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上空から見た現在の夏期大学全景　据影　田中

信
濃
木
崎
夏
期
大
学
の

あ
ゆ
み
展
に
よ
せ
て

牛

越

　

　

充

平
成
元
年
五
月
新
装
成
っ
た
信
濃
木
崎
夏
期
大
学

の
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
｡

大
正
六
年
こ
の
地
に
全
国
で
は
じ
め
て
一
般
社
会

人
の
た
め
の
夏
期
大
学
が
創
設
さ
れ
て
以
来
､
ど
ん

な
苦
難
に
も
一
年
と
し
て
休
む
こ
と
を
-
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
来
た
伝
統
あ
る
大
学
で

あ
る
｡
そ
の
時
代
の
碩
学
を
ま
ね
き
'
湖
面
を
わ
た

る
涼
風
と
緑
漉
き
蝉
し
ぐ
れ
の
中
で
､
魅
力
あ
ふ
れ

る
学
閥
の
深
淵
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
は
受

講
し
た
者
の
等
し
く
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の

貴
重
を
勉
学
の
場
が
長
い
風
雪
の
問
に
危
機
に
顕
し

た
｡
と
り
お
け
こ
こ
十
年
末
の
建
物
の
い
た
み
は
日

を
お
お
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡

関
係
者
は
再
建
を
め
ざ
し
て
部
下
市
町
村
の
皆
さ

ん
､
全
国
の
理
解
あ
る
皆
さ
ん
に
協
力
を
お
願
い
し

た
｡
と
同
時
に
夏
期
大
学
を
一
層
ひ
ら
か
れ
た
研
修

の
場
と
し
て
い
-
考
え
も
発
表
し
今
後
の
方
向
と
し

た
｡
そ
れ
は
夏
期
の
大
挙
の
講
座
を
さ
ら
に
全
国
の

市
民
の
皆
さ
ん
に
理
解
あ
る
も
の
と
し
､
年
間
を
通

し
て
民
間
団
体
∴
呂
公
署
･
住
民
･
児
童
生
徒
の
研

修
講
習
の
甥
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
-
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
幸
い
'
多
く
の
方
々
の
ご
支
接
･
ご
協

力
に
よ
っ
て
建
物
の
修
築
が
か
な
い
再
出
発
の
機
を

見
た
の
で
あ
る
｡
関
係
者
一
同
深
ノ
＼
慰
謝
の
気
拝
を

表
わ
す
と
共
に
､
こ
の
開
か
れ
た
大
字
へ
の
決
意
を

具
現
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
｡

こ
の
た
び
市
民
は
じ
め
多
-
の
皆
さ
ん
に
夏
期
大

学
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
に
､
山
岳
博
物
館
に

お
い
て
大
字
所
蔵
の
廿
重
な
質
料
を
公
開
す
る
こ
と

は
､
私
共
の
願
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
｡

今
ま
で
も
全
国
各
地
か
ら
大
勢
の
受
講
者
が
あ
っ

た
｡
鳥
取
県
の
あ
る
女
性
受
講
者
は
｢
源
氏
物
語
の
秋

山
虔
先
生
と
い
え
ば
現
在
の
源
氏
物
語
研
究
の
第
一

人
者
で
し
ょ
う
｡
そ
の
先
生
に
じ
か
に
接
し
て
ね
話

を
き
は
る
と
は
､
な
ん
と
す
ぼ
ら
し
い
所
で
し
ょ
う

が
.
]
と
遠
く
か
ら
来
た
理
由
を
語
っ
た
｡
信
濃
木
崎

夏
期
大
字
は
得
雑
い
宝
の
山
で
あ
る
｡
.
人
で
も
多

-
の
方
に
来
堂
し
て
い
た
だ
き
､
喜
び
を
分
か
ち
合

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
｡

(
信
濃
木
崎
夏
期
大
草
事
務
所
長
)
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建築途中の信濃公望(大正6年7月)
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後顧新平歓迎茶話会(大正6年8印2日)
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諸師と受講生の湖上でのひととき(大厄10年)

