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オーナー経営者なら
自由に決めたいが…

誰
だ
っ
て
退
職
金
は
な
る
べ
く
多

く
も
ら
い
た
い
。
長
年
に
わ
た
り
事

業
の
舵
取
り
役
を
務
め
て
き
た
経
営

者
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。
オ
ー

ナ
ー
経
営
者
が
自
分
自
身
の
退
職
金

を
ど
れ
だ
け
の
金
額
に
設
定
し
よ
う

が
、
誰
に
も
文
句
は
い
わ
れ
た
く
な

い
。と

こ
ろ
が
現
実
は
そ
う
は
い
か
ず
、

中
小
事
業
者
が
受
け
取
る
役
員
退
職

金
は
、
国
税
に
否
認
さ
れ
や
す
い
項

目
の
一
つ
だ
。
役
員
退
職
金
を
巡
る

税
法
上
の
規
定
は
、
法
人
税
法
34
条

と
施
行
令
70
条
に
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
退
職
給
与
と
し
て
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
は
「
過
大
」
な
の
で
否

認
す
る
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

具
体
的
に
い
く
ら
か
ら
が
過
大
か
は

分
か
ら
な
い
。

経
営
者
な
ど
が
退
任
時
に
受
け
取
る「
役
員
退
職
金
」は
、

法
人
の
税
務
の
な
か
で
最
も
納
税
者
と
課
税
当
局
の
対
立
要

因
に
な
り
や
す
い
テ
ー
マ
だ
。
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
事
業
者

が
国
税
と
戦
い
、
そ
し
て
敗
れ
て
き
た
。
役
員
退
職
金
の
金

額
の
妥
当
性
を
問
う
上
で
の
重
要
項
目
で
あ
る「
功
績
倍
率
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

様
に
、
同
業
他
社
の
平
均
的
な
功
績

倍
率
な
ど
納
税
者
は
知
り
よ
う
が
な

い
。
そ
の
た
め
納
税
者
と
し
て
は
、

リ
ス
ク
が
最
も
少
な
い
「
３
倍
」
を

当
て
は
め
つ
つ
、
そ
れ
で
も
否
認
さ

れ
る
可
能
性
が
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
覚

悟
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

平
成
29
年
の
東
京
地
裁
判
決
で
は
、

原
告
の
業
者
が
「
６
・
49
」
の
功
績

倍
率
を
採
用
、
課
税
庁
側
が
県
内
の

類
似
５
法
人
の
退
職
金
な
ど
を
基
に

平
均
功
績
倍
率
を
「
３
・
26
」
と
し

た
事
例
に
つ
い
て
、「
納
税
者
が
同

業
他
社
の
退
職
金
を
参
考
に
す
る
の

は
現
実
的
に
は
難
し
い
」
と
し
て
、

平
均
値
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
る
こ
と

は
「
許
容
す
る
の
が
妥
当
」
と
認
め

て
い
る
。
許
容
で
き
る
範
囲
と
し
て

「
平
均
の
１
・
５
倍
」
と
い
う
基
準
ま

で
示
し
た
。

納
税
者
が
類
似
法
人
の
正
確
な
役

員
給
与
や
功
績
倍
率
を
知
る
方
法
が

な
い
以
上
、
あ
る
程
度
ま
で
の
逸
脱

を
許
容
す
べ
き
と
い
う
の
は
も
っ
と

も
な
話
だ
が
、
高
裁
で
こ
の
判
決
は

覆
さ
れ
て
い
る
。
高
裁
判
決
で
は
、

「
同
業
類
似
法
人
間
に
通
常
存
在
す

る
諸
要
素
の
差
異
や
そ
の
個
々
の
特

殊
性
を
捨
象
し
て
平
準
化
さ
れ
た
数

値
を
出
す
こ
と
に
意
義
が
あ
る
」
と

述
べ
、
当
局
側
が
採
用
し
た
「
３
・

26
」
こ
そ
が
妥
当
な
功
績
倍
率
だ
と

結
論
付
け
た
。

事
業
経
営
の
功
労
者
に
対
し
て
退

職
金
を
少
し
で
も
多
く
支
払
い
た
い

と
思
う
の
は
人
情
だ
。
だ
が
、
否
認

の
リ
ス
ク
が
あ
る
以
上
、
そ
の
金
額

は
税
理
士
な
ど
と
よ
く
話
し
合
っ
て

決
め
た
い
。

と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い

わ
れ
る
。

昭
和
55
年
に
東
京
地
裁
が
下
し
た

判
決
で
は
、功
績
倍
率
に
つ
い
て「
同

業
種
、類
似
規
模
の
法
人
を
抽
出
し
、

そ
の
功
績
倍
率
を
基
準
と
す
る
こ
と

は
合
理
的
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
昭
和
47
年
時
点

の
民
間
調
査
で
、
役
員
退
職
金
の
計

算
根
拠
を
持
っ
て
い
る
６
８
２
社
の

う
ち
１
５
４
社
が
前
述
の
「
退
職
慰

労
金
＝
最
終
の
役
員
報
酬
月
額
×
役

員
勤
務
年
数
×
功
績
倍
率
」
と
い
う

計
算
式
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
、
そ

の
平
均
功
績
倍
率
が
社
長
３
・
０
、

切
れ
な
い
点
だ
。
平
成
25
年
の
東
京

地
裁
判
決
で
は
、納
税
者
が「
14
・
５
」、

課
税
庁
が
「
３
」
を
主
張
し
て
争
っ

た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
を

さ
ら
に
下
回
る
「
１
・
18
」
が
適
正

で
あ
る
と
判
断
し
た
事
例
が
あ
る
。

こ
の
裁
判
で
納
税
者
が
示
し
た
14
・

５
と
い
う
数
字
は
、
同
業
類
似
法
人

が
用
い
た
最
高
値
を
利
用
し
た
も
の

だ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
「
最
高
功
績

倍
率
を
適
用
で
き
る
の
は
、
平
均
功

績
倍
率
を
調
べ
る
た
め
の
抽
出
件
数

が
僅
少
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
法
人

と
最
高
功
績
倍
率
を
示
す
同
業
類
似

法
人
と
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
」に
限
る
と
し
て
、

納
税
者
の
訴
え
を
却
下
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
課
税
庁
が
主
張
し
た
「
３
」
す

