
「
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
観
光
振
興
」

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
に
は
、
輝
か
し
い
新
年
を
お

揃
い
で
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
祝

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
素
は
、
観
光
協
会
の
事
業
全
般
に

格
別
の
ご
理
解
と
ご
支
援
、
ご
協
力
を

賜
り
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
前
年
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
か
ら
ワ
ク
チ

ン
接
種
が
浸
透
し
ま
し
た
が
、
依
然
厳

し
い
状
況
が
続
き
一
旦
終
息
の
兆
し
が

見
え
ま
し
た
が
、
第
六
波
が
懸
念
さ
れ

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
効
果
は
全
く
期
待
出
来
ず
、
国
内
外

の
経
済
状
況
は
予
断
を
許
さ
ず
、
観
光

協
会
も
三
密
を
避
け
た
ア
ウ
ト
ド
ア
に

活
路
を
見
い
出
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

昨
年
の
活
動
状
況
と
し
て
、

①�

組
織
及
び
会
員
の
定
義
変
更
な
ど
体

制
の
刷
新

②�

「
近
江
の
聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事

業
」
と
し
て
、
妹
背
の
里
で
の
講
談

及
び
講
演
会
の
開
催

③�

「
川
守
城
」
と
「
星
ケ
崎
城
」
の
御

城
印
の
制
作
販
売

④�

町
内
飲
食
店
で
使
用
で
き
る
「
近
江

う
し
丸
ク
ー
ポ
ン
第
２
弾
」
の
発
行

⑤�
雪
野
山
、
鏡
山
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス

の
整
備
準
備
と
新
コ
ー
ス
の
開
拓
の

検
討

⑥�

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
滋
賀
竜

王
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
活
動
の
推
進

⑦�

主
要
都
市
で
の
商
談
会
等
の
観
光
誘

客
活
動
の
実
施

な
ど
を
推
進
致
し
ま
し
た
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
観
光
施
設
や
各
種

団
体
及
び
皆
様
と
の
連
携
を
密
に
し

て
、
豊
か
な
観
光
地
域
資
源
の
再
構
築

を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
近
江
牛
・
近

江
米
・
果
樹
な
ど
の
農
畜
産
物
や
観
光

施
設
並
び
に
豊
か
な
自
然
や
史
跡
、
苗

村
祭
り
・
火
祭
り
や
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
な

ど
の
地
域
で
守
り
継
が
れ
た
伝
統
行
事

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
田
植
え
・
稲
刈
り
・
果
樹
狩

り
体
験
な
ど
の
観
光
農
業
も
魅
力
的
で

可
能
性
を
秘
め
て
お
り
如
何
に
連
携
し

て
行
く
か
に
よ
り
、
総
合
観
光
力
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
「
環
境
王
国
」
の
認
証
を
目

指
し
、
自
然
環
境
と
農
業
の
バ
ラ
ン
ス

が
保
た
れ
農
産
物
や
特
産
品
の
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
効
果
も
見
込
ま
れ
Ｓ
Ｇ
Ｄ
ｓ

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
活
動
の
推

進
の
一
助
に
す
る
所
存
で
す
。

　

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
ご

健
勝
と
ご
多
幸
並
び
に
ご
活
躍
を
祈
念

い
た
し
ま
し
て
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

竜
王
町
観
光
協
会清　

水
　
正
　
作

副
会
長
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川
守
城
城
跡
に
住
む
者
を
、
以
前
川
守

の
人
た
ち
か
ら
、
時
々
「
城
屋
敷
の
人
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
が
あ
り
、
私
は
そ
こ

で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。

　

福
本
家
四
軒
を
囲
む
田
ん
ぼ
は
、
古
来

は
川
守
城
の
濠
で
あ
り
、当
時
は
通
称
「
濠

田
」
と
呼
ば
れ
、
稲
・
裏
作
な
ど
作
付
け

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
の
祖
母
は
、
お
手

伝
い
さ
ん
と
そ
の
田
の
這
い
草
を
し
て
い

た
時
、
強
い
雷
に
遭
い
「
ピ
カ
ー
」
と
い

う
稲
光
と
と
も
に
泥
深
い
土
に
の
め
り
込

み
ま
し
た
。
黒
塗
り
に
な
っ
た
お
互
い
の

顔
が
、
焼
け
焦
げ
た
と
勘
違
い
し
て
体
が

沈
ん
で
い
く
恐
怖
を
感
じ
た
と
よ
く
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
濠
な
る
土
地
の
由
縁
で

あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
吉
田
出
雲
守
代
々
の
居
城
と
し

て
栄
え
た
川
守
城
の
城
中
に
鎮
座
さ
れ
て

い
た
歴
史
あ
る
八
幡
神
社
と
は
幼
少
の
頃

知
る
由
も
な
く
、
春
に
は
土
手
に
登
り
土

筆
や
つ
ば
な
を
摘
み
、
夏
に
は
高
い
木
立

に
鳴
く
蝉
取
り
、
境
内
で
は
「
け
ん
ぱ
」

や
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
と
恰
好
の
遊
び
場
で

し
た
。

　

一
方
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
社
は
、
村
人

の
篤
い
信
仰
に
よ
っ
て
長
い
間
護
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
中
で
も
氏
子
に
よ
る
毎
日
の

燈
明
は
も
と
よ
り
、
月
初
め
の
榊
の
奉
納
、

迎
春
の
準
備
な
ど
全
て
の
管
理
に
心
を
砕

か
れ
、
川
守
の
人
た
ち
の
支
え
に
よ
っ
て

受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　

八
幡
神
社
界
隈
に
住
む
人
た
ち
は
「
八

幡
さ
ん
、
八
幡
さ
ん
」
と
親
し
く
呼
び
崇

拝
し
て
い
ま
し
た
。
祖
母
を
始
め
、
近
く

の
お
年
寄
り
は
朝
晩
の
礼
拝
は
欠
か
す
こ

と
な
く
、
生
き
る
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
私
は
、
身
体
が
弱
か
っ
た
の
で
快

方
に
向
か
う
度
に
、
八
幡
さ
ま
の
お
陰
と

祖
母
は
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

氏
子
の
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
八
幡
さ
ん

の
お
祭
り
は
子
供
の
頃
楽
し
み
の
ひ
と
つ

で
し
た
。
待
ち
に
待
っ
た
仲
秋
の
名
月
の

当
日
、
男
性
は
境
内
の
清
掃
や
神
殿
の
奉

納
、
女
性
は
昼
食
の
準
備
に
大
わ
ら
わ
。

そ
の
季
節
に
穫
れ
る
野
菜
た
っ
ぷ
り
の
実

が
入
っ
た
大
鍋
、
出
汁
は
泥
鰌
（
ど
じ
ょ

八
幡
さ
ん
と
わ
た
し

う
）、
豆
腐
と
う
ど
ん
が
加
わ
り
、
や
が

て
ふ
つ
ふ
つ
と
煮
た
ぎ
る
。
お
酒
の
宛
は
、

里
芋
や
い
ん
げ
ん
豆
、
結
び
干
瓢
の
煮
物
、

い
さ
ざ
の
煮
付
け
、
ず
い
き
の
酢
の
物
な

ど
の
付
き
出
し
と
な
り
ま
す
。
頭
屋
は
輪

番
制
で
座
敷
は
開
け
放
さ
れ
、
福
本
家
四

軒
の
家
族
全
員
と
井
上
平
在
エ
門
（
発
足

当
時
の
庄
屋
さ
ん
）
の
子
孫
が
総
氏
子
、

顔
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
開
宴
と
な
る
。
屈

託
の
な
い
話
や
笑
い
、
何
の
気
兼
ね
も
な

く
食
べ
放
題
、
決
し
て
食
べ
物
が
豊
富
な

時
代
で
は
な
か
っ
た
だ
け
に
、
あ
の
味
の

美
味
し
さ
は
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
行
事
が
末
永
く
楽
し
み
と
と

も
に
続
け
ら
れ
る
昔
の
人
の
知
恵
だ
っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

今
は
生
活
も
様
変
わ
り
し
て
、
今
後
は

形
に
拘
る
こ
と
な
く
長
く
続
け
ら
れ
る
よ

う
お
祭
り
の
内
容
も
改
善
さ
れ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。
こ
の
神
社
も
多
数
の
人
々
の