鰭物博と山

信
濃
木
崎
夏
期
大
学
の

七
十
有
余
年
を
歩
む

創
設
の
と
き

信
濃
木
崎
夏
期
大
学
を
創
設
す
る
ま
で
の
経
過
に

つ
い
て
は
､
長
野
県
学
務
課
長
で
あ
り
創
立
協
議
会

の
委
員
長
で
あ
っ
た
佐
藤
貫
太
郎
の
｢
信
濃
通
俗
大

学
会
夏
期
大
学
部
経
過
｣
に
く
わ
し
い
｡
そ
れ
に
よ

っ
て
経
過
の
概
要
を
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

明
治
の
後
半
よ
り
青
年
に
対
す
る
近
代
日
給
,
?
の
啓

蒙
､
ま
た
教
員
の
欠
乏
を
補
充
す
る
た
め
の
講
習
会

が
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
こ
の

講
習
会
が
平
素
研
究
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
内
容

が
低
く
お
も
し
ろ
く
な
い
'
と
い
っ
て
一
般
の
人
に

は
難
し
す
ぎ
る
と
'
明
治
の
終
り
頃
よ
り
頓
挫
を
来

た
し
て
い
た
｡
む
し
ろ
､
学
問
に
熱
意
あ
る
人
を
県

下
の
拠
点
に
集
め
権
威
あ
る
講
習
を
開
き
'
そ
の
人

び
と
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
地
方
の
人
々
を
感
化
し
た

ら
ど
う
か
と
か
､
そ
の
人
々
に
よ
っ
て
信
州
に
大
学

を
つ
-
り
た
い
な
ど
の
論
が
出
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
講
習
会
改
革
運
動
を
す
す
め
た
人
々
の
中
に

ひ
･
t
.
･
へ
し
ー

児
童
文
学
者
で
当
時
の
陸
郷
北
小
学
校
長
平
林
広
大

が
い
た
｡
平
林
広
大
は
信
州
に
大
学
を
つ
-
る
た
め

に
と
り
あ
え
ず
信
濃
夏
期
大
学
を
つ
く
っ
た
ち
と
の

考
え
を
主
張
し
て
い
た
｡

一
方
こ
の
頃
､
高
等
教
育
の
地
方
普
及
化
を
唱
え

自
ら
｢
日
本
通
俗
大
学
会
｣
を
つ
く
り
活
動
し
て
い

l
<
.
'
]