ら
下
回
る
「
１
・
18
」
と
い
う
倍
率

を
用
い
る
よ
う
命
じ
た
。
他
に
も

「
２
・
５
」「
１
・
４
」「
２
・
３
」
な
ど
、

裁
判
の
結
果
３
倍
を
下
回
る
功
績
倍

率
が
適
用
さ
れ
た
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。〝相場〟のつもりでも

否認される恐れも

裁
判
所
は
、
功
績
倍
率
は
類
似
し

た
業
種
や
規
模
の
法
人
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
と
い
う
が
、
役
員
報
酬
と
同

を
残
す
部
分
が
あ
る
か
ら
だ
。
な
か

で
も
特
に
も
め
や
す
い
の
が
「
功
績

倍
率
」
だ
。

功
績
倍
率
と
は
、
退
職
す
る
役
員

が
法
人
に
も
た
ら
し
て
き
た「
貢
献
」

を
退
職
金
の
額
に
反
映
さ
せ
る
た
め

の
補
正
率
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。

そ
し
て
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
功

績
倍
率
は
「
３
倍
」
と
し
て
計
算
す

る
の
が
通
例
だ
。
前
出
の
計
算
式
に

「
３
倍
」
を
当
て
は
め
る
と
、「
最
終

月
の
役
員
報
酬
×
勤
務
年
数
」
に
３

を
掛
け
合
わ
せ
た
額
が
、
妥
当
な
退

職
金
と
な
る
。
多
く
の
税
理
士
も
顧

問
先
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
３
倍
を

超
え
な
い
よ
う
指
導
し
、
国
税
も
３

倍
を
超
え
る
と
「
過
大
」
と
判
断
す

る
一
つ
の
目
安
に
し
て
い
る
。

昭和の限定的な
データが固定化

だ
が
、
な
ぜ
功
績
倍
率
は
３
倍
な

の
か
。
そ
れ
は
昭
和
40
～
50
年
代
に

あ
っ
た
い
く
つ
か
の
裁
判
で
、「
３

倍
が
妥
当
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
判
例

プ
ル
と
し
て
抽
出
し
た
と
こ
ろ
、
功

績
倍
率
の
平
均
は
１
・
９
か
ら
３
・

０
だ
っ
た
た
め
、
納
税
者
に
「
最
も

有
利
な
最
高
値
」
で
あ
る
「
３
倍
」

が
適
当
だ
と
し
た
。
つ
ま
り
現
在
も

用
い
ら
れ
て
い
る
全
国
の
中
小
事
業

者
の
役
員
退
職
金
の
基
準
は
、
昭
和

当
時
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
、
業
種

を
基
に
算
定
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
根
拠

と
な
り
、
数
十
年
が
経
っ
た
今
も
変

わ
ら
ず
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

納
税
者
に
と
っ
て
悩
ま
し
い
の
は
、

「
３
倍
」
を
適
用
さ
え
す
れ
ば
問
題

な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
も
い
い

明
確
な
規
定
が
な
い
中
、
実
務
上

で
は
過
去
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
判
例

の
蓄
積
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
あ
る

一
つ
の
計
算
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

役
員
退
職
金
を
巡
る
裁
判
な
ど
で
た

び
た
び
持
ち
出
さ
れ
る
「
退
職
慰
労

金
＝
最
終
の
役
員
報
酬
月
額
×
役
員

勤
務
年
数
×
功
績
倍
率
」
と
い
う
計

算
式
だ
。
法
律
な
ど
で
明
文
化
さ
れ

て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
計
算
式

が
現
状
で
は
退
職
金
を
算
出
す
る
た

め
の
唯
一
の
ル
ー
ル
と
い
え
る
。

し
か
し
計
算
式
を
用
い
る
と
し
て

も
、
そ
れ
で
も
納
税
者
と
課
税
当
局

の
対
立
は
絶
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

計
算
式
の
な
か
に
も
、
解
釈
の
余
地

専
務
２
・
４
、
常
務

２
・
２
、
平
取
締
役

１
・
８
、
監
査
役
１
・

６
で
あ
っ
た
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
裁
判
で

は
、
原
告
と
同
じ
下

谷
税
務
署
（
現
・
東

京
上
野
税
務
署
）と
、

原
告
と
同
業
種
の
不

動
産
業
を
営
む
法
人

の
比
較
的
多
い
麹
町
、

神
田
、
京
橋
、
豊
島

の
合
計
５
つ
の
税
務

署
管
内
か
ら
法
人
７

社
を
選
び
、
13
人
の

役
員
退
職
金
を
サ
ン

役
員
退
職
金

数
十
年
変
わ
ら
ぬ〝
常
識
〟を
検
証
す
る

功
績
倍
率
３
倍
は
な
ぜ
？
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手続きのやり直しに
修正申告の手間がー

