外
か
ら
訪
れ
る
人
が
さ
ら
に
増
え
、
経
済
効
果
も
期
待
で
き
る
で

し
ょ
う
。
世
界
的
な
視
野
で
四
国
遍
路
の
持
つ
独
自
性
を
い
か
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
か
が
重
要
で
す
。

　

2
0
0
1
年
か
ら
「
四
国
八
十
八
ヶ
所
ヘ
ン
ロ
小
屋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

歩
き
お
遍
路
さ
ん
が
休
憩
・
仮
眠
で
き
る
小
屋
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
つ
く
っ
て
い
く
も
の
で
、
海
陽
町
出

身
の
建
築
家
、
歌う

た

一い
ち

洋よ
う

さ
ん
の
設
計
に
よ
り
、
一
つ
ひ
と
つ
テ
ー
マ
を
も
っ
た
個
性
的
で
お
し
ゃ
れ
な
デ

ザ
イ
ン
の
ヘ
ン
ロ
小
屋
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
（
目
標
89
棟
の
う
ち
、
2
0
2
0
年
3
月
時
点
で
57
棟

が
完
成
）
。

　

四
国
に
は
昔
か
ら
、
お
遍
路
さ
ん
を
お
接
待
す
る
と
い
う
生
活
文
化
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
お
遍
路
さ

ん
に
食
べ
物
や
飲
み
物
を
差
し
上
げ
た
り
、
宿
を
提
供
し
た
り
、
か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
お
接
待
す

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
い
こ
と
（
功く

徳ど
く

）
を
積
む
、
自
分
の
代
わ
り
に
お
参
り
を
託
す
、
と
い
う
意
味
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
遍
路
さ
ん
に
限
ら
ず
、
徳
島
、
四
国
を
訪
れ
る
人
に
、
お
も
て
な
し
の
気
持
ち
で
接
す
る
こ
と
、
そ

し
て
心
の
交
流
が
深
ま
り
、
行
っ
て
よ
か
っ
た
、
ま
た
訪
れ
て
み
た
い
と
い
う
人
が
増
え
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

　

ま
た
お
も
て
な
し
の
心
は
、
普
段
の
生
活
の
中
で
も
相
手
を
思
い
や
り
、
気
遣
う
気
持
ち
に
つ
な
が
り
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ま
す
。
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
一
人
ひ
と
り
が
お
接
待
文
化
か

ら
受
け
継
い
だ
お
も
て
な
し
精
神
を
持
ち
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

◉
若
者
を
惹ひ

き
つ
け
る
徳
島
発
ア
ニ
メ
文
化

　

徳
島
は
、
S
F
作
品
「
地て

球ら

へ
…
」
な
ど
で
有
名
な
竹
宮
恵
子
さ
ん
（
現
京
都
精
華
大
学
名
誉
教

授
・
2
0
2
0
年
度
徳
島
県
文
化
賞
）
や
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
大
ヒ
ッ
ト
し
、
2
0
2
0
年
に
リ

メ
イ
ク
版
も
配
信
さ
れ
た
「
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
原
作
者
柴さ

い

門も
ん

ふ
み
さ
ん
な
ど
の
有
名
な
漫
画
家

を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
徳
島
発
の
ア
ニ
メ
文
化
が
全
国
的
に
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
2
0
0
9
年
に
初
め
て
阿

波
お
ど
り
の
ア
ニ
メ
ポ
ス
タ
ー
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
非
売
品
だ
っ
た
た
め
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で

高
額
の
値
が
つ
き
、
驚
き
ま
し
た
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
し
た
の
が
、
「
ユ
ー
フ
ォ
ー
テ
ー
ブ
ル
」
と

い
う
東
京
に
本
社
の
あ
る
ア
ニ
メ
の
企
画
・
制
作
会
社
で
、
大
ヒ
ッ
ト
し
社
会
現
象
に
も
な
っ
た
「
鬼き

滅め
つ

の
刃や

い
ば

」
の
ほ
か
、
「
刀と

う

剣け
ん

乱ら
ん

舞ぶ

」
や
「F

フ
ェ
イ
ト

ate

」
、
「
お
へ
ん
ろ
」
な
ど
数
々
の
人
気
ア
ニ
メ
作
品
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
年
、
こ
の
会
社
（
近
藤
光
社
長
は
徳
島
県
出
身
）
が
徳
島
市
に
制
作
ス
タ
ジ
オ
を
開
設
し
た
の
を

き
っ
か
け
に
、
行
政
、
関
係
者
が
協
力
し
、
ア
ニ
メ
イ
ベ
ン
ト
「
マ
チ
★
ア
ソ
ビ
」
が
徳
島
市
の
中
心
市
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街
地
を
舞
台
に
始
ま
り
ま
し
た
。

　

最
近
は
、
毎
年
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
春
と
秋
に
開

催
さ
れ
、
1
回
あ
た
り
約
8
万
人
も
の
来
場
者
が
全

国
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
2
0
1
9
年
ま

で
に
の
べ
23
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
（
2
0
2
0

年
春
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
影
響
で
中
止
）
、

県
に
よ
る
と
、
2
0
1
7
年
秋
開
催
の
第
19
回

に
お
け
る
徳
島
県
内
へ
の
経
済
波
及
効
果
は
、
約

7
億
3
千
万
円
に
の
ぼ
る
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
徳
島
発
の
ア
ニ
メ
文
化
が
、
国
内

外
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

　

皆
さ
ん
は
、
徳
島
の
文
化
と
い
え
ば
何
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
か
?

　

ま
た
、
本
場
の
阿
波
お
ど
り
の
魅
力
を
県
外
の
人

に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ま
す
か
?

マチ★アソビ  ©徳島県
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