た
人
に
内
務
大
臣
鉄
道
院
総
裁
の
後
藤
新
平
が
い
た
｡

た
ま
た
ま
大
正
五
年
夏
'
後
藤
新
平
が
県
下
各
地
を

講
演
し
歩
い
て
い
た
機
を
と
ら
え
､
平
林
広
大
や
諏

訪
出
身
で
東
京
高
等
師
範
教
諭
の
伊
藤
長
七
ら
が
接

触
を
は
か
り
へ
夏
期
大
学
創
設
の
具
体
策
を
提
示
し

荒
井
　
和
比
古

た
｡
後
藤
新
平
は
帰
京
し
て
す
ぐ
に
資
金
千
五
百
円

を
寄
附
し
た
上
､
先
の
文
部
次
官
で
民
間
教
育
運
動

ま
さ
た
ろ
ー
ノ

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
沢
柳
政
太
郎
､
東
京
帝
大
名

ま
さ
は
る

誉
教
授
で
法
学
博
士
加
藤
正
治
(
犀
水
)
ら
を
推
し
､

｢
信
濃
通
俗
大
学
会
｣
を
創
立
し
た
｡
当
初
夏
期
大

学
を
軽
井
沢
に
定
め
よ
う
と
し
た
が
用
地
を
ど
が
整

わ
ず
す
す
め
ら
れ
左
か
っ
た
｡
そ
の
反
面
北
安
曇
地

方
で
は
平
林
広
人
ら
に
共
鳴
す
る
校
長
達
が
木
崎
湖

畔
に
夏
期
講
習
の
場
を
つ
-
ろ
う
と
画
策
し
､
北
安

曇
郡
長
藤
根
新
太
郎
'
大
町
中
学
校
長
鈴
木
正
治
ら

も
そ
れ
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
た
｡

こ
の
こ
と
を
聞
い
た
実
業
家
で
松
本
大
町
問
に
信

濃
鉄
道
を
敷
い
た
今
井
五
介
は
､
木
崎
湖
畔
に
講
堂

と
寄
循
会
を
つ
-
り
夏
期
の
大
学
の
た
め
に
場
所
を

提
供
し
よ
う
と
申
し
出
た
｡
こ
う
し
た
人
々
の
熱
意

に
よ
っ
て
木
崎
湖
の
ほ
と
り
に
夏
期
大
学
を
実
現
さ

せ
る
め
ど
が
つ
き
､
大
正
六
年
三
月
｢
木
崎
夏
期
大

学
創
立
協
議
会
｣
が
松
本
で
開
か
れ
た
｡

夏
期
大
学
間
話
中
し
ば
し
ば
用
い
る
こ
と
ば
に

｢
天
の
時
･
地
の
利
･
人
の
和
｣
と
い
う
の
が
あ
る
｡

ま
さ
に
､
木
崎
夏
期
大
学
の
実
現
は
､
こ
の
三
者
が

見
事
融
合
し
た
天
の
配
剤
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
｡

発
展
充
実
の
と
き

第
一
回
の
開
講
を
八
月
一
日
に
決
め
て
敷
地
の
繋

地
作
業
に
入
っ
た
の
が
七
月
の
始
め
で
あ
る
｡
そ
れ

か
ら
一
カ
月
'
突
貫
工
事
で
一
一
百
名
の
受
講
者
を
収

容
す
る
大
講
堂
･
宿
舎
の
建
窪
が
成
さ
れ
た
｡
｢
講

堂
ハ
聞
口
上
土
間
奥
行
人
間
､
型
ラ
殿
堂
式
二
取
リ

廻
ラ
ス
ニ
一
間
ノ
廊
ト
ラ
以
テ
ス
｡
之
レ
二
命
シ
テ

｢
信
濃
公
望
｣
ト
称
ス
｡
寄
宿
舎
ハ
間
口
十
一
問
､

奥
行
三
間
ノ
二
階
建
ト
シ
､
室
ヲ
分
ツ
コ
上
人
｡
以

テ
生
徒
ノ
宿
舎
二
宛
ツ
｡
｣
開
講
式
の
朝
に
な
っ
て
完

成
を
見
た
と
い
う
｡

七
月
二
十
四
日
沢
柳
政
太
郎
の
名
で
夏
期
大
学
開

設
の
案
内
状
が
関
係
者
に
配
ら
れ
た
｡
あ
れ
せ
て
新

聞
･
雑
誌
に
広
告
が
の
せ
ら
れ
､
信
濃
鉄
道
も
割
引

す
る
な
ど
宣
伝
し
た
の
で
'
日
本
各
地
は
も
と
よ
り

遠
く
は
朝
鮮
･
ハ
ワ
イ
か
ら
ま
で
申
し
込
み
が
あ
っ

た
｡
記
録
に
よ
る
と
第
-
回
の
聴
講
者
は
六
百
二
十

条
名
と
あ
る
｡

講
師
は
信
濃
通
俗
大
学
会
の
評
議
員
会
で
大
筋
が

出
さ
れ
､
郡
長
を
事
跨
長
と
す
る
地
元
の
夏
期
大
字

役
員
と
相
談
し
て
決
め
ら
れ
た
｡
第
一
回
は
電
気
工

享
の
高
柳
兼
高
､
民
本
主
義
の

あ

カ

ま

↓

つ

の
間
中
阿
歌
麿
ら
が
い
る
｡
同
時
に
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1
い
そ
ー
I