都
内
の
一
等
地
に
住
ん
で
い
た
男

性
が
死
亡
し
、
相
続
が
発
生
し
た
。

相
続
財
産
に
は
自
宅
の
土
地
・
建
物
、

預
貯
金
、
自
社
ビ
ル
、
自
社
株
な
ど

が
あ
り
、
各
相
続
人
は
そ
れ
を
基
に

相
続
税
を
申
告
し
た
。
数
年
後
、
相

続
人
ら
が
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
不

相
続
時
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
財
産
が
申
告
後
に
見
つ
か

る
と
、
相
続
人
は
新
た
な
遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
し
、
修
正

申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
面
倒
な
手
続
き
が
増
え
る
こ
と

に
は
な
る
が
、
申
告
漏
れ
財
産
が
見
つ
か
れ
ば
ま
だ
良
い
ほ
う

で
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
、
追
徴
課
税
の

対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
。
誰
に
で
も
家
族

に
教
え
ら
れ
な
い
ヒ
ミ
ツ
が
あ
り
、
知
ら
れ
た
く
な
い
財
産
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
財
産
を
譲
り
受
け
る
立
場
と

し
て
は
、
相
続
手
続
き
の
前
に
「
親
は
財
産
を
ど
れ
だ
け
持
っ

て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
は
ず
だ
。
残

さ
れ
た
親
族
が
〝
ほ
っ
た
ら
か
し
財
産
〟
に
悩
ま
さ
れ
な
い
た

め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

動
産
が
北
関
東
に
あ
る
こ
と
が
発
覚
。

申
告
漏
れ
財
産
が
ほ
か
に
な
い
か
税

理
士
に
調
査
を
依
頼
し
た
結
果
、
い

く
つ
か
の
銀
行
口
座
が
〝
発
見
〟
さ

れ
、
そ
の
預
金
残
高
も
相
続
財
産
に

含
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。相

続
人
ら
は
新
た
に
見
つ
か
っ
た

財
産
に
つ
い
て
遺
産
分
割
協
議
を
行

い
、
修
正
申
告
を
し
た
。
そ
の
と
き

の
相
続
人
ら
の
思
い
は
、「
後
か
ら

財
産
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、
驚
く
と

と
も
に
嬉
し
い
話
で
は
あ
っ
た
。
で

も
、
最
初
の
相
続
手
続
き
を
し
て
い

る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ち
ゃ
ん
と
見
つ

か
っ
て
い
れ
ば
、
余
計
な
負
担
が
な

く
て
済
ん
で
い
た
と
考
え
る
と
、
少

し
悔
し
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

預
金
口
座
や
不
動
産
な
ど
の
財
産

い
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に

財
産
が
隠
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
が
国
税
当
局
の
資
料
で
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
令
和
４
事
務
年
度

の
相
続
税
調
査
で
非
違
が
見
つ
か
っ

た
１
８
４
件
の
う
ち
、
北
米
に
財
産

が
あ
っ
た
の
は
82
件
で
半
数
近
く
を

占
め
る
。
こ
れ
に
ア
ジ
ア
の
63
件
、

欧
州
の
24
件
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
15
件

が
続
く
。

被
相
続
人
・
相
続
人
に
よ
る
意
図

的
な
財
産
隠
し
だ
け
で
は
な
く
、
相

続
人
が
知
り
得
な
か
っ
た
財
産
が
海

外
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
被
相
続
人
の
海
外
渡
航
記
録
や

海
外
口
座
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

被
相
続
人
に
生
前
、
愛
人
が
存
在

し
た
よ
う
な
形
跡
が
あ
れ
ば
、
そ
の

周
辺
に
も
財
産
が
隠
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
く
な
る
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は
、
愛
人
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
無

料
で
貸
し
与
え
て
い
る
と
い
っ
た
ケ

ー
ス
だ
。
愛
人
に
は
相
続
権
が
な
い

の
で
、
基
本
的
に
マ
ン
シ
ョ
ン
は
相

続
財
産
と
し
て
配
偶
者
や
子
ど
も
が

受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

も
し
被
相
続
人
が
愛
人
と
養
子
縁
組

を
し
て
い
る
と
問
題
は
複
雑
に
な
り
、

ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
と
な
る
の
は
必
至

だ
。い

わ
ゆ
る
〝
大
資
産
家
〟
で
は
な

く
て
も
、〝
ほ
っ
た
ら
か
し
財
産
〟

が
後
か
ら
見
つ
か
る
お
そ
れ
は
否
定

る
に
は
ど
の
よ
う
な
点
に
気
を
付
け

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

国
税
庁
に
よ
る
と
、
令
和
４
事
務

年
度
の
相
続
税
実
地
調
査
で
発
覚
し

た
申
告
漏
れ
財
産
は
２
６
３
０
億
円

だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
現
金
・
預
貯
金

が
金
額
ベ
ー
ス
で
全
体
の
31
・
５
％

を
占
め
、
土
地
（
13
・
０
％
）、
家
屋

（
２
・
６
％
）、有
価
証
券（
13
・
０
％
）

を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。

被
相
続
人
の
預
貯
金
を
把
握
す
る

に
は
、
年
金
や
給
与
の
受
け
取
り
、

株
式
の
運
用
、
公
共
料
金
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
支
払
い
に
使
っ
て