浄
財
に
よ
っ
て
改
築
さ
れ
て
お
り
、
由
緒

あ
る
旧
跡
を
保
存
し
、
末
永
く
後
世
に
伝

え
て
い
こ
う
と
す
る
地
元
の
人
た
ち
に
更

め
て
感
謝
し
、
幼
い
頃
の
自
身
を
振
り
返

る
ひ
と
時
を
頂
い
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い

ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
里
の
家
に
は
大
き
な
松

の
木
の
切
り
株
が
三
つ
あ
り
ま
し
た
。
一

番
新
し
い
切
り
株
は
、
戦
中
供
出
さ
れ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
株
は
大
人
の
背

丈
以
上
あ
り
、
三
分
の
一
は
根
が
露
出
し
、

中
は
空
洞
に
な
っ
て
い
て
子
供
の
隠
れ
場

で
あ
っ
た
り
、
防
空
壕
と
な
っ
た
こ
と
も

憶
え
て
い
ま
す
。
根
の
三
分
の
二
は
土

に
覆
わ
れ
て
い
て
苔
な
ど
が
生
え
、
滑
り

台
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
叔
母
が
弓
削
に

嫁
ぎ
、
こ
の
松
を
目
当
て
に
い
そ
い
そ
と

里
帰
り
し
た
よ
う
で
す
。
相
当
の
大
木
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

川
守
城
は
土
塁
だ
っ
た
と
も
聞
い
て
い

ま
す
。
里
の
家
の
裏
木
戸
か
ら
石
段
を
下

り
た
西
側
は
広
い
籾
干
し
場
と
農
小
屋
が

あ
り
、
そ
の
北
側
は
低
い
土
手
に
な
っ
て

い
て
、
木
や
し
の
べ
が
生
え
て
い
ま
し
た
。

土
塁
な
ら
ぬ
昔
の
名
残
り
に
結
び
つ
け
、

先
祖
が
大
切
に
育
て
て
き
た
松
と
城
を
心

の
屏
風
絵
と
し
、
こ
こ
が
本
丸
か
、
こ
の

あ
た
り
が
馬
小
屋
だ
っ
た
か
と
、
彷
彿
し

て
く
る
歴
史
を
楽
し
ま
せ
て
頂
い
た
こ
と

も
加
え
て
お
き
ま
す
。

西村　久枝 氏

歴史倶楽部

（鵜川）
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シ
リ
ー
ズ
ふ
る
さ
と
探
訪
60

「
鏡
山
と
各
務
支
考
」

山
本
　
茂 

氏 

（
美
松
台
）

友
黒
主
）
以
下
略

　

い
ず
れ
も
歌
人
た
ち
が
鏡
山
か
ら
鏡
を

連
想
し
、
自
ら
の
心
象
風
景
を
詠
ん
だ
も

の
。
同
山
の
西
麓
を
東
山
道
が
は
し
り
都

を
往
来
す
る
旅
人
た
ち
も
、
こ
こ
を
通
る

度
こ
う
し
た
歌
を
思
い
起
こ
し
た
に
違
い

な
い
。

　

さ
て
、
各
務
支
考
の
句
に
「
ほ
と
と
ぎ

す
鳴
く
や
ち
ら
り
と
鏡
山
」
が
あ
る
。
支

考
は
、
江
戸
時
代
前
期
美
濃
（
岐
阜
県
）

出
身
の
俳
人
で
、
松
尾
芭
蕉
の
門
下
生
で

あ
り
蕉
門
十
哲
の
一
人
。
師
の
芭
蕉
か
ら

軽
薄
な
お
調
子
者
と
見
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
が
、
芭
蕉
が
大
坂
で
臨
終
の
床
に
あ
っ

た
と
き
は
親
身
に
看
病
し
遺
言
書
の
中
で

芭
蕉
か
ら
感
謝
の
言
葉
を
贈
ら
れ
る
よ
う

な
誠
実
な
一
面
が
あ
っ
た
。�
芭
蕉
死
後

の
活
躍
は
目
覚
ま
し
く
東
西
に
行
脚
し
て

門
弟
を
獲
得
し
、
ま
た
度
々
芭
蕉
追
善
の

法
会
を
催
し
て
蕉
門
俳
諧
の
指
導
者
と
し

て
の
地
位
を
固
め
、
美
濃
派
と
称
さ
れ
る

一
大
勢
力
を
築
い
た
。

　

