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お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に

多
く
の
皆
様
に
神
奈
川
県
内
に

来
て
い
た
だ
き
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
を
頂
け

ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本

日
ご
参
集
の
神
奈
川
県
内
の
造

園
人
の
皆
様
の
素
晴
ら
し
い
実

力
と
、
ま
た
こ
う
い
う
交
流
を

通
し
て
、
本
当
に
風
通
し
の
よ

い
協
力
関
係
が
あ
る
こ
と
が
成

功
に
導
け
た
大
き
な
要
因
だ
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
点
に
つ

き
ま
し
て
こ
の
場
を
お
借
り
し

て
、
感
謝
を
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
篠
宮
様
の
ご
臨
席

を
賜
り
、
現
場
の
植
栽
の
見

学
や
式
典
の
行
事
に
神
奈
川
県

知
事
を
は
じ
め
県
の
皆
様
に
も

事
務
局
の
運
営
も
し
て
い
た
だ

き
、
大
変
お
喜
び
い
た
だ
き
ま

し
て
記
念
植
樹
等
の
事
業
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を

含
め
ま
し
て
県
の
皆
様
方
に
も

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
の
こ
の
場
で
、
県
の
議

会
の
皆
様
に
も
Ｐ
Ｒ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
と
き
に
は
準
備
の
段

階
で
ビ
ク
ビ
ク
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
６
０
０
万
人
も
の
方
に

喜
ん
で
終
わ
ら
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
を
、
本
当
に
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
の
言

葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

り
ま
す
の
で
、皆
様
方
の
知
識
・

技
術
を
大
い
に
発
揮
し
て
い
た

だ
い
て
、
神
奈
川
の
素
晴
ら
し

い
環
境
を
、
皆
様
の
お
力
で
お

作
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
緑
化
フ
ェ
ア

実
行
委
員
会
も
無
事
解
散
い
た

し
ま
し
て
、
冒
頭
会
長
様
よ
り

　

造
園
業
界
も
他
の
建
設
業
に

比
べ
て
も
芳
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
点
を
し
っ
か
り
と
心

に
刻
み
な
が
ら
、
ど
う
し
た
ら

造
園
業
界
に
若
い
人
材
が
入
っ

て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

皆
様
方
の
厳
し
い
ご
意
見
を
頂

き
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
こ
と
を
お

誓
い
申
し
上
げ
て
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

先
程
、
小
山
会
長
か
ら
お
話

し
が
あ
り
ま
し
た
、
全
国
都
市

緑
化
よ
こ
は
ま
フ
ェ
ア
は
、
素

晴
ら
し
い
緑
化
フ
ェ
ア
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
の
緑
化
フ
ェ
ア

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
が
、

神
奈
川
の
緑
を
考
え
ま
す
時

に
、
移
植
や
設
計
、
さ
ら
に
は

国
際
的
な
視
野
で
図
面
に
落
と

し
て
神
奈
川
を
お
作
り
い
た
だ

い
て
い
る
方
々
、
そ
し
て
行
政

の
方
々
、
ま
た
、
現
場
を
携
え

て
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
、
皆

様
の
お
力
に
よ
っ
て
神
奈
川
の

素
晴
ら
し
い
環
境
、
緑
が
で
き

て
い
る
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

今
年
は
、
明
治
１
５
０
年
を

記
念
し
て
、
大
磯
に
あ
る
伊
藤

博
文
総
理
の
邸
宅
庭
園
を
は
じ

め
多
く
の
著
名
人
の
邸
宅
庭
園

を
一
大
拠
点
と
し
て
、
あ
の
素

晴
ら
し
い
遺
訓
・
偉
業
を
後
世

に
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
構
想

が
で
き
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

も
大
事
で
す
。
全
部
が
一
体
と

な
っ
て
主
役
に
な
る
の
で
す
。
そ

れ
を
国
連
も
進
め
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
。

　

そ
ん
な
中
で
こ
の
造
園
が
持
つ

力
、
花
の
持
つ
力
と
い
っ
た
も
の

を
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
言
う
捉
え
方
を

し
た
と
き
に
、
新
た
な
価
値
が
見

え
て
く
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
今
年
の

大
き
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
な
が
ら

素
晴
ら
し
い
神
奈
川
づ
く
り
を
皆

さ
ん
と
共
に
や
り
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
一
年
間
造
園
業
界
の
皆

様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

建
設
業
を
営
ん
で
お
ら
れ
る

あ
る
先
輩
方
か
ら
「
働
き
方
改

革
は
い
い
が
、
そ
れ
を
や
っ
た

ら
う
ち
の
職
人
は
居
な
く
な
っ

て
し
ま
う
」
土
日
休
み
、
祭
日

休
み
、
雨
降
っ
た
ら
休
み
。
建

設
業
界
は
な
か
な
か
そ
こ
ま
で

は
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

に
邸
園
等
の
改
修
を
行
い
、
観
光

の
拠
点
と
す
る
事
業
が
計
画
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
中
で
、
ま
さ
に
皆

様
の
お
力
を
お
借
り
し
て
見
事
な

公
園
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
を
、

お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

最
近
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・
デ
ベ

ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・
ゴ
ー
ル
ズ
（
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
）
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞

き
ま
す
。
こ
れ
は
国
連
が
定
め
た

持
続
可
能
な
目
標
数
字
で
あ
り
ま

す
。
持
続
可
能
に
す
る
に
は
何
が

大
事
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野

が
融
合
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
我
々
が
ず
っ
と
言
っ
て
き
た

「
命
輝
く
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

と
全
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
命
輝

く
た
め
に
は
企
業
だ
け
が
重
視
で

よ
い
の
か
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

環
境
も
大
事
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
大
事
で
す
。
食
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神奈川造園人　賀詞交換会開催
　

神
奈
川
県
内
の
造
園
・
緑
地
整
備
に
携
わ
る
業
界
人
や
行
政

関
係
者
百
七
十
名
が
参
加
し
「
神
奈
川
造
園
人
賀
詞
交
換
会
」

が
一
月
九
日
、
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ
ハ
マ
で
開
か
れ
た
。

　

冒
頭
、
世
話
人
を
代
表
し
て
小
山
神
奈
川
県
造
園
業
協
会
会

長
の
挨
拶
に
続
き
、
持
田
文
男
神
奈
川
県
議
会
自
民
党
み
ど
り

の
会
会
長
よ
り
力
強
い
励
ま
し
の
言
葉
を
頂
き
、
次
に
横
浜
市

環
境
創
造
局
中
野
事
務
局
長
よ
り
全
国
都
市
緑
化
よ
こ
は
ま

フ
ェ
ア
開
催
の
協
力
に
よ
る
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

続
い
て
、
佐
藤
光
神
奈
川
県
議
会
議
長
の
祝
辞
に
続
き
、
黒

岩
祐
治
神
奈
川
県
知
事
よ
り
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
、
平
野
浩
一
神

奈
川
県
公
園
協
会
理
事
長
の
乾
杯
の
発
声
後
懇
談
に
移
り
、
今

年
一
年
の
期
待
と
近
況
が
語
ら
れ
和
や
か
に
懇
談
が
深
ま
り
ま

し
た
。

神
奈
川
県
知
事　

黒 

岩
　
祐 

治

 

神
奈
川
県
議
会

　
　
自
民
党
み
ど
り
の
会

会
長　

持
田
　
文
男

 

神
奈
川
県
議
会

議
長
　
佐
藤 

　
光

　
横
浜
市
環
境
創
造
局
　

　
　
全
国
都
市
緑
化
よ
こ
は
ま
フ
ェ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
行
委
員
会

 

事
務
局
長　

中
野
　
　
創 

神奈川県議会自民党みどりの会　
会長 持田文男 並びにみどりの会の皆様

神奈川県公園協会
理事長　平野 浩一

　

神
奈
川
造
園
人
の
賀
詞
交
換
会

が
こ
の
様
に
盛
大
に
行
わ
れ
、
誠

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
開
催
さ
れ
ま
し
た
、
全
国

都
市
緑
化
よ
こ
は
ま
フ
ェ
ア
で

は
、
横
浜
全
体
が
緑
と
花
に
覆
わ

れ
、
人
を
引
き
付
け
る
マ
グ
ネ
ッ

ト
論
に
似
た
も
の
を
生
々
し
く
感

じ
ま
し
た
。

　

私
は
、
横
浜
、
箱
根
、
鎌
倉
に

次
ぐ
観
光
地
確
保
に
努
め
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
国
が
明

治
１
５
０
年
を
記
念
し
て
、
大
磯

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
ま
で
二

年
余
り
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
立
派
な
緑
を
創
る
に
は
一

年
二
年
前
か
ら
進
め
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
今
年
か
ら
し
っ

か
り
そ
う
し
た
準
備
を
詰
め
な

く
て
は
い
け
な
い
。

　

そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
街
路

樹
剪
定
士
と
い
う
素
晴
ら
し
い

技
術
を
生
か
し
て
い
た
だ
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。
同
じ
予
算
で
同

じ
見
積
も
り
で
、
皆
様
方
の
技

術
を
大
き
く
生
か
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
こ
と
が
な
に
よ
り

も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
我
々
自
民
党
み
ど
り

の
会
49
会
員
、
一
生
懸
命
環
境

創
り
に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
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の
長
年
の
経
験
に
基
づ
く
お
話

し
は
、
私
に
と
っ
て
他
で
は
聞

く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
体

験
と
な
り
ま
し
た
。
失
敗
を
恐

れ
ず
に
幅
広
く
、
多
く
の
経
験

の
積
み
重
ね
る
こ
と
が
、
い
つ

か
自
分
を
成
長
さ
せ
る
も
の
だ

と
信
じ
今
後
の
仕
事
に
つ
な
げ

て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

事
務
局
の
皆
様
、
講
師
の
先

生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

◆
一
級
受
講
生
　

森
　
能
智

　