い
る
金
融
機
関
を
調
査
す
る
。
自
宅

内
に
銀
行
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
っ
た

り
、
葬
式
に
信
用
金
庫
の
関
係
者
な

同
じ
よ
う
な
方
法
で
預
金
口
座
を
調

べ
る
こ
と
は
可
能
だ
。

海外の口座や愛人
落し穴はアチコチに

こ
の
ほ
か
、
最
近
は
海
外
に
資
産

を
持
っ
て
い
る
人
が
増
え
た
こ
と
も

財
産
の
把
握
漏
れ
に
拍
車
を
か
け
て

を
相
続
人
が
把
握
で
き
ず
、
相
続
手

続
き
後
も
名
義
変
更
し
な
い
ま
ま

〝
ほ
っ
た
ら
か
し
〟
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
。
後
で
気
づ
い
て
か

ら
遺
産
分
割
協
議
を
や
り
直
す
ほ
か
、

相
続
税
の
修
正
申
告
も
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。見落しがちな預金口座

調べる方法もある

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
の
は
、

死
亡
し
た
人
が
生
前
に
対
策
を
講
じ

な
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
る
。
自
分
の

財
産
を
漏
れ
な
く
記
し
た
目
録
や
遺

言
を
作
成
し
て
お
け
ば
、
相
続
人
が

把
握
で
き
て
い
な
い
財
産
な
ど
生
じ

な
い
は
ず
だ
。
生
前
に
財
産
に
つ
い

て
子
ど
も
と
話
し
あ
っ
て
お
く
こ
と

も
大
切
だ
ろ
う
。

残
さ
れ
た
家
族
と
し
て
は
、
把
握

で
き
て
い
る
財
産
を
も
と
に
相
続
税

額
を
計
算
す
る
し
か
な
い
が
、
可
能

な
限
り
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
申
告
す

ど
が
参
列
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
「
芳
名
帳
」
な
ど
の

資
料
が
あ
っ
た
り
す
る
の
な

ら
、
そ
の
金
融
機
関
に
口
座

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
容
易
に
想
像
で
き
る
。

被
相
続
人
が
契
約
し
て
い
た

貸
金
庫
に
通
帳
が
保
管
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ

ら
の
手
が
か
り
を
も
と
に
被

相
続
人
の
預
貯
金
を
き
ち
ん

と
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

相
続
が
発
生
し
た
と
き
だ
け

で
は
な
く
、
親
が
認
知
症
に

な
っ
て
自
分
の
財
産
を
把
握

で
き
な
く
な
っ
た
際
に
も
、

で
き
な
い
。
自
主
的

に
修
正
申
告
す
れ
ば

加
算
税
は
掛
か
ら
な

い
が
、
税
務
調
査
後

に
見
つ
か
れ
ば
過
少

申
告
加
算
税
の
対
象

と
な
っ
て
し
ま
う
。

残
さ
れ
た
親
族
は
、

被
相
続
人
の
財
産
を

可
能
な
限
り
把
握
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
、

財
産
を
残
す
立
場
の

人
は
家
族
を
不
安
に

さ
せ
な
い
よ
う
対
策

を
講
じ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

事務年度等
項 目

令和３
事務年度

令和４
事務年度

対前事務
年度⽐

① 実地調査件数 6,317件 8,196件 129.7％

② 申告漏れ等の
非違件数 5,532件 7,036件 127.2％

③ 非違割合
（②／①） 87.6％ 85.8％ ▲1.7

ポイント

④ 重加算税賦課件数 858件 1,043件 121.6％

⑤ 重加算税賦課割合
（④／②） 15.5％ 14.8％ ▲0.7

ポイント

⑥ 申告漏れ課税価格 注 2,230億円 2,630億円 117.9％

⑦ ⑥のうち
重加算税賦課対象 340億円 388億円 114.2％

⑧
追
徴
税
額

本税 486億円 582億円 119.7％

⑨ 加算税 74億円 87億円 118.1％

⑩ 合計 560億円 669億円 119.5％

⑪ 実
地
調
査

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（⑥／①）注 3,530万円 3,209万円 90.9％

⑫ 追徴税額
（⑩／①） 886万円 816万円 92.1％

注�「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産価額（相続時精算課税適⽤
財産価額を含む。）から、被相続⼈の債務・葬式費⽤の額（調査による
増減分）を控除し、相続開始前３年以内の被相続⼈から法定相続⼈等
への⽣前贈与財産価額（調査による増減分）を加えたものである。
　�　よって、「Ⅲ�参考計表」の「１�申告漏れ相続財産の⾦額の推移」の
⾦額と⼀致しない。

遺
産
分
割
協
議
の
や
り
直
し
必
要

ほ
っ
た
ら
か
し
財
産
に
要
注
意
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〝永代供養〟でも
期限付きのケースも

お
墓
を
入
手
す
る
こ
と
を
「
お
墓

を
買
う
」
と
か
「
お
墓
を
建
て
る
」

と
い
う
。
墓
石
そ
の
も
の
は
基
本
的

に
一
品
生
産
で
発
注
す
る
も
の
な
の

で
「
購
入
」
で
間
違
い
な
い
が
、
土

地
に
関
し
て
は
「
墓
地
と
し
て
使
用

す
る
権
利
を
買
う
」
も
の
な
の
で
、

あ
く
ま
で
も
使
用
権
を
取
得
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
「
お
墓

を
買
っ
た
」
と
し
て
も
、
地
面
に
つ

い
て
は
土
地
（
墓
地
）
の
運
営
者
か

ら
所
有
権
が
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
使
用
権
は
、
建
前
上
は
子
々

孫
々
へ
半
永
久
的
に
引
き
継
が
れ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

般
的
に
「
永
代
使
用
権
（
料
）」
と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
永
代
使
用
料
に
つ
い
て
、
運