俳
風
は『
俗
談
平
話
』。蕉
風
の
俳
論
で
、

俳
諧
は
日
常
の
俗
語
・
話
し
言
葉
を
用
い
、

そ
れ
を
雅
語
に
匹
敵
す
る
も
の
に
高
め
て

風
雅
を
表
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
大
衆
受
け
す
る
こ
の
俳
論
は

そ
れ
だ
け
に
俳
諧
の
低
俗
化
は
避
け
ら
れ

ず
、
後
に
俳
諧
低
俗
化
の
張
本
人
と
見
な

さ
れ
た
。

　

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
こ
の
句
も
短
い

十
七
文
字
の
中
に
ち
ら
り
と
イ
ン
パ
ク
ト

の
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
挟
ん
で
い
る
。
古

来
歌
人
が
い
ず
れ
も
鏡
山
を
詠
み
手
の
内

省
を
鏡
に
置
き
換
え
て
格
調
高
く
心
象
風

景
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
中
、
な
ん
と
、

こ
の
句
は
「
ち
ら
り
」
で
あ
る
。
支
考
は

俗
談
平
話
を
矜
持
と
す
る
と
い
え
、
何
故

こ
こ
で
ち
ら
り
な
の
だ
ろ
う
か
？
普
通
に

「
ほ
と
と
ぎ
す
雲
の
間
に
ま
に
鏡
山
」
く

ら
い
で
い
い
も
の
を
。
こ
の
句
を
一
度
吟

じ
る
と
頭
か
ら
離
れ
な
い
。
ま
さ
に
『
連

想
』
の
陥
穽
（
落
と
し
穴
）
に
放
り
こ
ま

れ
た
気
分
で
あ
る
。
陥
穽
の
本
質
、
つ
ま

り
ち
ら
り
で
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
眼
前

の
鏡
山
で
な
く
、
別
の
風
景
、
例
え
ば
江

戸
享
保
期
に
活
躍
し
た
第
四
代
大
関
鏡
山

沖
野
右
衛
門
の
取
組
で
は
な
か
っ
た
か
?!

相
撲
賭
博
好
き
の
読
み
手
が
本
場
所
千
秋

楽
を
翌
日
に
控
え
、
次
第
に
力
の
衰
え
が

目
立
っ
て
き
た
鏡
山
の
優
勝
に
賭
け
る

か
、
賭
け
な
い
か
。
逡
巡
す
る
中
、
こ
の

　

竜
王
町
に

あ
る
鏡
山
は

歌
枕
で
あ

る
。
歌
枕
と

は
和
歌
の
中

に
古
来
多
く

詠
み
込
ま
れ

た
名
所
。
こ
れ
は
同
町
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
に

格
調
高
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
引
用
し

た
い
。

　

鏡
山
は
山
頂
付
近
に
雨
の
神
・
水
の
神

と
も
い
わ
れ
る
八
大
竜
王
の
一
つ
摩
耶
斯

竜
神
（
ま
な
し
り
ゅ
う
じ
ん
）
が
竜
王
宮

と
し
て
祀
ら
れ
、
霊
山
竜
王
山
と
し
て
も

有
名
で
あ
る
が
、
詩
興
豊
か
な
こ
の
秀
峯

は
和
歌
、
俳
句
、
漢
詩
に
百
余
首
と
幾
多

墨
客
の
歌
枕
と
な
り
近
江
の
名
山
に
数
え

ら
れ
た
歴
史
と
文
化
の
里
山
で
あ
る
。

　

主
な
作
品
と
し
て

●�

鏡
山�

君
に
心
や�

う
つ
る
ら
む�

い
そ
ぎ

た
た
れ
ぬ
旅
衣
か
な�

（
藤
原
定
家
）

●�

か
が
み
山�

老
い
ぬ
る
か
げ
を�

は
づ
か

し
み�

た
れ
こ
め
て
は
が
行
く
と
見
る

ら
ん�

（
本
居
宣
長
）

●�

鏡
山�

い
ざ
立
ち
寄
り
て�

見
て
ゆ
か
む�

年
経
ぬ
る
身
は
老
い
や
し
ぬ
る
と�

（
大

鏡
宿
に
あ
っ
て
時
鳥
の
声
を
聴
き
、
勝
利

を
確
信
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
の
鳴
き
声
（
聞
き
な
し
と
言
う
）
と
は

『
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
・
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ

タ
カ
』
つ
ま
り
鏡
山
の
時
鳥
は
、
テ
ッ
ペ

ン　
（
ト
ッ
プ
の
こ
と
）
賭
け
た
か
?!
と

念
を
押
し
た
声
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
る
で
落
語
の
落
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
お
後
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で
…
（
文
中

後
半
『
連
想
』
の
陥
穽
部
分
は
、
筆
者
の

妄
想
で
す
。
ご
容
赦
の
程
）

お
詫
び　

�

シ
リ
ー
ズ
ふ
る
さ
と
探
訪
の
採

番
に
誤
採
番
が
判
明
。
正
規
番

号
に
変
更
。
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一
昨
年
一
月
か
ら
感
染
が
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
感
染
防
止
対

策
の
徹
底
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
お
陰
で
昨
年
十
月
よ

り
全
国
で
緊
急
事
態
宣
言
等
が
解
除
さ
れ
、
人
の
動

き
も
漸
く
動
き
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ワ
ク
チ
ン

効
果
も
時
間
経
過
と
と
も
に
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、

新
た
に
三
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
摂
取
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
新
変
異
株
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
も
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
す
。
引
続
き
お
一
人
お
ひ
と
り
の
感
染
防

止
に
向
け
た
行
動
が
大
切
で
す
。

　

観
光
協
会
も
昨
年
十
月
か
ら
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
、
多
く
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
数
多
く

の
笑
顔
や
歓
び
の
声
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
今
後
も
、

感
染
防
止
を
行
い
、
観
光
振
興
を
推
し
進
め
て
参
り

ま
す
。
特
に
、
今
年
と
来
年
は
二
市
二
町
が
連
携
し

て
繰
り
広
げ
る
『
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
悠
久
の

近
江
魅
力
再
発
見
』
事
業
が
本
格
化

し
ま
す
。
地
域
の
方
々
や
企
業
様
に

は
、
こ
の
事
業
に
サ
ポ
ー
タ
ー
や
協

賛
と
し
て
ご
参
加
を
賜
り
、
こ
の
東

近
江
地
域
か
ら
全
国
に
情
報
発
信
し

ま
し
ょ
う
。�（
副
会
長　

邑
地
礼
子
）

　

昨
年
八
月
か
ら
取
扱
い
を
開
始
し
ま
し
た
「
竜
王

町
飲
食
店
応
援
事
業
」
で
各
ご
家
庭
に
郵
送
い
た
し

ま
し
た
近
江
う
し
丸
ク
ー
ポ
ン
の
ご
利
用
期
限
が
、

今
年
一
月
末
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
一
度
、
ク
ー

ポ
ン
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
期
限
内
の
ご
利
用
を
お

願
い
し
ま
す
。
二
月
一
日
以
降
の
ご
利
用
は
出
来
ま

せ
ん
の
で
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�

（
竜
王
町
観
光
協
会
）

ご
利
用
期
限
迫
る
!!

竜
王
町
観
光
協
会

今
年
と
来
年
は
聖
徳
太
子
!?

　

今
年
二

月
二
十
二

日
㈫
は
聖

徳
太
子
が

薨
去
（
こ

う
き
ょ
）
さ
れ
て
一
四
〇
〇
年
を
迎
え
ま

す
。
全
国
に
は
聖
徳
太
子
の
開
基
や
縁

起
、
言
い
伝
え
が
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、

特
に
こ
の
東
近
江
地
域
に
集
中
し
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
近
江
地
域
（
東

近
江
市
、
近
江
八
幡
市
、
日
野
町
、
竜
王

町
）
で
は
、
開
基
や
縁
起
の
あ
る
十
一
の

社
寺
や
二
市
二
町
、
商
工
会
議
所
、
商
工

会
、
観
光
協
会
が
連
携
し
、
一
昨
年
十
月

に
「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
悠
久
の
近
江

魅
力
再
発
見
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
本

年
二
月
か
ら
来
年
十
二
月
ま
で
の
間
各
種

イ
ベ
ン
ト
を
催
し
ま
す
。
聖
徳
太
子
薨
去

一
四
〇
〇
年
を
機
に
、
聖
徳
太
子
と
こ
の

地
域
と
の
関
り
や
足
跡
等
を
全
国
に
情
報

発
信
し
、
観
光
促
進
と
観
光
誘
客
の
増
強

を
目
指
し
、
こ
の
地
域
を
盛
り
上
げ
よ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
事
業
へ