は
じ
め
に
、
造
園
技
能
士

コ
ー
ス
を
開
催
頂
い
た
神
奈
川

県
造
園
業
協
会
及
び
講
師
の
皆

様
、
受
講
を
勧
め
て
く
れ
た
会

社
の
上
司
と
同
僚
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

講
師
の
先
生
方
の
造
園
歴
を

集
計
す
れ
ば
二
百
年
を
優
に
超

え
る
で
し
ょ
う
。
一
個
人
で
は

絶
対
に
不
可
能
な
履
歴
を
お
持

ち
の
方
々
に
よ
る
、
個
々
の
経

験
に
基
づ
い
た
テ
キ
ス
ト
に

載
っ
て
い
な
い
話
は
大
変
貴
重

な
も
の
で
、
講
義
ノ
ー
ト
は
私

の
宝
物
と
な
り
ま
し
た
。
振
り

返
れ
ば
す
べ
て
の
講
義
に
お
い

て
毎
回
新
し
い
驚
き
を
受
け
た

の
は
、
私
の
無
知
だ
け
が
理
由

で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

造
園
業
は
経
験
工
学
で
あ

り
、
植
物
学
も
未
知
の
部
分
が

多
い
と
も
ご
教
示
頂
き
ま
し

た
。
見
方
を
変
え
れ
ば
造
園
業

に
は
可
能
性
に
満
ち
溢
れ
る
分

野
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
の
で
は
無
い
で
し
ょ
う

か
。
諸
先
輩
か
ら
受
け
継
い
だ

技
能
に
今
回
の
講
義
で
授
か
っ

た
新
た
な
知
識
を
上
乗
せ
で
き

た
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
の
仕
事

に
必
ず
役
立
て
た
い
と
思
い
ま

す
。

◆
二
級
受
講
生
　

蒲
　
成
美

　

こ
の
度
は
造
園
技
能
士
コ
ー

ス
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
初
は
期
待
と
不
安
で
い
っ
ぱ

い
で
し
た
が
、
造
園
業
界
で
ご

活
躍
さ
れ
て
い
る
講
師
の
先
生

方
の
お
話
は
、
こ
れ
か
ら
受
け

る
検
定
試
験
だ
け
で
な
く
今
後

の
仕
事
や
人
生
の
為
に
な
る
、

大
変
貴
重
な
お
話
し
で
し
た
。

た
く
さ
ん
の
事
を
学
ば
せ
て
い

た
だ
き
、
有
意
義
な
時
間
を
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

事
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
先

生
方
、そ
し
て
事
務
局
の
皆
様
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

◆
二
級
受
講
生

栗
田
　
昌
佳

　

造
園
技
能
を
目
指
す
と
い

う
、
同
じ
目
的
意
識
を
持
っ
た

集
団
の
中
で
自
己
の
研
鑽
と
知

識
の
再
確
認
を
優
れ
た
先
生
達

の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
も
交
え

て
、
毎
週
繰
り
返
し
積
み
重
ね

ら
れ
た
の
は
、
こ
の
業
界
に
足

を
踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
私
の

様
な
若
輩
者
に
は
誠
に
幸
甚
で

あ
っ
た
と
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。
年
々
歳
歳
花
相
似
た
り
と

は
も
う
し
ま
す
が
、
花
も
ん
も

皆
芽
を
出
し
花
を
咲
か
せ
ん
と

志
し
は
等
し
く
あ
わ
ば
、
私
も

こ
の
コ
ー
ス
で
学
ん
だ
こ
と
を

肥
や
し
と
し
て
、
咲
く
こ
と
が

で
き
た
花
が
決
し
て
あ
き
ら
め

な
か
っ
た
様
に
努
力
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
二
級
受
講
生

内
田
　
雅
之

　

秋
も
深
ま
る
10
月
よ
り
早
四

カ
月
、
寒
い
季
節
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
先
生
方
の
熱
い
お
話

に
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
こ
と
し

ば
し
、
教
科
書
の
何
倍
も
の
事

を
ご
教
授
頂
き
ま
し
た
。
様
々

な
事
柄
を
新
し
く
勉
強
す
る
必

要
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
選
ん

だ
造
園
の
お
仕
事
な
の
で
す

が
、
改
め
て
そ
の
広
さ
、
深
さ

を
思
い
知
り
、
改
め
て
更
な
る

向
上
を
目
指
す
自
覚
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
講
師
の
先
生
方
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
協
会
の
皆
様
に
は
お
手
を

お
か
け
す
る
事
も
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の

皆
様
お
騒
が
せ
し
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
講
習
会
の
事
を
教
え

て
頂
い
た
先
生
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
大
変
有
意
義
な

時
間
を
頂
戴
で
き
た
事
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

た
。　

　

造
園
技
能
士
に
な
る
た
め
に

は
、
数
多
く
の
専
門
用
語
を
理

解
し
覚
え
、
そ
れ
を
更
に
実
際

の
施
工
の
内
容
に
反
映
さ
せ
な

い
と
い
け
な
い
こ
と
を
痛
感
し

ま
し
た
。

　

今
後
、
仕
事
を
す
る
上
で
、

本
講
習
で
培
っ
た
知
識
を
持
っ

て
、
日
々
研
鑽
と
経
験
を
積
ん

で
、
技
術
と
技
能
を
向
上
さ
せ

て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

講
師
の
先
生
方
、
造
園
業
協

会
の
皆
様
、
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

◆
一
級
受
講
生

原
　
康
弘

　

約
10
年
程
前
に
3
級
を
取
得

し
、
次
は
1
級
に
挑
戦
し
よ
う

と
思
い
受
講
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
特
定
し
た
維
持
管
理
は
長

く
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
ま

で
意
識
が
低
く
、
論
理
的
に
考

え
て
や
る
と
い
う
よ
り
は
、
感

覚
的
に
作
業
を
行
っ
て
き
て
し

ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
、

多
く
の
講
師
の
先
生
方
の
授
業

を
受
け
さ
せ
て
頂
き
、
テ
キ
ス

ト
の
内
容
に
あ
る
基
礎
的
な
知

識
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
先
生

（
土
）
に
行
わ
れ
、
受
講
生
6

名
に
修
了
証
書
が
渡
さ
れ
た
。

◆
一
級
受
講
生

四
十
宮
　
隆
俊

　

こ
の
度
は
、「
造
園
技
能
士

コ
ー
ス
」
を
受
講
さ
せ
て
頂
き

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講
師

の
先
生
方
の
豊
富
な
知
識
や
経

験
を
お
話
し
い
た
だ
き
、
造
園

の
奥
深
さ
と
魅
力
を
感
じ
ま
し

　

平
成
29
年
度
の
「
普
通
職
業

訓
練
短
期
過
程
造
園
技
能
士

（
1
・
2
級
）
コ
ー
ス
が
修
了

し
た
。

　

昨
年
の
十
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
毎
週
土
曜
日
15
日
間
の

１
０
２
時
間
を
か
け
た
講
習
会

は
、
職
業
能
力
促
進
法
に
基
づ

き
、「
よ
り
高
度
の
技
術
を
習

得
」
し
「
そ
の
職
業
に
必
要
な

技
能
を
補
完
」
す
る
こ
と
を
目

的
と
さ
れ
て
い
る
。

　

協
会
会
議
室
で
開
催
さ
れ
、

1
級
3
名
、
2
級
3
名
が
受
講

し
た
。
修
了
式
が
2
月
24
日

造
園
技
能
士
コ
ー
ス
を
終
え
て

内藤委員長　挨拶 １級修了証交付

２級修了証交付 神奈川県職業能力開発協会会長賞授与

（一社）神奈川県造園業協会会長賞授与 修了生答辞

冨田講師より訓練総評 講師及び修了生

受
講
生
の
声



（3）　2018（平成 30）年 3月 20日発行 第 ２ 6 1 号（一社）神奈川県造園業協会報

小端積み練習用石の選別 緑化フェア出展

小端積み練習

【
活
動
報
告
】

　

平
成
29
年
度
の
作
庭
塾
庭
守

の
活
動
は
、
全
国
都
市
緑
化
よ
こ

は
ま
フ
ェ
ア
へ
の
出
展
庭
園
「
自

然
と
の
調
和
『
一
滴
の
水
か
ら
』」

の
作
庭
や
撤
去
の
お
手
伝
い
と
と

も
に
、
あ
わ
た
だ
し
く
始
ま
り
ま

し
た
。
5
月
は
、
緑
化
フ
ェ
ア
に

出
展
さ
れ
た
他
の
庭
園
の
鑑
賞
会

を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
様
々
な
刺

激
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
刺

激
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
石
積
み
の

「
小
端
積
み
」
を
練
習
し
た
い
と

い
う
意
見
が
メ
ン
バ
ー
の
中
か
ら

湧
き
起
こ
り
、
29
年
度
の
講
習
の

大
き
な
テ
ー
マ
と
な
り
ま
し
た
。

　

以
前
は
、
石
積
み
で
も
「
崩
れ

積
み
」
を
練
習
し
て
き
ま
し
た
が
、

「
小
端
積
み
」
を
練
習
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
小
端
積
み
用
の
石
材

の
購
入
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
9
月
に
石

材
選
び
講
習
会
を
企
画
し
、
山
梨

県
へ
小
端
積
み
用
の
石
の
選
び
方

を
教
わ
り
つ
つ
、
暑
い
日
差
し
の

中
、
選
別
・
積
込
・
購
入
を
し
ま

し
た
。
土
砂
降
り
の
雨
の
帰
路
を

経
て
、
置
場
に
つ
く
と
参
加
者
で

力
を
あ
わ
せ
て
荷
下
し
を
し
ま
し

た
。

　

10
月
に
購
入
し
た
石
を
使
っ
て

小
端
積
み
を
練
習
し
ま
し
た
が
、

自
分
た
ち
で
慎
重
に
選
別
し
た
石

に
も
関
わ
ら
ず
、
思
う
よ
う
に
積

む
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
労
し
、
石

選
び
や
石
積
み
の
難
し
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。
小
端
積
み
に
つ
い
て

は
、
30
年
度
も
引
き
続
き
練
習
を

行
う
予
定
で
す
。

　

作
庭
塾
庭
守
の
活
動
の
ひ
と
つ

に
、
神
造
協
40
周
年
記
念
事
業
と

し
て
作
庭
し
た
県
立
相
模
原
公
園

の
日
本
庭
園
「
衆
遊
の
庭
」
の
管

理
も
あ
り
ま
す
。
年
に
3
回
ほ
ど
、

4
月
、
8
月
、
11
月
に
草
取
り
や

剪
定
、
清
掃
等
の
管
理
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
毎
年
2
月
に
行
っ