営
側
は
「
永
代
供
養
費
」
な
ど
と
表

現
し
て
顧
客
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
「
永
代
使
用
権

さ
え
購
入
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
何
も

し
な
く
て
も
僧
侶
や
施
設
管
理
者
が

永
久
に
手
厚
く
弔
い
続
け
て
く
れ
る
」

と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
注
意
し

た
い
。

お
墓
を
新
規
で
購
入
す
る
（
建
て

る
）
に
あ
た
っ
て
は
墓
石
の
代
金
の

ほ
か
に
、ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で「
永

代
使
用
料
」
と
「
管
理
料
」
が
必
要

に
な
る
。
ま
た
霊
園
で
は
な
く
寺
院

の
場
合
に
は
、
檀
家
に
な
る
た
め
の

「
入
檀
料
」
を
請
求
さ
れ
る
の
が
一

般
的
だ
。
な
お
、
基
本
的
に
永
代
使

用
料
と
入
檀
料
は
非
課
税
だ
が
、
墓

石
費
用
と
管
理
費
に
つ
い
て
は
消
費

税
の
対
象
と
な
る
の
で
覚
え
て
お
き

た
い
。

普
段
は
あ
ま
り
関
心
の
な
い
「
お
墓
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
お
墓
は
「
建
て
る
」
と
か

「
買
う
」
と
か
い
う
も
の
の
、
実
際
に
お
骨
を
納
め
る
土
地
そ
の
も
の
は
借
地
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
永
代
供
養
と
は
本
当
に
永
遠
を
意
味
す
る
の
か
、
お
寺
と
霊
園
で
は
手
続
き
に
違
い
が
あ

る
の
か
、
墓
の
生
前
承
継
は
可
能
な
の
か
―
。
少
し
考
え
て
み
る
と
、
お
墓
に
つ
い
て
知
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
お
墓
の
こ
と
」
を
調
べ
て
み
た
。

き
な
い
が
、
相
続

税
対
策
と
し
て
生

前
に
お
墓
や
仏
具

を
購
入
す
る
こ
と

は
可
能
だ
。
お
墓

や
仏
具
は
相
続
財

産
に
な
ら
な
い
の

で
、
生
前
に
購
入

し
て
お
け
ば
多
少

な
り
と
も
財
産
を

圧
縮
で
き
る
。
さ

ら
に
、
土
地
に
つ

い
て
は「
使
用
権
」

で
あ
る
た
め
、
不

動
産
取
得
税
も
固

定
資
産
税
も
か
か

必
要
に
な
る
。
寺
院
で
は
宗
教
的
費

用
と
し
て
「
寄
附
金
」
扱
い
に
し
て

い
る
こ
と
も
多
い
。

慌てないためにも
日頃から話し合いを

お
墓
の
生
前
贈
与
は
基
本
的
に
で

こ
れ
ら
の
支
出
の
う
ち
、
特
に
注

意
し
た
い
の
は
管
理
料
で
、
た
と
え

契
約
上
の
名
目
が
〝
永
代
〟
供
養
費

と
な
っ
て
い
て
も
、
管
理
費
の
継
続

的
な
支
払
い
が
一
定
期
間
以
上
途
絶

え
れ
ば
、
墓
地
の
使
用
権
は
消
滅
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
古
寺
な

ど
を
訪
れ
る
と
、
裏
手
に
無
造
作
に

積
み
上
げ
ら
れ
た
墓
石
を
見
か
け
る

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
管
理
費

の
切
れ
た
「
永
代
供
養
」
の
末
路
だ
。

少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
展
に
よ

り
、
い
わ
ゆ
る
〝
無
縁
墓
〟
が
増
加

傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
最
近
で
は

「
期
限
付
き
の
永
代
供
養
」
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
寺
院
や
霊
園

も
増
え
て
き
た
。
一
定
期
間
を
経
た

後
は
、
遺
骨
を
共
同
墓
地
に
合
祀
す

る
と
い
う
も
の
で
、「
子
や
孫
に
お

墓
を
託
す
こ
と
に
な
る
祖
父
母
・
父

母
の
世
代
（
被
相
続
人
）」
と
「
お

墓
を
守
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
子
や
孫
の
世
代
（
相
続
人
）」
の

双
方
に
と
っ
て
、
合
理
的
な
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

人
の
う
ち
の
一
人
だ
け
が
承
継
す
る
。

そ
し
て
、
墓
地
は
使
用
権
の
譲
渡
や

転
売
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
墓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
寺
院