の
サ
ポ
ー
タ
ー
や
協
賛
さ
れ
る
方
々
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
商

工
会
や
観
光
協
会
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

竜
王
町
で
の
聖
徳
太
子
の
開
基
や
縁

起
、
言
い
伝
え
は
、
小
口
の
観
音
禅
寺
の

御
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
や
駕
輿
丁
地

蔵
堂
の
延
命
子
安
地
蔵
尊
、
須
恵
観
音
堂

の
千
手
観
世
音
菩
薩
、弓
削
阿
弥
陀
寺
（
瑞

光
寺
）
の
釈
迦
如
来
、
岡
屋
吉
祥
寺
観
音

堂
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
が
聖
徳
太
子
に

よ
っ
て
刻
ま
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ

り
ま
す
。
他
に
も
雲
冠
寺
や
法
満
寺
、
法

満
寺
五
別
院
の
開
基
や
縁
起
の
言
い
伝
え

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
情
報
を
上
手

く
観
光
に
繋
げ
、
観
光
誘
客
獲
得
を
目
指

し
て
い
き
ま
す
。

　
「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
悠
久
の
近
江

魅
力
再
発
見
委
員
会
」
の
主
な
イ
ベ
ン
ト
。

　

プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
昨
年
十
月
一
日

㈮
か
ら
十
一
日
㈪
ま
で
太
郎
坊
宮
、
長
光

寺
、正
明
寺
、観
音
禅
寺
で
レ
ー
ザ
ー
サ
ー

チ
ラ
イ
ト
照
射
が
夕
刻
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
同
日
か
ら
十
一
社
寺
に
よ
る
近
江

の
聖
徳
太
子
限
定
霊
跡
御
朱
印
紙
授
与
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
十
一
月
十
三
日
㈯
午

後
に
妹
背
の
里
に
て
四
代
目
玉
田
玉
秀
斎

氏
に
よ
る
講
談
「
近
江
と
聖
徳
太
子
」
と

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
歴
史
資
源
開
発
機
構
主
席
研

究
員
大
沼
芳
幸
氏
に
よ
る
講
演
会
「
近
江

ゆ
か
り
の
聖
徳
太
子
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日
㈫
午
前
十
時

か
ら
願
成
就
寺
（
近
江
八
幡
市
）
に
て
聖

徳
太
子
一
四
〇
〇
年
御
遠
忌
法
要
、
近
江

十
一
社
寺
記
念
事
業
決
起
法
要
が
営
ま
れ

ま
す
。
翌
二
十
三
日
㈬
に
は
願
成
就
寺
と

日
牟
禮
八
幡
宮
（
近
江
八
幡
市
）
で
舞
楽

「
蘇
莫
者
」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
令
和

四
年
五
月
二
十
二
日
㈰
午
前
十
時
か
ら
観

音
正
寺
（
近
江
八
幡
市
）
に
て
観
音
正
寺

開
基
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
御
遠
忌
開
闢

法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

　

中
日
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
令
和
四
年
十
月

一
日
㈯
か
ら
十
六
日
㈰
ま
で
百
済
寺
（
東

近
江
市
）
に
て
御
本
尊
植
木
観
音
の
特
別

開
帳
と
極
彩
色
聖
徳
太
子
孝
養
像
の
特
別

公
開
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
神
仏
習
合
法
要

が
令
和
五
年
五
月
七
日
㈰
（
時
間
未
定
）

に
太
郎
坊
宮
（
東
近
江
市
）
に
て
営
ま
れ

ま
す
。

　

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
令
和
五
年
十
二
月
三
日

㈰
午
前
十
時
か
ら
瓦
屋
寺
（
東
近
江
市
）

に
て
御
本
尊
千
手
観
世
音
菩
薩
閉
帳
法
要

が
営
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
以
外
に
も

こ
の
期
間
中
、
各
社
寺
で
は
御
遠
忌
法
要

や
秘
仏
の
御
開
帳
、
掛
け
軸
の
公
開
等
を

検
討
中
で
す
。
是
非
こ
の
機
会
を
お
見
逃

し
な
く
。

　

詳
し
く
は
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
悠
久

の
近
江
魅
力
再
発
見
委
員
会
ま
で

（https://om
i-st1400.com

）
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