て
い
る
旧
川
合
玉
堂
別
邸
（
二
松

庵
）
の
整
備
工
事
も
重
要
な
活
動

の
ひ
と
つ
で
す
。
本
年
度
は
丸
太

階
段
や
四
ツ
目
垣
の
改
修
を
行
い

ま
し
た
。

　

作
庭
塾
庭
守
の
活
動
は
10
年
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

節
目
を
機
に
、
と
も
に
勉
強
に
励

む
方
を
新
た
に
募
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
申
込
み
は
先
着
10
名
に

限
り
ま
す
。
入
会
希
望
者
は
、
協

会
事
務
局
に
電
話
を
し
て
申
込
書

を
入
手
し
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
申

込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
年
会

費
は
１
万
円
で
、
庭
守
の
趣
旨
と

照
ら
し
出
席
が
少
な
い
方
は
退
会

し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

「
庭
守
」
の
趣
旨

一
、		

現
在
危
惧
さ
れ
て
い
る
技
能

の
低
下
を
改
善
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

二
、		

日
常
経
験
す
る
機
会
の
少
な

い
技
や
知
恵
を
も
修
得
す

る
。

三
、		

造
園
に
関
す
る
も
の
を
幅
広

く
、
か
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
内
容

を
も
含
め
て
学
ぶ
。

四
、		

一
人
の
熟
練
し
た
経
験
者
に

頼
る
形
式
は
取
ら
ず
、
全
員

が
講
師
の
自
覚
を
持
つ
。

五
、		

経
験
の
ま
だ
浅
い
人
は
、
将

来
業
界
の
指
導
的
立
場
に
立

つ
こ
と
を
意
識
し
て
参
加
す

る
。

六
、		

特
定
の
価
値
観
や
持
論
や
技

能
を
一
方
的
に
押
し
つ
け

ず
、
多
種
、
多
様
な
価
値
観

や
技
能
を
認
め
る
寛
容
さ
や

度
量
を
持
つ
。

　

第
十
七
回
目
を
迎
え
た
今
年
の

ゴ
ル
フ
大
会
は
、
十
一
月
十
六
日
、

相
模
原
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
参
加
者
七
十
名
（
会
員

六
十
九
名
・
賛
助
会
員
一
名
）

　

当
日
は
暖
か
い
穏
や
か
な
良
い

お
天
気
の
中
気
持
ち
よ
く
プ
レ
ー

を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

各
ホ
ー
ル
の
距
離
の
長
さ
と
林

が
精
神
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な

り
、
ス
コ
ア
も
全
体
的
に
厳
し
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

優
勝
は
川
崎
北
支
部
網
野
秀
彰

氏
、
準
優
勝
は
同
じ
く
川
崎
北
支

部
藤
田
浩
進
氏
、
第
三
位
は
緑
支

部
唐
戸
昇
氏
が
入
賞
し
、
栄
え
あ

る
ベ
ス
ト
グ
ロ
ス
賞
は
グ
ロ
ス
79

で
準
優
勝
者
川
崎
北
支
部
藤
田
浩

進
氏
が
受
賞
い
た
し
ま
し
た
。

　

㈲
細
野
植
産
細
野
さ
ん
に
お

願
い
し
た
沢
山
の
花
鉢
の
香
り
が

パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
を
埋
め
尽
く

し
、
ま
た
、
今
回
も
豪
華
賞
品
が

多
数
授
与
さ
れ
、
華
や
か
な
秋
の

1
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

ど
う
ぞ
ま
た
腕
を
磨
い
て
来
年

に
挑
戦
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
幹
事
の
皆
様
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

十
一
月
二
十
六
日
（
日
）
に
横

浜
市
技
能
文
化
会
館
で
、
主
催
横

浜
マ
イ
ス
タ
ー
会
、
横
浜
市
経
済

局
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
横
浜

マ
イ
ス
タ
ー
友
の
会
共
催
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
つ
り
は
、
毎
年
横
浜
マ

イ
ス
タ
ー
が
一
堂
に
会
し
、「
匠

の
技
」
を
披
露
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
本
人
が
忘
れ
か
け
て
い
た
技
能

を
い
つ
の
時
代
に
も
語
り
継
ぎ
た

い
と
の
思
い
で
開
催
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

横
浜
市
技
能
文
化
会
館
一
階
に

て
、
当
協
会
の
荒
川
昭
男
マ
イ
ス

タ
ー
が
黒
松
の
手
入
れ
、
剪
定
実

演
、
刈
込
鋏
の
扱
い
実
演
と
石
に

関
す
る
小
話
の
講
演
を
行
い
熱
心

な
質
問
・
相
談
を
受
け
好
評
を
得

ま
し
た
。

作
庭
塾
庭
守
活
動
報
告
及
び
新
規
会
員
募
集
の
お
知
ら
せ

千
鳥
造
園
工
事
株
式
会
社
　
遠
藤
　
光
哉
　

第17回親睦ゴルフ県大会の開催第20回横浜マイスターまつり

第
十
七
回

親
睦
ゴ
ル
フ
県
大
会
の
開
催

第
二
十
回
記
念

横
浜
マ
イ
ス
タ
ー
ま
つ
り

開
催
さ
れ
る

県立相模原公園　植栽管理

旧川合玉堂別邸　丸太階段及び四ツ目垣改修

新
規
会
員
募
集

庭
守
活
動
報
告

「庭守」参加の条件

第一に、先に記した「庭守」の主旨に賛同出来る方。

第�二に、雇用主や親が代わりに申し込むのではなく本人の希

望で申し込むこと。

第三に、職人としての資質を身につけている方。

第四に、生涯この仕事を続ける強い思いを持っている方。

第五に、欠席の少ない方。

過去の活動内容については
http://niwamori.aikotoba.jp/
houkoku.html 
をご参照ください。
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○
技
能
検
定
実
技
講
習
会

　
（
１
・
２
級
）

平
成
30
年
７
月
21
日
（
土
）・

22
日
（
日
）、
平
成
30
年
７
月

23
日
（
月
）・
24
日
（
火
）

○
技
能
検
定
実
技
講
習
会

　（
３
級
要
素
講
習
な
し
）

平
成
30
年
７
月
21
日
（
土
）・

22
日
（
日
）

○
技
能
検
定
実
技
試
験

平
成
30
年
７
月
28
日
（
土
）、

29
日
（
日
）、
7
月
30
日
（
月
）

の
う
ち
い
ず
れ
か
半
日

○
技
能
検
定
学
科
講
習
会

　（
１
・
２
級
）

平
成
30
年
８
月
7
日
（
火
）　

○
技
能
検
定
学
科
試
験　

平
成
30
年
８
月
19
日
（
日
）

（
１
・
２
級
）、　

平
成
30
年
７

月
15
日
（
日
）（
３
級
）

○
技
能
検
定
実
技
・
学
科
試

験
申
込
期
間　

平
成
30
年
４
月
2
日
（
月
）

～
12
日
（
木
）
土
日
は
お
休

み
　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
以
下
ご
案
内
申
し
あ
げ

ま
す
。

平
成
三
十
年
度

造
園
技
能
検
定
・
実

技
講
習
会
・
学
科
講

習
会
の
お
知
ら
せ

平成30年度造園技能検定のお知らせ
１．造園技能検定実施日程
実技試験問題公表　　Ｈ30年５月29日（火）
　＊職業能力開発協会で公表します。受検者には受検票と共に課題（図面）を送付します。
実技作業試験　　　　Ｈ30年７月28日（土）～７月30日（月）の内のいずれか半日
学科試験･要素テスト〔1･2級〕Ｈ30年８月19日（日）〔3級〕Ｈ30年７月15日（日）　
合格発表　　　　 　   〔1･2級〕Ｈ30年９月28日（金）〔3級〕Ｈ30年８月31日（金）

２．受検申請
①申請書記入要領　   学歴……最終学歴及び学校の所在地・在学期間
　　　　　　　　　   職歴……造園関係のみ事業所名・所在地・電話・在職期間・職務内容
　※免除資格のある方は、その資格書類のコピーを添付（免除資格は下記の４の③の通り）
②受検手数料　　
　実技試験……17,900円／　学科試験……3,100円／　両免申請……無　料
※ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、平成30年４月１日時点で
34歳以下の方が２級又は３級の実技試験を受験する場合に受験手数料が9,000円減額さ
れます。

３．申請書の受付　受付場所……（一社）神奈川県造園業協会事務局　会議室
受付期間……Ｈ30年４月2日（月）～ 12日（木）９：00～ 17：00　土日はお休みです
※最終日は混雑しますので早めの提出をお願い致します。申請用紙は事務局に有ります。
申請には受検者の生年月日・現住所・電話・最終学歴・学校所在地・職歴等が必要とな
ります。

４．申込みに必要なもの
① 受検手数料　②顔写真（縦４cm×横３cm）裏面に作業名（造園）、級別、氏名を明記
して下さい。実技及び学科受検者２枚、一部合格者１枚、両免申請者不要　
③資格の有る方は証明書のコピー（一部合格、造園技能士コース、職業訓練指導員等）
※一度納金された受検手数料はお返し出来ません。

５．実技・学科受検対策講習会等の予定について
※ 実技講習会（１級・２級）は７月21・22日、23・24日のいずれか２日間２回に分けて、（３
級要素講習なし）は７月21・22日横浜農協きた総合センターで実施の予定、学科講習
会（1・2級）は８月７日（火）にかながわ労働プラザで実施の予定です。（注）受講
者の人数等により日時、場所等が変更になることもあります。

６．受検資格の実務経験については、会報の同封資料をご覧下さい。

［照会先］
　横浜市中区常盤町２―10　伸光ビル２階     （一社）神奈川県造園業協会
　TEL　045－662－8793・1767　　FAX　045－662－4381　　
　URL　http://www.kanagawazoen.or.jp
　JR関内駅・地下鉄関内駅より徒歩５分