野
齢
蔵
,
矢
沢
奨
露
と
日
本
山
岳
会
･
信
濃
山
岳

研
究
会
の
創
設
に
か
か
わ
っ
た
人
々
が
講
師
に
招
増

さ
れ
､
山
岳
関
係
の
講
座
に
力
が
入
れ
ら
れ
た
｡
同

時
に
､
受
講
者
に
よ
っ
て
目
撃
登
山
隊
が
絹
成
さ
れ
､

こ
れ
ら
講
師
の
指
導
の
も
と
実
地
講
読
が
行
わ
れ
た
｡

そ
の
他
木
崎
潮
を
利
用
し
て
の
水
泳
講
習
会
も
聞
か

れ
､
地
の
利
を
生
か
し
た
実
践
的
な
講
座
が
組
ま
れ

た
｡

経
過
報
告
書
に
｢
革
別
の
略
表
だ
充
分
の
計
画
を

な
す
能
は
ざ
る
も
漸
次
発
達
改
善
せ
し
め
'
他
日
の

大
成
を
期
せ
ん
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
第
二
回
､
第
三

回
と
年
窮
に
内
容
･
運
営
等
に
改
善
･
修
正
が
行
わ

れ
継
続
発
展
を
し
て
い
く
｡

そ
の
一
つ
は
寄
宿
舎
の
増
改
築
で
あ
る
｡
宿
泊
希

望
者
が
多
く
大
正
九
年
に
は
有
印
十
余
名
も
の
希
望

で
収
容
し
切
れ
ず
､
せ
ま
い
食
堂
で
の
食
事
も
三
国

ほ
ど
の
交
代
制
を
余
儀
な
,
､
さ
れ
る
程
で
あ
っ
た
｡

公
望
を
運
営
し
て
い
る
信
濃
鉄
道
で
は
､
寄
宿
舎
を

改
造
し
た
り
､
新
し
い
宿
舎
を
造
る
な
ど
対
応
し
た

_

_

ー

い

々

お

が
､
ま
た
不
足
の
と
き
は
湖
畔
の
旅
館
や
地
元
稲
尾

地
区
の
民
家
を
算
り
る
と
い
う
暮
況
で
あ
っ
た
｡

ま
た
､
大
正
七
年
に
は
木
崎
湖
の
西
瑞
に
講
師
の

わ

く

し

･

乙

'

.