や
霊
園
が
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
観
点

か
ら
生
前
贈
与
を
禁
止
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
家
族
の
う

ち
の
「
墓
の
管
理
者
」
が
、
病
気
な

ど
で
管
理
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た

せ
な
い
う
え
、
生
前
承
継
の
必
要
性

が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、

条
件
つ
き
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。な

お
、
相
続
で
お
墓
を
承
継
す
る

と
「
墓
を
守
る
」
と
い
う
責
任
が
生

じ
る
こ
と
か
ら
、
相
続
人
に
は
供
養

の
た
め
の
費
用
の
ほ
か
、
毎
年
の
管

理
費
の
支
払
い
な
ど
、
多
く
の
義
務

と
債
務
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
相
続

に
際
し
て
、
分
骨
や
改
葬
な
ど
の
申

し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
祭
祀
主

宰
者
と
し
て
決
定
す
る
権
利
と
義
務

を
負
う
。
そ
の
た
め
、現
実
に
は「
墓

守
の
な
り
手
が
い
な
い
」
と
い
う

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た

際
に
は
、
遺
言
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従

い
、そ
れ
で
も
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
、

通
常
の
財
産
と
同
じ
よ
う
に
家
庭
裁

判
所
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

墓
地
の
永
代
使
用
権
契
約
の
承
継

は
名
義
変
更
だ
け
で
済
む
が
、
多
く

の
場
合
で
名
義
変
更
手
数
料
が
別
途

相続税の対象外
分割や転売に制限

新
規
に
墓
石
を
注
文
す
る
と
、
大

き
さ
、
石
質
、
細
工
な
ど
に
よ
っ
て

異
な
る
も
の
の
、
一
般
的
に
建
立
費

を
含
め
て
１
０
０
万
～
３
０
０
万
円

が
相
場
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、

社
団
法
人
日
本
墓
苑
協
会
の
資
料
に

よ
る
と
、
永
代
供
養
費
の
平
均
は
東

京
近
郊
20
～
40
キ
ロ
圏
内
の
寺
院
墓

地
で
２
２
０
万
～
５
０
０
万
円
、
年

間
の
管
理
費
は
１
８
０
０
円
～
１
万

２
０
０
０
円
だ
と
い
う
。
初
期
費
用

と
し
て
数
百
万
円
も
ま
と
め
て
支
払

う
高
額
の
買
い
物
な
の
で
、
や
は
り

き
ち
ん
と
子
々
孫
々
に
承
継
し
て

守
っ
て
も
ら
い
た
い
。

相
続
時
に
は
、
お
墓
も
財
産
の
ひ

と
つ
と
し
て
誰
か
が
受
け
継
ぐ
こ
と

に
な
る
。
お
墓
は
民
法
上
「
祭
祀
財

産
」
と
呼
ば
れ
る
財
産
で
あ
り
、
相

続
税
の
課
税
対
象
外
だ
。
基
本
的
に

は
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
続

ら
な
い
。
社
会
通
念
上
、
よ
ほ
ど
高

価
な
墓
石
や
仏
具
で
な
い
限
り
、
広

く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
一
般

的
に
数
百
万
円
か
ら
の
現
金
を
減
ら

す
こ
と
に
な
る
の
で
、
資
産
圧
縮
方

法
と
し
て
は
効
果
的
な
手
段
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

葬
儀
か
ら
お
墓
の
購
入
、
そ
し
て

維
持
管
理
に
至
る
ま
で
、
相
続
に
関

す
る
手
続
き
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

化
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
家
族
が

集
ま
り
「
こ
れ
っ
て
ど
う
な
っ
て
い

る
の
？
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
話

し
合
う
こ
と
か
ら
、
相
続
に
つ
い
て

の
会
話
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
き
た

い
。

生
前
購
入
で
資
産
圧
縮
し
相
続
対
策

家
族
で
考
え
た
い

お
墓
の
税
金
あ
れ
こ
れ
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玉
川
上
水
の
水
面
に
、
穏
や
か
な

陽
光
が
き
ら
め
く
。
こ
こ
は
、
春
の

訪
れ
を
間
近
に
感
じ
る
東
京
・
三
鷹

市
下
連
雀
。
武
蔵
野
の
面
影
を
色
濃

く
残
す
、
緑
に
囲
ま
れ
た
水
辺
の
遊

歩
道「
風
の
散
歩
道
」を
歩
け
ば
、
こ

の
洋
館
建
築
に
出
会
え
る
。

「
三
鷹
市
山
本
有
三
記
念
館
」
と

し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
の
洋

館
は
、
小
説『
路
傍
の
石
』な
ど
の
作

者
と
し
て
知
ら
れ
る
作
家
・
戯
曲

家
、
山
本
有
三（
１
８
８
７
～
１
９

７
４
年
）
の
旧
邸
宅
。
山
本
は
１
９

３
６（
昭
和
11
）
年
か
ら
46（
昭
和

21
）
年
ま
で
の
10
年
間
、
家
族
と
と

も
に
こ
こ
で
暮
ら
し
た
。

登
記
簿
に
残
る
記
録（
大
正
15
年

12
月
22
日
登
記
）
か
ら
、
竣
工
は
１

９
２
６
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
東
京
市

内
の
資
産
家
の
多
く
が
郊
外
に
新
居

歴
史
建
築
探
訪

を
構
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
関

東
大
震
災（
大
正
12
年
）
以
降
の
こ

の
時
期
か
ら
だ
。

最
初
の
所
有
者（
施
主
）
は
清
田

龍
之
助（
１
８
８
０
～
１
９
４
３
年
）

と
い
う
人
物
。「
一
橋
大
学
学
問
史
」

に
よ
る
と
、
清
田
は
米
国
へ
留
学
し

エ
ー
ル
大
学
を
卒
業
。
日
本
電
報
通

信
社（
電
通
や
共
同
通
信
社
な
ど
の

前
身
）
の
外
報
部
長
を
務
め
た
後
、

東
京
高
等
商
業（
一
橋
大
学
の
前
身
）

や
立
教
学
院
で
商
業
英
語
の
講
師
・

教
授
を
歴
任
。
さ
ら
に
実
業
の
道
へ

転
じ
、
濱
口
商
事
と
い
う
商
社
で
総

支
配
人
に
就
任
す
る
な
ど
多
才
な
ひ

と
だ
っ
た
ら
し
い
。
濱
口
商
事
は
醤

油
醸
造
業
の
濱
口
家
が
設
立
し
た
醤

油
販
社
だ
っ
た
が
、
や
が
て
事
業
は

破
綻
。
清
田
は
再
び
商
大（
東
京
商

科
大
学
＝
旧
制
東
京
高
商
か
ら
改

組
）
で
教
鞭
を
執
っ
た
と
い
う
。
余

談
だ
が
、
醤
油
の
大
手
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
ヤ
マ
サ
や
ヒ
ゲ
タ
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
濱
口
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
会