●会員名簿の変更●
（平成29年度名簿）

　社名変更

○鶴見支部
　植進（会員名簿P.23）
　社名　㈲植進→植進

　代表者変更

〇川崎南支部
　小澤商事㈱（会員名簿P.45）
　代表者　小澤光→小澤一晃
〇藤沢支部
　松緑園（会員名簿P.59）
　代表者　尾上誠二→尾上一樹

　住所・ＦＡＸ変更

〇川崎南支部
　荒井造園（会員名簿P.46）
　〒213-0027　川崎市高津区野川3730-18
　FAX044-799-9551

　　＝名簿の訂正をお願いします＝

　　FAX変更

　　〇神奈川支部
　　　中山造園（会員名簿P.31）
　　　FAX045-481-6527　

3/2（金）
協会三役会　13：00～

支部長会　15：00～

3/6（火）情報委員会　15：00～

3/13（火）校庭芝生化プロジェクトチーム　13：00～
3/16（金）労働保険事務組合理事会　15：00～
3/22（木）総務厚生委員会　15：00～

3/23（金）
協会三役会　13：00～

協会理事会　15：00～

5/29（火）

協同組合総会　11：00～

日造協神奈川県支部通常総会　13：30～

協会総会　15：00～

かながわのみどりを創り、育てるつどい　17：30～

事 務 局 情 報
（月  間  行  事  一  覧）
●諸会議その他●

神造協マスコットキャラクター

「かなぞう」
1 月 29 日（月）に実施したネーミングの選考委員会にお
いて、87 件の応募の中から、ひらがなで「かなぞう」と
決定しましたので報告いたします。

神
奈
川
県
造
園
業
協
会

　
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

　
　
　
ネ
ー
ミ
ン
グ
決
定
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○
技
能
検
定
実
技
講
習
会

　
（
１
・
２
級
）

平
成
30
年
７
月
21
日
（
土
）・

22
日
（
日
）、
平
成
30
年
７
月

23
日
（
月
）・
24
日
（
火
）

○
技
能
検
定
実
技
講
習
会

　（
３
級
要
素
講
習
な
し
）

平
成
30
年
７
月
21
日
（
土
）・

22
日
（
日
）

○
技
能
検
定
実
技
試
験

平
成
30
年
７
月
28
日
（
土
）、

29
日
（
日
）、
7
月
30
日
（
月
）

の
う
ち
い
ず
れ
か
半
日

○
技
能
検
定
学
科
講
習
会

　（
１
・
２
級
）

平
成
30
年
８
月
7
日
（
火
）　

○
技
能
検
定
学
科
試
験　

平
成
30
年
８
月
19
日
（
日
）

（
１
・
２
級
）、　

平
成
30
年
７

月
15
日
（
日
）（
３
級
）

○
技
能
検
定
実
技
・
学
科
試

験
申
込
期
間　

平
成
30
年
４
月
2
日
（
月
）

～
12
日
（
木
）
土
日
は
お
休

み
　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
以
下
ご
案
内
申
し
あ
げ

ま
す
。

回
の
目
的
で
あ
る
槇
、
黒
松
の
枝

接
、
幹
接
を
清
華
園
に
て
視
察
及

び
施
術
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
実
演
し
な
が
ら
の
説
明

で
と
て
も
分
か
り
や
す
く
、
そ
の

技
術
も
出
し
惜
し
む
こ
と
な
く
コ

ツ
や
適
し
た
材
料
、
道
具
も
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
作
業
方
法

は
わ
か
り
や
す
く
説
明
い
た
だ
け

た
の
で
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
ま

し
た
が
、
確
実
な
技
術
と
し
て
習

得
す
る
に
は
結
果
が
出
る
数
年
経

過
し
な
い
と
答
え
が
出
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
松
や
槇
で
任
意

の
場
所
に
枝
葉
を
作
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
枝
枯
れ
し
て
型
が
崩
れ
た

　

緑
支
部
で
は
２
月
８
日
に
静
岡

県
浜
松
市
浜
北
区
ま
で
視
察
研
修

に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
青
年

部
か
ら
も
参
加
者
を
募
り
、
総
勢

25
名
で
早
朝
６
時
か
ら
観
光
バ
ス

１
台
で
出
発
し
ま
し
た
。
ま
ず
最

初
の
視
察
地
、
浜
北
区
の
一
十
園

に
て
黒
松
の
銘
木
等
を
視
察
し
ま

し
た
。
広
大
な
畑
に
数
多
く
の
松

が
あ
り
、
ど
の
松
も
よ
く
手
入
れ

さ
れ
て
お
り
大
き
さ
と
共
に
ど
の

方
向
か
ら
で
も
素
晴
ら
し
く
眺
め

る
こ
と
が
出
来
る
樹
形
と
枝
ぶ
り

の
良
い
樹
が
数
多
く
あ
り
限
ら
れ

た
時
間
で
は
全
て
を
見
る
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
今

で
、
敷
地
内
の
法
面
の
法
尻
に
あ

る
も
の
を
１
０
０
ｍ
ほ
ど
移
動
す

る
。
植
篤
造
園
か
ら
道
具
を
法
面

下
に
降
ろ
す
た
め
の
準
備
に
ロ
ー

プ
を
張
る
。
人
が
昇
り
降
り
す
る

た
め
の
も
の
、
道
具
や
材
料
を
運

搬
す
る
た
め
の
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ

を
金
子
、
小
野
両
氏
の
指
導
の
下

に
作
業
を
進
め
た
。
道
具
や
材
料

は
ロ
ー
プ
に
滑
車
を
取
り
付
け
運

搬
し
た
。

　

掘
り
取
り
に
は
二
人
一
組
で

行
っ
た
。
根
鉢
の
大
き
さ
、
深
さ
、

根
の
扱
い
そ
の
他
注
意
点
の
説
明

を
受
け
た
あ
と
作
業
に
入
っ
た
。

根
巻
き
、
植
え
穴
掘
り
、
運
搬
、

植
え
付
け
、
客
土
、
水
極
め
、
埋

め
戻
し
、
水
鉢
づ
く
り
、
支
柱
設

置
、
道
具
の
片
付
け
運
搬
で
作
業

終
了
。

　

箱
庭
（
盆
景
）
製
作
で
は
枯
山

水
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
据
え
る
石
の

選
定
、
石
の
面
取
り
や
整
形
な
ど

簡
単
な
加
工
、
敷
砂
の
準
備
を
終

え
て
製
作
に
入
っ
た
。
細
か
な

決
ま
り
ご
と
は
脇
に
お
い
て
、
感

た
こ
と
は
、
造
園
を
生
業
と
す
る

我
々
に
と
っ
て
は
嬉
し
い
限
り
で

す
。

　

授
業
内
容
は
、
午
前
は
学
校
敷

地
内
に
以
前
に
植
栽
さ
れ
た
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
3
本
の
移
植
に
6
名
、

箱
庭
（
盆
景
）
製
作
に
1
名
が
あ

た
っ
た
。
午
後
は
途
中
参
加
の
1

名
が
加
わ
り
、
移
植
後
の
支
柱
取

り
付
け
に
2
名
（
作
業
終
了
後
に

ワ
ラ
ボ
ッ
チ
製
作
に
合
流
）、
イ

グ
サ
に
よ
る
ワ
ラ
ボ
ッ
チ
の
飾
り

物
の
製
作
、
箱
庭
の
製
作
、
片
付

け
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
以
前
の
職

業
体
験
授
業
で
植
栽
さ
れ
た
も
の

　

三
十
数
年
ぶ
り
の
寒
さ
の
中
、

立
春
を
過
ぎ
た
平
成
30
年
2
月
6

日
、
横
浜
市
立
南
が
丘
中
学
校
の

職
業
体
験
授
業
を
行
っ
た
。
横
浜

南
支
部
植
篤
造
園
の
金
子
篤
司
氏

指
導
の
下
、
青
年
部
の
粟
飯
原
、

石
田
、
川
﨑
、
永
吉
各
氏
、
ボ
ー

イ
ス
カ
ウ
ト
指
導
者
の
小
野
氏
の

協
力
を
戴
い
た
。

　

中
学
生
は
2
年
生
が
参
加
し
、

午
前
は
7
名
、
午
後
が
8
名
で

あ
っ
た
が
、
引
率
の
教
師
に
実
際

の
希
望
者
は
こ
の
数
倍
あ
る
こ
と

を
知
ら
さ
れ
て
驚
い
た
。
あ
ま
た

あ
る
選
択
肢
の
中
か
ら
、
造
園
と

い
う
職
種
を
選
ん
で
い
た
だ
い

支
部
だ
よ
り

支
部
だ
よ
り

横
浜
南
支
部
　

　
中
学
校
職
業
体
験
授
業

教
育
研
修
委
員
　
川
島
　
一
平

緑
支
部
　
浜
北
視
察
研
修
会

情
報
委
員
　
織
茂
　
利
治

支柱設置 根巻き植え穴掘植え付け

掘り取り

箱庭（盆景）制作

ワラボッチ製作

ロープ張り

「浜北視察研修会」参加者の皆様

松の接ぎ木 マキの接ぎ木

樹
形
を
直
す
こ
と
な
ど
に
応
用
も

出
来
る
と
思
い
ま
す
。
教
え
て
も

ら
え
た
材
料
等
も
ネ
ッ
ト
で
調
べ

た
と
こ
ろ
入
手
し
や
す
い
も
の
で

あ
り
、
特
別
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
昼
食
を
は
さ
ん
で

再
度
、
技
術
指
導
を
し
て
い
た
だ

き
、
そ
の
後
施
工
し
た
樹
木
を
見

せ
て
い
た
だ
き
施
工
後
か
ら
数
年

経
過
し
た
樹
を
見
せ
て
い
た
だ
き

比
較
的
短
期
間
で
枝
葉
が
増
え
て

い
る
の
に
驚
き
ま
し
た
。
清
華
園

の
説
明
に
よ
り
ま
す
と
施
術
し
た

樹
の
方
が
、
そ
の
後
の
成
長
は
は

る
か
に
良
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

持
ち
帰
っ
た
技
術
や
知
識
を
よ
り

確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
緑
支

部
で
は
近
日
中
に
集
ま
り
施
術
方

法
の
確
認
を
す
る
予
定
で
す
。

性
に
従
っ
て
自
由
に
製
作
し
て
も

ら
っ
た
。

　