-

た
め
の
別
荘
が
九
戸
建
て
ら
れ
､
掌
･
詣
利
と
呼
ば
れ

え
い
し

た
∵
蒜
大
字
関
係
の
青
柳
栄
司
､
荒
木
嚢
露
ら

謙
師
が
利
用
し
､
朝
娩
潮
水
を
和
好
で
棚
断
し
講
義

に
出
か
け
た
｡

こ
の
時
期
､
皇
族
の
方
々
が
登
山
の
つ
い
で
に
次

次
に
夏
期
大
草
を
視
察
さ
れ
､
そ
の
時
の
話
合
の
楯

樹
高
野
横
が
今
大
き
/
＼
夫
子
の
周
辺
に
育
っ
て
い
る
ー
し

昭
和
の
初
め
頃
の
様
子
を
当
時
の
聴
講
生
の
一
人

は
｢
あ
の
広
い
信
濃
公
望
に
聴
講
者
は
あ
ふ
れ
､
つ
い

に
は
廊
下
に
座
し
て
聞
く
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た
o
J

と
語
っ
て
い
る
｡
昭
和
巳
年
に
は
受
講
を
お
二
と
わ

り
す
る
事
態
も
あ
っ
た
と
い
う
｢

運
営
面
も
変
っ
て
ゆ
/
､
《
し
大
正
上
五
年
'
今
ま
で

運
営
の
事
務
局
で
あ
っ
た
郡
役
所
が
廃
止
さ
れ
る
の

に
と
も
な
い
'
そ
の
仕
事
が
北
安
曇
教
育
会
に
移
さ

れ
た
｡
ま
た
建
物
の
維
持
管
理
に
あ
た
っ
て
来
た
信

濃
鉄
道
が
､
昭
和
十
二
年
国
有
鉄
道
に
移
管
さ
れ
る

こ
と
に
在
り
､
信
濃
公
堂
や
寄
楕
令
は
大
町
と
乎
村

共
同
の
財
擢
組
合
に
無
償
で
供
与
さ
れ
た
｡

こ
の
膿
況
期
の
講
師
の
中
で
特
に
著
名
な
人
を
あ

･

I

-

●

-

1

一

/

｣

-

,

げ
る
左
ら
ば
､
考
え
る
数
学
の
創
始
者
蕗
森
良
蔵
､

と

し

ヽ

-

西
洋
史
掌
の
今
井
登
志
喜
､
『
貧
乏
物
語
』
の
河
上

追
.
)
I
.
B
l

肇
言
草
論
S
:
仕
様
緯
ん
､
ヘ
ス
タ
ロ
ノ
チ
研
究
の
長

あ
ら
′
-

田
新
､
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
狛
白
の
哲
学
を
ひ
ら
い
た
出

-

(

÷

-

一

′

1

.

)

藍
聖
者
古
人
雑
字
音
鳥
富
農
､
『
風
圭
の
著

-

J

つ

ろ

ー

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

ー

･

=

だ

'

つ

,

者
和
辻
哲
郎
､
タ
ン
パ
ク
質
研
究
の
鈴
木
梅
太
郎
'

上

し

ィ

?

っ

士

,

､

白
樺
派
の
作
家
長
与
普
邸
へ
イ
ン
ド
哲
子
の
宇
井
伸

し

(

.

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

ノ

､

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

さ

J

L

で

寿
､
園
文
字
者
藤
村
作
'
源
氏
物
語
の
島
津
久
塞
､

契
沖
研
究
の
久
松
.
.
g
t
雪
,
地
理
掌
の
田
中
啓
繭
､
地

も

と

の

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

ら

の

-

白

球
物
理
享
の
松
山
暮
範
､
平
家
物
語
の
高
木
轟
之
的

+

'

カ

,

へ

'

､

-

)

P

i

つ

枕
草
子
の
池
田
亀
鑑
､
神
代
史
研
究
の
津
田
左
右
吉

⊥
し
l

原
子
物
理
享
の
父
仁
科
芳
雄
を
ど
が
あ
る
.
.

こ
と
に
聴
講
生
を
集
め
た
の
は
､
昭
和
の
始
め
東

京
帝
大
で
人
気
の
高
か
っ
た
賂
村
作
､
辻
村
太
郎
の

講
座
で
あ
る
｡
こ
の
二
人
の
講
柄
の
来
生
は
上
回
を

超
え
､
毎
年
受
講
者
に
待
た
れ
る
人
と
な
っ
た
｡

困
難
を
の
り
三
み
て

夏
期
大
字
の
運
営
は
通
俗
大
半
会
の
塞
金
の
利
子

と
､
県
及
び
部
下
市
町
村
の
助
成
金
で
賄
っ
て
来
た
､
､

し
た
が
っ
て
昭
和
初
期
の
不
況
は
低
金
利
を
よ
び
､

基
金
の
利
子
を
減
少
さ
せ
た
は
か
り
が
､
昭
和
上
年

に
は
螺
補
助
金
も
中
断
'
町
村
の
助
成
金
も
滞
る
状

況
で
あ
っ
た
.
以
来
､
理
事
等
運
営
に
あ
た
る
人
は

預
金
の
調
達
が
頭
痛
の
種
で
あ
っ
た
｡

太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
昭
和
上
六
年
､
実
妹
県

よ
り
　
｢
時
局
に
鑑
み
県
外
の
教
職
員
や
子
牛
の
講
習

会
へ
の
参
加
を
禁
ず
る
｣
旨
の
通
牒
が
発
せ
ら
れ
た
(
.