社
だ
。

清
田
が
東
京
高
商
の
教
授
か
ら
濱

口
商
事
へ
転
出
し
た
の
は
１
９
２
０

（
大
正
９
）
年
の
こ
と
だ
と
い
う
か

ら
、
こ
の
邸
宅
は
彼
が〝
実
業
家
〟の

時
代
に
建
て
た
も
の
だ
。
そ
れ
ま
で

の
清
田
の
住
所
は「
東
京
市
音
羽
町
」

（
現
在
の
東
京
・
文
京
区
音
羽
）
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は〝
音
羽
御
殿
〟

の
通
称
で
知
ら
れ
る「
鳩
山
会
館
」

（
旧
鳩
山
一
郎
邸
）
の
所
在
地
と
同

じ
場
所
。
広
大
な
敷
地
な
の
で
、
同

じ
住
所
に
２
軒
の
家
が
並
ん
で
建
っ

て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

が
、
鳩
山
和
夫（
鳩
山
一
郎
の
父
＝

１
８
５
６
～
１
９
１
１
年
）も
エ
ー

煙
突
の
デ
ザ
イ
ン
が
印
象
的
な
洋

館
は
、
英
国
風
の
重
厚
な
建
築（
地

下
１
階
・
地
上
２
階
建
て
）。
大
正

末
期
の
建
築
だ
け
に
、
モ
ダ
ン
な
様

式
と
正
統
派
の
様
式
と
が
随
所
に
混

在
し
て
い
る
。
基
礎
部
分
は
大
谷
石

を
積
み
上
げ
て
ど
っ
し
り
と
構
え
、

１
階
部
分
の
外
観
は
当
時
流
行
し
て

い
た
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
で
覆
い
、

２
階
部
分
の
外
壁
は
木
組
み
に
漆
喰

を
塗
る
。
柱
や
梁
の
骨
組
み
を
む
き

出
し
に
し
た
ハ
ー
フ
テ
ィ
ン
バ
ー
の

壁
面
、
２
段
の
勾
配
を
つ
け
た
ギ
ャ

ン
ブ
レ
ル
屋
根
、
そ
し
て
極
め
て
特

徴
的
な
３
本
の
煙
突
な
ど
、
貪
欲
な

ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
を
融
合
さ

せ
て
い
る
。

先
の
と
が
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
玄
関

は
、
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
ポ
イ
ン
テ
ッ
ド

ア
ー
チ
。
階
段
室
の
天
井
に
も
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
を
思
わ
せ
る
ゴ

シ
ッ
ク
風
の
意
匠
を
施
す
。
長
女
の

部
屋
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う

サ
ン
ル
ー
ム
の
壁
面
に
は
ロ
マ
ネ
ス

ク
風
の
ロ
ン
バ
ル
ト
帯
を
め
ぐ
ら

せ
、
半
円
ア
ー
チ
状
に
装
飾
さ
れ
た

大
き
な
窓
と
の
調
和
を
図
る
。
書
斎

は
書
院
造
風
の
和
室
で
、
変
形
船
底

の
天
井
と
出
窓
が
特
徴
的
。
煙
突
が

３
本
も
あ
る
だ
け
に
、
当
然
、
マ
ン

ト
ル
ピ
ー
ス
も
３
つ
あ
る
。玄
関
脇
、

食
堂
、
応
接
室
に
配
置
さ
れ
た
３
つ

の
暖
炉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
ザ
イ
ン
が

異
な
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
建
築
で
あ

り
な
が
ら
、
ひ
と
つ
だ
け
重
要
な
こ

と
が
判
然
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は

設
計
者
の
名
前
。
こ
の
洋
館
を
設
計

し
た
建
築
家
は
一
体
、誰
な
の
か
？

こ
れ
に
は
諸
説
あ
る
が
、
有
力
な

も
の
と
し
て
は
、
岡
田
信
一
郎（
１

８
８
３
～
１
９
３
２
年
）の
名
が
あ

げ
ら
れ
る
。
岡
田
は
戦
前
を
代
表
す

る
建
築
家
。
明
治
生
命
本
館
、
歌
舞

伎
座
、
ニ
コ
ラ
イ
堂（
再
建
）な
ど
を

手
が
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
し

て〝
音
羽
御
殿
〟の「
鳩
山
会
館
」も
、

岡
田
の
設
計
に
よ
る
も
の
だ
。
鳩
山

会
館
は
関
東
大
震
災
の
翌
年
、
１
９

２
４（
大
正
13
）年
に
竣
工
。
さ
ら
に

そ
の
２
年
後
、
鳩
山
邸
と
同
じ
住
所

に〝
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
〟
清

田
龍
之
助
が
、
こ
の
洋
館
を
建
て
た

と
い
う
経
緯
か
ら
、
こ
ち
ら
も
岡
田

の
設
計
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

施
主
の
清
田
は
、
竣
工
か
ら
わ
ず

か
10
年
後
に
こ
の
邸
宅
を
山
本
有
三

へ
譲
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
を
大
い

に
気
に
入
っ
て
い
た
山
本
も
ま
た
、

そ
れ
か
ら
10
年
で
、
愛
着
あ
る
我
が

家
を
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
終
戦
直

後
、
東
京
と
そ
の
近
郊
で
戦
火
を
免

れ
た
洋
館
建
築
の
ほ
と
ん
ど
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
接
収
さ
れ
た
が
、
こ
の
邸
宅
も