ワ
ラ
ボ
ッ
チ
の
飾
り
物
の
製
作

は
全
員
で
行
っ
た
。
畳
表
の
糸
を

抜
い
て
解
き
、
寸
法
に
切
り
そ
ろ

え
て
編
み
上
げ
た
後
、
ク
ラ
ウ
ン

ノ
ッ
ト
（
い
し
だ
た
み
）
で
仕
上

げ
た
。
こ
れ
を
吊
る
し
て
飾
れ
る

よ
う
に
竹
の
幹
と
枝
で
台
を
拵
え

て
取
り
付
け
、
置
物
と
し
て
も
吊

る
し
て
も
飾
れ
る
よ
う
に
仕
上
げ

た
。
こ
れ
は
成
果
品
と
し
て
各
自

持
ち
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。

　

開
始
直
後
は
生
徒
諸
君
に
も
戸

惑
い
が
あ
っ
た
り
、
ぎ
こ
ち
な
さ

も
見
え
た
が
、
す
ぐ
に
な
れ
て
動

き
も
良
く
な
っ
た
。
生
徒
同
士

で
教
え
あ
う
場
面
も
見
ら
れ
た
。

我
々
の
仕
事
の
理
解
者
が
少
し
で

も
増
え
て
く
れ
た
こ
と
は
嬉
し
く

ま
た
心
強
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ご
協
力
戴
い
た
方
々
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ

の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
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■
石
数
寄
者
と
の
出
会
い
の
旅
　
第
七
話

 
「
何
故
　
日
本
庭
園
は
石
な
の
か
」

　
― 
岩
か
ら
磐い
わ

　
そ
し
て
石
へ 

―
（
二
）

　
　 

緑
支
部
教
育
研
修
委
員
　
㈲
庭
工
荒
川
　
荒
川
　
昭
男

　

５
０
０
万
年
前
か
ら
始
ま
っ

た
人
類
の
歴
史
の
99
％
は
、
石

器
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
若
い
と
き
か
ら
そ
の
石
器

が
好
き
で
し
た
。
現
在
で
も
そ

の
気
持
ち
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

好
き
な
理
由
は
石
。
し
か
も

す
べ
て
手
技
。
技
の
道
を
覚

お
ぼ
つ
か束

な
い
歩
み
を
続
け
る
私
に
と
っ

て
、
石
器
は
い
わ
ば
二
人
目
の

師
匠
の
よ
う
な
存
在
。
様
々
な

形
の
石
器
か
ら
は
、
数
千
年
、

数
万
年
の
時
空
を
越
え
て
も
尚

且
つ
、
こ
び
り
つ
い
て
消
え
な

い
汗
と
熱
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
技
に
こ
だ
わ
る
職

人
の
匂
い
そ
の
も
の
で
す
。

　

人
類
と
石
と
の
最
初
の
交
わ

り
が
、
石
器
で
あ
る
こ
と
は
す

べ
て
の
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

当
時
の
人
に
と
っ
て
石
器

は
、
生
き
抜
く
た
め
に
絶
対
的

前
回
ま
で

石
が
日
本
庭
園
作
庭
に
あ
た
っ
て
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
と
な
っ
た
歴
史
的
背
景
は
、

石
や
岩
を
磐
座
、
磐
境
と
し
て
登
場
さ
せ
た
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
更
に
奥
に
あ
る
も
の
と
推

考
し
、
同
時
に
古
代
人
と
現
代
人
と
の
石
へ
の
思
い
の
不
変
性
も
探
っ
た
。

に
必
要
な
道
具
で
し
た
。
で
す

か
ら
多
く
の
人
が
、
強
固
な
ク

ラ
フ
ト
マ
ン
・
シ
ッ
プ
（
職
人

魂
）
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

考
古
学
で
は
石
器
時
代
を
旧

石
器
、
中
石
器
、
新
石
器
と
三

つ
に
分
け
て
い
ま
す
。
時
代
区

分
で
圧
倒
的
に
長
い
の
が
旧

石
器
時
代
で
す
。
現
存
す
る

２
６
０
万
年
前
の
石
器
か
ら
始

ま
り
、
１
万
５
千
年
前
に
終

わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

あ
ま
り
に
も
長
い
の
で
、
４
万

年
前
を
境
に
前
期
と
後
期
に
区

分
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か

し
前
、
中
、
後
期
と
３
区
分
し

て
い
る
考
古
学
者
も
お
ら
れ
ま

す
。

　

唯
の
礫
を
そ
の
ま
ま
石
道
具

と
し
て
使
っ
て
い
た
時
代
か

ら
、
元
は
唯
の
石
こ
ろ
に
、
現

代
人
の
祖
先
で
あ
る
ホ
モ
・
ハ

一
．
仕
事
は
目
で
盗
む
も
の

ピ
ル
ス
（
器
用
な
人
）
が
、
意

図
的
に
鋭
い
刃
を
付
け
石
器
に

し
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
は
約

２
０
０
万
年
前
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
石
器
を
、「
チ
ョ
ッ

パ
ー
」（
片
刃
）
及
び
「
チ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
・
ト
ゥ
ー
ル
」（
両

刃
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
空
手

チ
ョ
ッ
プ
の
語
源
と
な
っ
た

「
チ
ョ
ッ
パ
ー
」
は
、「
物
を
切

り
叩
く
」
と
い
う
意
味
も
あ
る

と
の
こ
と
。
こ
の
片
刃
、
両
刃

の
石
器
は
約
１
０
０
万
年
間
つ

く
り
続
け
ら
れ
、
そ
し
て
使
わ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ハ
ピ
ル

ス
の
三
代
の
ち
に
登
場
し
た
同

じ
ホ
モ
属
の
サ
ピ
エ
ン
ス
（
知

恵
あ
る
人
々
）
が
、
10
万
年
前

に
世
界
各
地
に
拡
散
（
グ
レ
ー

ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
）
し
た
ア
フ
リ

カ
大
陸
で
、最
も
古
い「
チ
ョ
ッ

パ
ー
」
が
見
つ
か
り
ま
し
た

（［
追
記
］
参
照
）。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
現
代
人
類

を
含
む
ホ
モ
属
が
使
用
し
た

最
古
の
石
器
群
が
出
土
し
た

の
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
「
ウ

エ
ス
ト
・
ゴ
ナ
遺
跡
」。
約

２
６
０
万
年
前
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
ホ
モ
属
登
場
以
前
の
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
霊
長
類
が
、

木
の
実
を
割
る
と
き
に
用
い
た

と
思
わ
れ
る
原
始
的
石
器
の
出

土
は
、
ケ
ニ
ア
の
３
３
０
万
年

前
の
地
層
か
ら
発
見
さ
れ
た

と
、
２
０
１
５
年
の
科
学
誌
ネ

イ
チ
ャ
ー
に
発
表
さ
れ
て
い
ま

す
。
ケ
ニ
ア
と
の
国
境
に
近
い

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
「
オ
ル
ド
ヴ
ァ

イ
遺
跡
」
か
ら
も
、「
チ
ョ
ッ

パ
ー
」が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、

年
代
は
約
１
８
０
万
年
前
で
あ

り
ゴ
ナ
遺
跡
と
は
、
80
万
年
以

上
の
年
代
差
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
ア
フ
リ
カ
大

陸
の
一
角
で
、
先
史
の
時
代
に

生
活
し
て
い
た
人
々
は
、
石
の

ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
叩
く
と
、

必
要
と
す
る
石
器
に
な
る
の
か

を
既
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で

す
。

　
“
石
目
（
節
理
）
を
見
抜
く

力
”
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

石
目
で
は
な
く
人
間
の「
目
」

に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
話
が
あ

り
ま
す
。

　

埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
の
研
修

で
、
石
器
づ
く
り
の
実
技
指
導

を
行
っ
て
い
る
石
器
造
り
の
第

一
人
者
、
松
沢
亜
生
氏
の
体
験

談
を
専
門
誌
で
読
み
ま
し
た
。

　

若
い
こ
ろ
、
石
器
づ
く
り
の

達
人
と
名
高
い
ボ
ル
ド
ー
先
生

の
指
導
を
受
け
に
フ
ラ
ン
ス
に

行
っ
た
そ
う
で
す
。
フ
ラ
ン
ス

語
が
得
意
で
な
か
っ
た
松
沢
氏

は
、
先
生
の
石
の
割
り
方
、
剥

ぎ
方
を
全
身
「
目
」
に
し
て
観

察
し
、
帰
国
後
そ
れ
を
思
い
出

し
な
が
ら
何
回
も
練
習
し
修
得

し
た
そ
う
で
す
。

　

石
器
づ
く
り
は
言
葉
で
は
な

く
、飽
く
ま
で
も
「
目
」
に
よ
っ

て
学
習
す
る
も
の
と
言
っ
て
い

ま
す
。

　

言
語
が
確
立
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
古
代
に
お
い
て
、
精
巧

な
石
器
づ
く
り
を
先
人
か
ら
学

び
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
又
そ

れ
以
上
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
出

来
た
要
因
は
、
古
代
人
の
「
目

力
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

私
の
修
業
時
代
は
「
仕
事
は

目
で
盗
め
」
と
毎
日
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は

私
が
言
っ
て
い
ま
す
が
。
こ
れ

は
１
０
０
万
年
以
上
前
か
ら
の

「
指
導
語
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

現
在
私
達
が
張
石
や
石
積
み
工

事
な
ど
で
、
例
え
ば
安
山
岩
や

花
崗
岩
な
ど
の
細
工
を
お
こ
な

う
と
き
、
石
目
を
追
う
の
と
同

じ
こ
と
を
、
１
０
０
万
年
以
上

も
前
に
当
時
の
人
々
は
、
既
に

マ
ス
タ
ー
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

加
工
を
始
め
る
前
か
ら
原
石

の
中
に
、
完
成
し
た
石
器
の
姿

を
見
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
素
晴
ら
し
い
出
来
栄
え
の

石
器
を
見
る
た
び
に
、
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
カ
ッ
タ
ー
に
頼
る
現

代
の
職
人
達
の
一
人
と
し
て
、

古い
に
し
えの
古
代
人
に
負
目
を
感
じ

ま
す
。

　
［
追
記
］
米
科
学
誌
サ
イ
エ

ン
ス
の
最
近
の
発
表
に
よ
る

と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
カ
ル
メ
ル

山
洞
窟
で
見
つ
か
っ
た
ホ
モ
属

の
歯
の
化
石
か
ら
、
ホ
モ
属
の

出
ア
フ
リ
カ
は
17
万
～
19
万
年

前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
ら
し
い

と
の
こ
と
。

　