関
係
者
が
協
議
の
上
｢
一
切
を
休
講
と
す
る
に
は
歴

史
と
伝
統
の
薫
義
に
顧
み
て
忍
び
さ
る
｣
と
'
窮
‥

都
の
み
二
日
間
を
開
講
し
､
辛
う
じ
て
大
字
を
継
続

し
た
｡詑

十
七
年
､
信
濃
公
望
は
県
の
健
民
修
練
道
揚
と

し
て
接
収
さ
れ
大
字
の
岡
講
が
い
よ
い
よ
難
し
く
な

っ
た
｡
し
か
し
関
係
者
の
煮
詰
は
か
た
,
＼
大
町
国

民
字
校
の
講
堂
を
借
り
て
開
講
す
る
こ
と
に
し
た
｡

講
座
も
縮
少
さ
れ
､
こ
の
状
態
は
昭
和
二
十
年
ま
で

続
-
｡
敗
戦
の
年
の
八
月
は
戦
局
ま
さ
に
急
を
告
げ

て
い
た
が
ー
･
.
部
ま
で
を
復
活
､
八
月
八
日
よ
り
十
二

日
ま
で
六
日
開
聞
講
し
た
｡
終
戦
の
詔
勅
の
下
っ
た

の
は
閉
講
の
二
日
後
で
あ
る
｡

戦
後
は
食
糧
難
が
開
講
を
湾
か
し
た
｡
昭
和
二
十

一
年
は
剣
玉
二
十
周
年
の
年
で
あ
っ
た
｡
受
講
者
は

米
･
昧
酷
･
野
菜
か
ら
食
器
･
寝
具
ま
で
背
負
っ
て

参
刺
し
た
｡
こ
う
し
た
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
年

の
受
講
生
は
六
有
名
を
超
え
て
い
る
｡

戦
後
敦
青
の
六
三
制
実
施
で
教
員
が
不
定
し
た
の

で
夏
期
夫
子
は
免
許
取
得
の
講
評
の
場
と
な
っ
た
｡

そ
の
た
め
県
の
補
助
金
が
復
活
し
関
係
箸
は
息
を
つ

い
た
(
÷
)
う
し
た
時
期
の
署
名
左
端
師
と
し
て
ま
､

-

∴

､

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

い

○

日
本
思
想
史
の
村
岡
典
削
､
国
語
享
著
西
桂
実
､
ヘ

リ

r

_

I

,

ゆ

ー

ー

ヽ

-

ら

ー
ゲ
ル
研
究
の
務
台
理
作
､
万
葉
集
の
武
田
福
吉
､

'

,

へ

÷

,

.

)

I

.

 

-

,

理
重
度
で
あ
り
東
洋
史
子
著
で
あ
る
中
山
久
四
郎
､

し

､

.

,

.

め

,

-

か

農
業
経
済
の
東
畑
精
∵
フ
ラ
ン
ス
文
章
の
辰
野
隆
'

し

し

-

ト

し

よ

さ

恋
法
享
有
宮
沢
俊
義
'
日
本
政
治
思
想
史
の
丸
山
典

L

し

点

-

へ

㌔

男
､
英
文
享
の
中
野
好
夫
､
西
洋
史
享
の
帯
川
堅
太

÷

ー

ム

ヽ

こ

ら

⊥

_

し

ら

郎
'
細
噂
享
の
湯
浅
明
､
文
芸
評
論
家
臼
井
吉
見
､

(

レ

･

つ

し

し

し

,

‥

地
塞
子
の
河
角
鷹
､
中
国
文
章
の
竹
向
好
､
国
語
享

く

し

一

r

]

著
時
枝
誠
記
な
ど
が
い
る
｡

な
か
で
も
湯
浅
明
は
地
元
の
半
音
と
し
て
人
を
集

め
'
長
野
降
は
そ
の
天
衣
垂
線
を
弁
舌
と
梅
軒
あ
ふ

れ
る
講
義
で
聴
講
者
を
魅
了
し
た
｡

こ
う
し
て
困
難
を
の
り
こ
え
た
木
崎
夏
期
太
宰
は
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新公望(昭和59年)