石
器
の
加
工
に
は
、
加
工
す

る
石
に
そ
の
た
め
の
道
具（
石
）

を
直
接
当
て
る
方
法
を
直
接
打

法
。

　

加
工
す
る
石
と
、
そ
の
た
め

の
道
具
の
間
に
現
代
の
ノ
ミ
の

よ
う
な
も
う
ひ
と
つ
の
道
具

（
石
や
鹿
角
）
を
用
い
る
方
法

を
間
接
打
法
。
乾
燥
し
た
鹿
の

角
な
ど
の
固
い
も
の
を
石
に
当

て
て
、
力
を
込
め
て
石
片
を
剥

が
す
や
り
方
が
押
圧
剥
離
。
そ

の
後
、
表
裏
を
隈
な
く
丁
寧
に

剥
離
し
て
尖
頭
器
が
完
成
し
ま

す
。

　

又
、
放
散
虫
の
化
石
を
含
む

珪け
い
し
つ
け
つ
が
ん

質
頁
岩
や
砂
岩
等
の
砥
石
を

使
い
、全
体
に
研
ぎ
を
か
け
て
、

光
輝
く
磨ま

せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
が
完
成
し
ま

す
。

　

４
万
年
～
１
万
３
千
年
程

前
の
後
期
旧
石
器
時
代
か
ら
、

縄
文
時
代
早
期
に
か
け
て
の

尖せ
ん
と
う
き

頭
器
に
は
感
動
し
ま
す
。

　

全
体
に
繊
細
な
剥
ぎ
跡
が

は
っ
き
り
残
る
尖
頭
器
は
、
い

つ
見
て
も
存
在
感
に
満
ち
て
い

ま
す
。

　

又
、
約
１
万
年
前
の
縄
文
中

期
か
ら
、
弥
生
時
代
に
か
け
て

の
磨
製
石
斧
は
、
徹
底
的
に
研

磨
さ
れ
高
貴
な
オ
ー
ラ
す
ら
漂

わ
せ
て
い
ま
す
。

　

訪
ね
た
地
に
、
考
古
学
博
物

館
が
あ
れ
ば
寄
る
よ
う
に
心
掛

け
て
い
ま
す
。
尖
頭
器
や
石
斧

の
前
で
は
佇
む
時
間
が
長
く
な

り
ま
す
。

　

諸
外
国
に
関
し
て
も
、
時
代

を
区
分
す
る
年
表
の
違
い
は
あ

り
ま
す
が
、
石
器
そ
の
も
の
の

完
成
度
に
そ
れ
程
の
差
異
は
見

ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。

　

尖
頭
器
や
磨
製
石
斧
の
他
に

も
、
目
的
を
持
っ
た
様
々
な
石

器
が
あ
り
ま
す
。

　

弓
矢
の
先
に
装
着
す
る
石

せ
き
ぞ
く鏃

や
、
勾
玉
等
装
飾
品
の
穴
あ
け

に
使
う
石い

し
き
り錐

、
捕
獲
し
た
動
物

を
解
体
す
る
た
め
の
石い

し
ざ
し匙

や
、

ナ
イ
フ
と
し
て
使
う
掻そ

う
き器

及
び

石
刃
も
あ
り
ま
す
。
掻
器
は
動

物
の
皮
な
め
し
に
必
要
な
道
具

で
、
今
日
で
も
ツ
ン
グ
ー
ス
系

の
北
方
狩
猟
民
族
の
中
に
は
、

皮
な
め
し
に
用
い
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。
現
在
の
ハ
ン
マ
ー

と
同
じ
く
両
ヘ
ッ
ド
が
使
え
る

石せ
き
す
い錘

、
そ
し
て
三
味
線
の
「
バ

チ
」
に
形
が
似
る
石い

し
へ
ら箆
も
あ
り

二
．
輝
く
石
斧

①

②

③

④

さ
は
、
有
形
無
形
を
問
わ
ず
、

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
な
い
と
の
持
論
を
、
再
度

確
認
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し

た
。
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三
．
柄
鏡
形
敷
石
住
居

ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
生
活
に
関
わ

る
石
器
や
土
器
を
「
第
一
の
道

具
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

後
に
紹
介
す
る
祭
祀
に
使
わ

れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
石

棒
や
、
丸
石
の
よ
う
な
シ
ン
ボ

ル
的
存
在
の
石
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
等
精
神
性
に
関
す
る
石
製

品
と
土
偶
等
は
、「
第
二
の
道

具
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

電
動
工
具
な
ど
な
い
状
況
の

中
で
、
一
心
と
言
う
か
一
途
な

気
持
ち
で
石
器
づ
く
り
に
挑
ん

だ
古
代
人
が
い
ま
し
た
。
美
し

い
或
い
は
逞
し
い
石
器
に
出
会

う
度
に
、
形
容
す
る
言
葉
を
思

い
つ
か
な
い
ま
ま
今
だ
に
唯
見

と
れ
て
い
ま
す
。

　

話
が
少
々
唐
突
に
な
り
ま
す

が
、
完
璧
に
近
い
姿
に
仕
上
げ

ら
れ
た
石
器
を
前
に
し
て
、
と

き
ど
き
自
分
の
庭
造
り
に
お
け

る
こ
だ
わ
り
と
比
較
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

完
成
度
の
高
い
庭
と
そ
の
鑑

賞
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

　

完
成
度
の
高
い
庭
は
、「
素

晴
ら
し
い
」
と
多
く
の
人
に
強

い
感
動
を
与
え
ま
す
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
観
る
人
が

い
つ
ま
で
も
素
晴
ら
し
さ
に
圧

倒
さ
れ
、
庭
の
手
前
で
立
ち
つ

く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

庭
の
造
作
に
あ
た
っ
て
必
要

な
こ
と
は
、
全
体
的
な
地
割
、

石
組
み
、
石
積
み
、
飛
石
、
敷

石
、
張
石
、
灯
篭
の
よ
う
な
石

造
添
景
物
、
竹
垣
、
植
栽
、
剪

定
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
庭
が
完
成
し
た
後
に
、
そ

れ
等
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
出
来
、

不
出
来
を
も
含
め
た
様
々
な
話

題
が
生
じ
る
一
見
未
完
性
的
庭

の
方
が
、
親
し
み
を
感
じ
思
い

出
に
残
る
の
で
は
な
い
か
と
個

人
的
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
そ
れ
を
庭
の
「
共
有
」

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
「
共
有
」
は
、
あ
る
種

の
遊
び
心
も
必
要
な
よ
う
で

す
。

　

し
か
し
私
の
理
想
と
す
る
庭

と
は
対
極
の
、
遊
び
心
な
ど
微

塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
完
璧
に
仕

上
げ
ら
れ
た
石
器
に
、
心
の
み

な
ら
ず
全
身
で
「
共
有
」
し
て

い
る
私
が
い
る
こ
と
も
事
実
で

す
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
博
物
館
で

四
方
に
輝
き
を
放
ち
、
こ
れ
以

上
の
完
成
度
は
望
め
な
い
と
思

え
る
石
斧
を
眺
め
な
が
ら
考
え

ま
し
た
。
も
し
か
す
る
と
、
造

⑤⑥

⑦

り
終
え
た
後
に
様
々
な
指
摘
を

受
け
る
未
完
成
的
庭
と
、
非
の

打
ち
所
の
な
い
目
の
前
の
石
器

は
、同
じ
次
元
の「
何
か
」を「
共

有
」
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

か
と
。

　

豪
快
な
崩
れ
積
み
が
定
評
で

あ
っ
た
私
の
師
匠
吉
田
昌
寅
氏

の
教
え
は
、「
崩
れ
積
み
は
石
組

み
を
意
識
し
て
積
め
」
で
し
た
。

石
を
組
み
上
げ
る
と
い
う
気
持

ち
で
積
め
と
い
う
こ
と
で
す
。

崩
れ
積
み
だ
け
で
な
く
、
石
が

関
係
す
る
様
々
な
こ
と
に
、
そ

の
教
え
を
基
本
と
し
て
作
庭
に

望
ん
で
き
ま
し
た
。

　

多
種
多
様
な
石
材
を
用
い
た

敷
石
施
工
に
お
い
て
も
、
一

石
一
石
を
組
む
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
私
は
、
縄
文
時

代
中
期
（
５
千
年
前
）
か
ら
晩

期
（
３
千
年
前
）
に
か
け
て
出

現
し
た
、
一
風
変
わ
っ
た
竪
穴

住
居
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

　

そ
の
住
居
は
床
全
体
に
石
を

敷
き
つ
め
た
「
敷
石
住
居
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
見

た
敷
石
住
居
は
、
相
模
原
市
の

勝
坂
遺
跡
で
し
た
。
石
の
扱
い

に
慣
れ
て
い
て
、
し
か
も
組
ん

で
い
る
と
の
強
烈
な
第
一
印
象

を
受
け
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
は
本
当
に
縄
文
人
の
石

使
い
か
？
」
と
、
思
わ
ず
独
り

言
を
呟
き
な
が
ら
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
っ
て
い
ま
し
た
。
近
く
に

設
置
さ
れ
て
い
る
説
明
板
に
は

レ
プ
リ
カ
と
表
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

後
日
、
相
模
原
市
教
育
委
員

会
文
化
財
保
護
課
に
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
型
を
と
り
着
色
再
現
し

た
も
の
で
、
限
り
な
く
オ
リ
ジ

ナ
ル
に
近
い
仕
上
が
り
と
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

　

敷
石
住
居
は
関
東
地
方
に
多

く
、
勝
坂
の
ほ
か
に
町
田
市
の

忠
生
、
調
布
市
の
上
布
田
、
配

石
を
伴
っ
た
伊
勢
原
市
の
下
谷

戸
、
八
王
子
市
の
北
野
、
中
で

も
国
立
市
の
「
く
に
た
ち
郷
土

文
化
館
」
中
庭
に
展
示
さ
れ
て

い
る
南
養
寺
遺
跡
の
敷
石
は
見

ご
た
え
の
あ
る
も
の
で
し
た
。

縄
文
人
が
４
５
０
０
年
前
に
残

し
た
も
の
で
す
。
南
養
寺
の
よ

う
な
敷
石
住
居
は
、
そ
の
形
か

ら
「
柄
鏡
形
敷
石
住
居
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
敷
石
の
仕

上
が
り
は
、
目
地
が
広
く
開
か

な
い
よ
う
角
が
金
折
り
の
石
を

選
び
、
大
振
り
の
石
を
適
所
に

配
石
し
、
天
端
は
磨
き
を
か
け

た
よ
う
に
真
平
ら
な
石
を
据
え
、

小
詰
め
も
美
し
さ
を
意
識
し
て

割
れ
肌
の
石
は
避
け
て
い
ま
す
。

縄
文
人
は
石
目
を
読
む
だ
け
で

な
く
、
石
の
選
別
と
石
が
落
ち

着
く
所
、
つ
ま
り
石
の
心
を
読

む
こ
と
に
も
長
け
て
い
た
よ
う

で
す
。
こ
の
よ
う
に
石
を
敷
き

つ
め
た
り
、
後
述
す
る
石
棒
や

丸
石
等
が
一
緒
に
出
土
す
る
住

居
は
、
祭
祀
的
要
素
の
強
い
特

殊
な
家
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

私
が
今
日
作
庭
で
手
掛
け
て

い
る
敷
石
や
伝
い
（
延
段
）
に
、

縄
文
人
と
の
違
い
が
あ
る
と
し

た
ら
ど
の
よ
う
な
内
容
か
と
、

考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
人
が

石
と
付
き
合
う
形
に
歴
史
の
長

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬⑭⑮

さ
は
、
有
形
無
形
を
問
わ
ず
、

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
な
い
と
の
持
論
を
、
再
度

確
認
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し

た
。

四
．
縄
文
人
の
創
造
力
は
無
限

　

古
代
人
が
残
し
て
く
れ
た
も

の
で
、
石
に
関
す
る
も
の
以
外

に
も
衝
撃
を
受
け
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。

　

土
器
や
土
偶
で
す
。
今
ま
で

の
石
器
巡
り
の
過
程
で
、
様
々

な
土
器
を
見
て
き
ま
し
た
。
そ

の
都
度
、
思
わ
ず
唸
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
の
強
烈
な
デ
ザ
イ
ン
の

根
源
に
思
い
を
馳
せ
て
き
ま
し

た
が
、
深
玄
す
ぎ
て
今
だ
に
戸

惑
っ
て
い
ま
す
。

　

印
象
に
残
る
土
器
を
幾
つ
か

あ
げ
る
と
、
例
え
ば
青
森
県
八

戸
市
是
川
縄
文
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
、
北
国
で
の
力
強
い
開

花
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
深
鉢
。

　

山
梨
県
笛
吹
市
釈
迦
堂
遺
跡

博
物
館
の
、
滝
つ
ぼ
に
湧
き

上
が
る
水

み
ず
け
む
り

煙
か
ら
ヒ
ン
ト
を

得
て
命
名
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
、
端
正
な
雰
囲
気
の

水す
い
え
ん
も
ん
ど
き

煙
文
土
器
。
私
に
は
、
真
夏

の
空
に
モ
ク
モ
ク
と
湧
き
上
が

る
巨
大
な
入
道
雲
を
、
誇
張
表

現
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。

　

同
じ
く
山
梨
県
北
杜
市
考
古

資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
津

金
御
所
前
遺
跡
出
土
の
額
面
把

手
付
深
鉢
。

　

女
性
の
胎
内
か
ら
新
生
児
誕

生
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

縄
文
土
器
を
研
究
す
る
考
古

学
者
は
、
多
様
な
土
器
に
様
々

な
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
が
、

私
個
人
は
「
縄
文
人
の
創
造
力

は
無
限
で
あ
っ
た
」
と
の
印
象

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
て
、

複
雑
な
デ
ザ
イ
ン
が
発
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
未
だ
に
読
み

と
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

　

難
解
な
意
匠
と
、
一
見
遊
び

心
の
存
在
も
感
じ
さ
せ
る
あ
る

が
ま
ま
の
姿
に
、
こ
れ
か
ら
も

接
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

土
器
と
同
じ
よ
う
に
感
銘
を

受
け
た
土
偶
の
話
題
に
移
り
ま

す
。
特
に
あ
る
２
体
の
土
偶
と

出
会
っ
た
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
は

強
烈
で
し
た
。
当
時
土
偶
に
対

す
る
知
識
は
、
石
器
を
探
求
す

る
過
程
で
、
知
り
得
た
程
度
の

も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

例
え
ば
最
も
古
い
土
偶
は
、

鈴
鹿
山
脈
を
挟
ん
だ
三
重
県
と

滋
賀
県
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

１
万
２
千
年
前
の
女
性
像
だ
と

か
。
土
偶
は
全
国
で
２
万
点
以

上
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
意
図
的
に
バ
ラ
バ
ラ

に
分
解
さ
れ
た
状
態
で
発
掘
さ

れ
た
と
か
。

　

山
梨
県
の
縄
文
中
期
の
釈
迦

堂
遺
跡
か
ら
は
、
バ
ラ
バ
ラ
の
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五
．
安
ら
ぎ
の
土
偶

土
偶
が
１
１
１
６
個
以
上
も
発

掘
さ
れ
た
と
か
。
土
偶
を
バ

ラ
バ
ラ
に
分
解
す
る
意
図
は
、

“
再
生
を
願
う
た
め
”
と
の
考

古
学
者
の
見
解
が
多
数
あ
る
と

か
。
北
海
道
や
東
北
地
方
中
心

に
つ
く
ら
れ
た
、
あ
の
奇
妙
な

目
を
し
た
遮
光
器
土
偶
の
遮
光

器
と
い
う
名
称
が
、
北
ア
メ
リ

カ
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
が
、
雪
の
反

⑰ ⑯

⑱⑲

射
か
ら
目
を
守
る
た
め
に
掛
け

て
い
る
雪
メ
ガ
ネ
（
遮
光
器
）

か
ら
、
ヒ
ン
ト
を
得
て
明
治
時

代
に
つ
け
ら
れ
た
と
か
。

　

土
偶
に
対
す
る
知
識
が
そ
の

程
度
の
と
き
に
、
長
野
県
の

尖と
が
り
い
し石
縄
文
考
古
館
で
、
全
身

を
真
綿
で
優
し
く
包
ま
れ
る
よ

う
な
２
体
の
土
偶
に
出
会
い
ま

し
た
。

　

愛
称
が「
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
」

と
「
仮
面
の
女
神
」
と
呼
ば
れ

る
土
偶
は
、
全
国
に
５
体
し
か

な
い
国
宝
土
偶
の
う
ち
の
２
体

で
す
。

　

５
体
の
中
で
、
一
番
最
初
に

国
宝
に
指
定
さ
れ
た
「
縄
文
の

ビ
ー
ナ
ス
」
は
縄
文
中
期
約

５
千
年
前
に
作
ら
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。「
仮
面
の
女
神
」

の
方
は
、
縄
文
後
期
約
４
千
年

前
と
の
こ
と
で
す
。

　

通
常
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
状

態
で
発
掘
さ
れ
る
土
偶
で
す

が
、
こ
の
２
体
は
破
損
が
少
な

く
、
全
体
像
が
表
れ
る
ま
で
現

場
関
係
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
恐
怖

に
近
い
衝
撃
を
感
じ
な
が
ら
発

掘
を
見
守
っ
た
よ
う
で
す
。

　

縄
文
時
代
既
に
存
在
し
て
い

た
シ
ャ
ー
マ
ン
（
呪
術
師
）
が

神
の
依
り
代
と
し
て
、
人
々
の

願
い
ご
と
の
祈き

と
う禱

に
使
っ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
す
。

こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
特

異
な
人
が
、
後
の
弥
生
時
代
に

登
場
す
る
邪
馬
台
国
の
女
王
卑

弥
呼
の
、
前
身
的
存
在
で
は
な

い
の
か
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま

す
。

　

人
々
に
と
っ
て
特
別
な
土
偶

は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
亡
く
な
っ

た
際
バ
ラ
バ
ラ
に
せ
ず
に
、
一

緒
に
埋
葬
さ
れ
た
と
の
見
方
が

考
古
学
者
の
大
勢
の
よ
う
で

す
。人
々
の
切
な
る
願
い
事
を
、

幾
重
に
も
背
負
っ
た
「
ビ
ー
ナ

ス
」
や
「
女
神
」
か
ら
は
、
重

苦
し
い
も
の
や
威
厳
の
よ
う
な

堅
い
も
の
は
私
に
は
感
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

逆
に
ホ
ッ
ト
す
る
安
堵
感
に

包
ま
れ
ま
す
。

　

珪
け
い
し
つ
け
つ
が
ん

質
頁
岩
や
黒
曜
石
あ
る
い

は
サ
ヌ
カ
イ
ト
等
の
原
石
を
相

手
に
、
こ
だ
わ
り
の
石
器
を
作

り
続
け
た
縄
文
人
は
、
土
偶
に

も
こ
だ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
一

説
に
は
、
８
割
と
い
う
乳
幼
児

死
亡
率
の
悲
し
い
現
実
の
癒
し

や
蘇

よ
み
が
えり

、
又
過
酷
な
自
然
環

境
の
中
で
の
食
料
確
保
、
集
団

の
存
続
と
い
う
切
な
る
願
い
を

托
し
た
土
偶
を
、
こ
の
よ
う
な

姿
に
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
に
強

い
親
し
み
を
感
じ
ま
す
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

の
山
田
康
弘
氏
は
、
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
明
る
い
農
村
風
景
の
「
弥

生
時
代
」
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

貧
し
い
遅
れ
た
「
縄
文
時
代
」

と
い
う
以
前
か
ら
の
時
代
イ

メ
ー
ジ
が
、
三
内
丸
山
遺
跡
を

は
じ
め
、
各
地
の
縄
文
遺
跡
の

発
掘
で
変
わ
っ
て
き
た
と
言
っ

て
い
ま
す
。
様
々
な
デ
ザ
イ
ン

の
土
器
や
土
偶
、
前
の
時
代
よ

り
も
洗
練
さ
れ
た
石
器
。
三
内

丸
山
で
発
掘
さ
れ
た
太
い
栗
の

丸
柱
を
用
い
た
高
層
建
物
。
そ

し
て
ポ
シ
ェ
ッ
ト
や
ク
ッ
キ
ー

等
の
発
見
が
イ
メ
ー
ジ
を
変
え

た
要
因
で
す
が
、
一
側
面
だ
け

を
切
り
と
っ
て
判
断
す
る
こ
と

は
危
険
と
山
田
氏
は
述
べ
て
い

ま
す
。
私
も
同
意
見
で
す
。
幾

つ
か
の
縄
文
遺
跡
を
訪
ね
て

思
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
ぞ
こ
の

よ
う
な
環
境
で
集
落
を
営
み
、

数
百
年
、
数
千
年
耐
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
然
は

多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
す
が
そ

れ
を
倍
す
る
苛
酷
な
試
練
を
課

し
ま
す
。

　