昭
和
二
十
五
年
｢
教
育
の
進
展
学
術
文
化
の
向
上
に

貢
献
す
る
こ
と
極
め
て
顕
著
｣
と
い
う
こ
と
で
､
県

教
育
委
員
会
よ
り
表
彰
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
昭
和
四
十

年
に
は
｢
長
野
県
文
化
の
向
上
に
貢
献
し
た
｣
こ
と

で
信
毎
文
化
常
を
受
指
し
た
｡

再
建
へ
の
道

昭
和
四
十
年
頃
か
ら
信
濃
公
堂
と
附
属
施
設
の
老

朽
化
が
目
立
ち
修
復
の
こ
と
が
問
題
と
在
っ
て
き
た
｡

運
営
費
用
も
困
難
を
と
こ
ろ
へ
修
理
ま
で
も
加
わ
り
､

運
営
に
あ
た
る
者
の
苦
し
み
は
ふ
え
た
｡
運
営
基
金

は
昭
和
四
十
一
年
の
五
十
周
年
､
十
年
後
の
六
十
周

年
と
二
度
に
わ
た
っ
て
募
金
活
動
を
行
い
､
多
く
の

方
々
の
協
力
を
い
た
だ
い
て
目
標
額
以
上
の
達
成
を

見
､
講
座
の
運
営
が
な
さ
れ
た
｡
し
か
し
建
物
の
修

復
ま
で
に
は
手
が
ま
わ
り
か
ね
て
い
た
｡

昭
和
五
十
年
､
豪
雪
の
た
め
信
濃
公
堂
の
天
井
が

落
ち
事
務
所
玄
関
が
押
し
っ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
被
害

に
あ
っ
た
｡
建
物
の
管
理
者
で
あ
る
大
町
市
は
困
難

を
財
政
の
中
を
復
旧
工
事
に
あ
た
っ
た
｡
し
か
し
'