火
山
の
爆
発
に
よ
る
火
山
灰

等
で
、
直
前
の
状
態
を
残
し
て

埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
集
落
も
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
環
境
に
も
耐
え

た
縄
文
人
は
、
現
代
人
の
理
解

を
超
え
た
創
造
力
や
抱
擁
力
や

忍
耐
力
の
限
界
を
持
た
な
い
、

と
て
つ
も
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
持

主
だ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。

　

北
海
道
南
西
部
の
入
江
遺
跡

か
ら
小
児
期
に
全
身
が
麻
痺
し

て
ほ
と
ん
ど
寝
た
き
り
の
状
態

に
な
り
な
が
ら
、
20
歳
頃
ま
で

生
き
た
と
考
え
ら
れ
る
人
骨
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
縄
文
人
の

平
均
寿
命
は
31
歳
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
縄
文

人
が
障
害
者
を
介
護
し
て
い
た

事
例
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

国
立
科
学
博
物
館
人
類
研
究

官
の
海
部
陽
介
氏
は
、「
縄
文

人
は
生
物
学
的
能
力
に
お
い
て

現
代
人
と
異
な
る
と
み
な
す
根

拠
は
全
く
な
い
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。

　

強
い
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
石

器
と
、
底
知
れ
ぬ
創
造
力
の
土

器
と
、
心
か
ら
親
し
み
を
感
じ

る
土
偶
、
そ
し
て
敷
石
に
み
ら

れ
る
石
の
心
を
充
分
に
汲
ん
だ

石
使
い
な
ど
縄
文
人
が
つ
く
り

あ
げ
た
も
の
が
、
後
の
時
代
手

技
と
安
ら
ぎ
と
慈
し
み
が
モ

チ
ー
フ
の
、
日
本
庭
園
誕
生
の

精
神
性
、
具
象
性
の
骨
子
と
な

り
現
代
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
が

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
と

確
信
し
て
い
ま
す
。

つ
づ
く

（
前
回
の
訂
正
）

火
天
の
城　

山
本
兼
一

著
の
内
容
で
平
成
４
年

を
２
０
０
４
年
、
平
成

９
年
を
２
０
０
９
年
、

１
９
１
４
年
を
２
０
１
４

年
に
訂
正
し
お
詫
び
い
た

し
ま
す
。

【
写
真
説
明
】

①		　

４
４
０
万
年
前
人
類
の

祖
先
が
誕
生
し
た
こ
ろ
は
、

唯
の
石
こ
ろ
だ
っ
た
礫
に

２
６
０
万
年
前
に
刃
が
つ
い

た
の
は
、
偶
然
か
そ
れ
と
も

知
恵
か
。

②		　

初
期
の
チ
ョ
ッ
パ
ー
出
現

か
ら
85
万
年
後
の
１
７
５
万

年
前
の
人
類
、
ホ
モ
・
エ
ル

ガ
ス
タ
ー
が
造
っ
た
ハ
ン
ド

ア
ッ
ク
ス
（
手
斧
）。
人
類

史
に
お
け
る
石
器
の
進
化
は

⑳

こ
の
よ
う
な
遅
遅
と
し
た
も

の
。【
東
京
大
学
総
合
研
究

博
物
館
】

③		　

日
本
一
美
し
い
と
い
わ
れ

て
い
る
１
万
５
千
年
前
の

神み
こ
し
ば

子
柴
石
器
群
。
左
か
ら
玉

髄
、
凝
灰
質
頁
岩
、
下サ

ヌ
カ
イ
ト

呂
石

の
尖
頭
器
。
２
６
０
万
年
と

い
う
石
器
変
遷
の
後
に
誕

生
。【
伊
那
創
造
館
】

④		　

三
内
丸
山
の
縄
文
時
遊
館

に
展
示
さ
れ
て
い
る
蛇
紋

岩
の
磨
製
石
斧
。
富
山
県
の

黒
部
川
周
辺
で
製
作
の
石
斧

は
関
東
で
も
見
つ
か
っ
て
い

る
。
大
木
の
打
割
り
に
は
そ

の
粘
り
が
役
に
立
つ
。

⑤		　

古
代
人
は
目
的
に
合
っ
た

様
々
な
石
器
類
を
コ
ツ
コ
ツ

と
手
間
暇
掛
け
て
作
っ
た
。

下
段
中
央
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー

な
ど
の
穴
あ
け
用
の
キ
リ
。

【
三
内
丸
山
】

⑥		　

何
の
変
哲
も
な
い
石
こ
ろ

が
、
穴
を
あ
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
装
飾
と
い
う
身

近
な
も
の
に
な
る
。
縄
文
人

の
目
的
は
石
を
選
ぶ
こ
と
よ

り
も
穴
あ
け
に
あ
っ
た
よ
う

だ
。【
三
内
丸
山
】

⑦		　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
原
住
民

が
、
何
度
も
何
度
も
磨
い
て

は
眺
め
眺
め
て
は
磨
い
て
仕

上
げ
た
で
あ
ろ
う
５
千
年
前

の
石
斧
。【
ニ
ュ
ー
グ
レ
ン

ジ
】

⑧		　

石
を
組
む
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
積
み
上
げ
た
崩
れ
積

み
。
江
州
（
滋
賀
県
）
崩
れ

特
有
の
豪
快
な
立
体
感
が
特

徴
。【
横
浜
筆
者
施
工
】

⑨		　

縄
文
人
は
５
千
年
前
に
敷

石
施
工
で
忌
み
嫌
う
四
つ
目

地
や
、
八
巻
、
通
り
目
地
を

既
に
知
っ
て
い
た
の
か
と
戸

惑
う
仕
事
ぶ
り
。【
相
模
原

勝
坂
遺
跡
】

⑩		　

柄
鏡
形
敷
石
住
居
。
下
段

右
が
入
口
通
路
で
柄
の
部

分
。
部
屋
の
入
口
に
は
亡
く

な
っ
た
子
供
な
ど
を
入
れ
る

壷
。
部
屋
中
央
に
は
石
炉
。

石
は
１
キ
ロ
ほ
ど
西
の
多
摩

川
よ
り
調
達
。【
国
立
市
南

養
寺
遺
跡
】

⑪		　

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
食
虫

植
物
。
壷
と
は
思
え
な
い
独

特
の
デ
ザ
イ
ン
。
作
者
は
何

か
ら
ヒ
ン
ト
を
え
た
の
か
。

【
八
戸
是
川
縄
文
館
】

⑫		　

縄
文
人
の
最
大
の
発
見
は

小
動
物
ハ
ン
ト
の
鏃
と
木
の

実
の
ア
ク
抜
き
の
土
器
だ
と

言
う
。
そ
の
土
器
の
デ
ザ
イ

ン
が
こ
こ
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
た
。【
釈
迦
堂
遺
跡
博

物
館
】

⑬		　

母
親
の
胎
内
か
ら
新
た
な

生
命
が
誕
生
す
る
。
縄
文
人

の
再
生
へ
の
強
い
希
求
が
、

煮
炊
き
に
使
う
土
器
を
母
体

に
ま
で
変
容
さ
せ
た
。【
北

杜
市
考
古
資
料
館
】

⑭		　

バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
土
偶

の
様
々
な
顔
。
フ
ラ
ン
ス

で
日
本
の
縄
文
展
を
開
催
し

た
際
、
日
本
に
は
ピ
カ
ソ
が

何
人
い
る
の
か
と
の
質
問
が

あ
っ
た
と
言
う
。【
釈
迦
堂

遺
跡
博
物
館
】

⑮		　

青
森
県
八
戸
ま
で
わ
ざ
わ

ざ
出
向
い
た
目
的
の
ひ
と

つ
が
こ
の
遮
光
器
土
偶
。
し

か
し
会
っ
た
瞬
間
笑
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
表
現
力
は
静

か
な
面
白
さ
に
満
ち
て
い

る
。【
八
戸
是
川
縄
文
館
】

⑯		　

新
た
な
命
を
宿
し
て
い
る

［
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
］
は
、

大
地
に
不
動
の
姿
で
立
ち
尽

く
す
。
縄
文
人
が
一
番
求
め

て
い
る
も
の
が
、
少
し
だ
け

理
解
で
き
た
よ
う
な
気
が
し

た
。【
尖
石
縄
文
考
古
館
】

⑰		　

ビ
ー
ナ
ス
か
ら
千
年
後
に

誕
生
し
た
「
仮
面
の
女
神
」。

縄
文
人
に
と
っ
て
千
年
と
い

う
月
日
は
昨
日
の
こ
と
の
よ

う
だ
。
千
年
前
と
同
じ
よ
う

に
女
神
も
大
地
に
根
を
張
っ

て
い
た
。【
尖
石
縄
文
考
古
館
】

⑱		　

こ
の
「
合
掌
土
偶
」
も
国

宝
で
あ
る
。
腰
を
お
ろ
し
手

を
合
わ
し
て
い
る
。
祈
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
祈
り
だ

と
す
る
と
何
を
祈
っ
て
い
る

の
か
。【
八
戸
是
川
縄
文
館
】

⑲		　

中
が
空
洞
の
土
偶
を
「
中

空
土
偶
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し

こ
の
土
偶
の
空
洞
に
は
、
子

を
な
く
し
た
親
の
悲
し
み
が

ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
。【
横
浜

市
歴
史
博
物
館
】

⑳		　

三
内
丸
山
遺
跡
の
堀
立
て

柱
の
高
層
建
物
。
千
五
百

年
間
の
長
き
に
渡
っ
て
人
々

が
住
み
続
け
た
。
そ
れ
ま
で

の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
縄
文
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
こ
の
遺
跡
の
発

掘
に
よ
っ
て
ガ
ラ
リ
と
変

わ
っ
た
。