翌
五
十
一
年
､
専
門
家
に
よ
っ
て
｢
危
険
に
つ
き
使

用
を
禁
止
す
る
｣
と
の
診
断
が
下
さ
れ
へ
大
学
の
維

持
は
再
度
難
関
に
立
た
さ
れ
た
｡
関
係
者
が
協
議
の

す

c

カ

上
応
急
の
措
置
と
し
て
建
物
に
筋
交
い
棒
を
入
れ
､

何
と
か
そ
の
年
の
六
十
周
年
の
式
典
と
講
座
を
終
了

さ
せ
た
｡

早
急
に
大
学
の
建
物
を
再
建
し
を
く
で
は
在
ら
な

い
､
と
の
焦
眉
の
急
を
要
す
る
課
題
に
当
時
の
理
事

や
地
元
の
役
員
は
悩
ん
だ
｡
そ
し
て
昭
和
五
十
五
年

大
学
運
営
に
関
係
し
た
先
輩
校
長
た
ち
に
よ
っ
て

｢
木
崎
夏
期
大
字
振
興
会
｣
が
つ
く
ら
れ
､
さ
ら
に

は
各
種
団
体
や
大
半
に
理
解
を
示
す
政
治
家
も
加
わ

っ
て
｢
信
濃
木
崎
夏
期
大
学
を
再
建
す
る
会
｣
が
結

成
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
会
は
再
建
す
る
た
め
の
蹟
用

と
し
て
三
億
円
を
目
標
に
募
金
活
動
を
は
じ
め
た
｡

全
国
の
固
体
･
企
業
等
に
応
援
を
求
め
､
国
･
県

の
助
成
を
求
め
た
が
募
金
は
関
係
者
の
大
変
を
努
力

を
要
し
た
｡
北
安
粟
の
先
生
方
も
無
利
子
融
資
を
し

て
資
金
掘
出
に
協
力
し
た
｡
当
時
そ
の
衝
の
中
心
に

だ
か
ー
は

あ
っ
た
池
上
隆
祐
理
事
長
は
そ
の
時
の
気
指
を
｢
大

事
を
成
さ
ん
と
す
る
も
の
は
あ
せ
る
べ
か
ら
ず
へ
た

ば
る
べ
か
ら
す
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

そ
の
結
果
､
昭
和
五
十
六
年
夏
期
大
字
の
敷
地
を

取
得
し
､
五
十
九
年
に
は
大
学
の
北
側
に
騎
車
場
が

つ
く
ら
れ
､
同
時
に
大
正
六
年
か
ら
の
信
濃
公
望
が

と
り
こ
か
さ
れ
当
初
の
形
を
で
き
る
だ
け
残
し
て
新

し
い
信
濃
公
望
が
誕
生
し
た
｡
引
き
続
い
て
昭
利
六

十
年
､
附
属
し
て
い
た
寄
宿
舎
が
と
り
こ
わ
さ
れ
､

平
成
元
年
新
し
く
附
属
資
料
館
と
し
て
生
ま
れ
か
お

っ
た
｡
池
上
隆
補
は
信
濃
公
堂
の
建
て
か
え
ら
れ
た

翌
々
年
､
七
十
周
年
託
念
を
目
前
に
し
て
逝
去
さ
れ
､

ひ
ろ
つ
,
＼

そ
の
あ
と
白
木
博
次
が
理
事
長
を
継
い
た
｡
平
成
元

年
五
月
の
竣
工
式
に
お
い
て
白
木
博
次
は
｢
皆
の
努

力
で
信
濃
木
崎
夏
期
大
学
が
当
初
の
姿
に
も
ど
っ
た
｡

講
師
と
受
講
者
が
湛
食
を
共
に
し
ひ
ざ
を
交
え
て
学

べ
る
全
国
唯
一
の
大
学
で
あ
る
｡
建
学
の
精
神
に
た

ち
か
え
っ
て
理
想
を
つ
ら
ぬ
き
た
い
｣
と
挨
拶
を
さ

れ
た
｡こ

の
頃
の
講
師
の
中
に
は
講
師
謝
礼
を
そ
の
ま
ま

｢
再
建
に
お
使
い
下
さ
い
｣
と
も
ど
さ
れ
る
方
も
あ

り
頭
の
下
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
講
師
の
面
々
を
見

た
り
し

る
と
､
日
本
学
の
創
始
者
梅
原
猛
'
イ
ン
ド
思
想
論

は

c

め

さ

人

L

の
中
村
元
､
進
化
論
の
今
西
錦
司
､
大
脳
生
理
学
の

と

し

ひ

'

I

す

手

む

晴
美
利
彦
､
日
本
語
の
起
源
を
さ
ぐ
る
大
野
晋
'
英

し
ゅ
ん
r
'
)
バ
ろ
う

文
学
者
西
脇
順
一
-
垂
唐
詩
の
吉
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数
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俊
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孝
の
白
木
博
次
､
江
戸
文

L
J
い
し

学
の
填
補
二
ら
が
い
る
｡

こ
よ
な
く
夏
期
大
学
を
愛
さ
れ
た
中
村
自
棄
は
'

｢
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
｣
の
講
話
を
最
後
に
そ

の
場
で
倒
れ
､
昭
和
四
十
九
年
そ
の
ま
ま
息
を
ひ
き

と
っ
た
｡
そ
の
劇
的
を
死
に
対
し
関
係
者
は
大
町
市

に
白
楽
の
碑
を
た
て
忘
れ
難
い
も
の
に
し
た
｡
ま
た

五
味
即
実
の
流
調
を
万
葉
の
朗
読
は
聴
衆
を
魅
了
し
､

そ
の
講
座
は
.
千
回
余
続
い
て
を
お
飽
き
な
か
っ
た
｡

現
在
の
講
師
も
そ
れ
ぞ
れ
魅
力
あ
る
講
座
を
続
け
ら

れ
'
受
講
者
の
多
く
は
来
夏
を
待
ち
望
ん
で
い
る
｡

(
北
妾
基
数
寄
合
理
事
)

※
文
中
､
敬
称
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
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