例
外
で
は
な
か
っ
た
。
接
収
が
解
除

さ
れ
て
か
ら
一
度
は
山
本
の
手
に

戻
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
に
ペ
ン
キ
が

塗
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
再

び
住
む
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
ら
し

い
。建

築
家
不
詳
の
瀟
洒
な
洋
館
を
東

京
都
に
寄
贈（
昭
和
60
年
に
三
鷹
市

へ
移
管
）
し
た
山
本
は
、
神
奈
川
県

湯
河
原
町
に
移
り
、
そ
こ
で
精
力
的

な
執
筆
活
動
を
続
け
た
。
施
主
の
清

田
は
晩
年
、
渡
豪
し
て
日
本
語
教
育

に
従
事
し
た
と
い
う
。

ル
大
学
へ
の
留
学
経

験
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
清
田
が
そ
の
縁

で
、
同
門
の
先
輩
を

頼
っ
て
寄
宿
し
て
い

た
だ
け
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

築
後
、
約
10
年
で

山
本
有
三
の
手
に

渡
っ
た
こ
の
邸
宅
。

正
門
を
入
る
と
、
ま

ず
目
に
付
く
の
は

「
路
傍
の
石
」
と
名

付
け
ら
れ
た
大
き
な

庭
石
だ
。
山
本
が
中

野
区
内
の
道
端
で
見

つ
け
て
こ
こ
ま
で
運

ば
せ
た
も
の
だ
と
い

う
。

写真提供：三鷹市山本有三記念館
旧
山
本
有
三
邸
（
東
京
・
三
鷹
市
）
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
最
大
の
都
市

で
あ
る
シ
ド
ニ
ー
は
、
国
の
経
済

と
金
融
の
中
心
地
で
あ
り
な
が
ら

観
光
ス
ポ
ッ
ト
も
豊
富
。
世
界
中

か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
。

シ
ド
ニ
ー
を
象
徴
す
る
観
光
ス

ブラジル100周年記念

２
０
１
２
年
に
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ

ロ
に
あ
る
「
山
と
海
に
囲
ま
れ
た

カ
リ
オ
カ
の
景
観
群
」。
ブ
ラ
ジ

ル
南
東
部
の
都
市
で
、
カ
ー
ニ
バ

ル
で
有
名
な
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ

イ
ロ
は
18
世
紀
に
金
の
積
出
港
と

し
て
栄
え
、
１
９
６
０
年
に
首
都

が
ブ
ラ
ジ
リ
ア
に
移
る
ま
で
同
国

の
首
都
で
あ
っ
た
。
カ
リ
オ
カ
と

は
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の

住
民
や
出
身
者
の
こ
と
を
指
す
。

都
市
と
自
然
が
合
わ
さ
っ
た
独

特
な
都
市
景
観
、
音
楽
や
芸
術
に

も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
点
が

評
価
さ
れ
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。
構
成
資
産
の
１
つ
が
コ
ル
コ

バ
ー
ド
の
丘
。
そ
こ
に
は
同
国
の

独
立
１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
１

９
３
１
年
に
つ
く
ら
れ
た
コ
ル
コ

バ
ー
ド
の
キ
リ
ス
ト
像
が
そ
び
え

立
つ
。
両
手
を
大
き
く
広
げ
た
キ

リ
ス
ト
像
は
高
さ
30
ｍ
、
台
座
の

高
さ
８
ｍ
、
左
右
30
ｍ
で
、
重
さ

は
６
３
５
ト
ン
。
像
の
中
は
定
員

１
５
０
名
程
度
の
礼
拝
堂
に
な
っ

て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
像
は
構
想
か

ら
完
成
ま
で
80
年
を
要
し
た
。

編集協力：大澤裕司（フリーライター）

ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

自
由
の
女
神
像
は
同
国
の
自
由
と

民
主
主
義
の
象
徴
。
同
国
の
独
立

１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
フ
ラ
ン

ス
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
１
８

８
６
年
に
完
成
し
た
。
世
界
遺
産

に
は
１
９
８
４
年
に
登
録
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
独

立
戦
争
を
戦
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ

を
支
援
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、

女
神
像
が
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
女
神
像
は
フ
ラ
ン
ス
で

制
作
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
彫
刻
家

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

バ
ル
ト
ル
デ
ィ
が
担
当
し
た
。
内

部
構
造
の
設
計
に
は
、
パ
リ
の

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
修
復
に

携
わ
っ
た
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ

ク
や
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
を
設
計
し
た

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
エ
ッ
フ
ェ
ル
が

関
わ
っ
た
。
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
が
つ

く
っ
た
模
型
を
元
に
し
て
実
寸
大

の
女
神
像
を
制
作
。
パ
リ
で
仮
組

み
し
た
後
、
２
０
０
以
上
の
パ
ー

ツ
に
分
解
し
て
ア
メ
リ
カ
ま
で
輸

送
。
ア
メ
リ
カ
が
つ
く
る
台
座
の

完
成
を
待
っ
て
、
組
み
立
て
が
行

わ
れ
た
。

制
作
に
要
し
た
費
用
は
女
神
像
、

台
座
と
も
に
寄
付
で
賄
わ
れ
た
。

だ
が
、
ど
ち
ら
も
寄
付
金
集
め
が

困
難
を
極
め
た
。
女
神
像
の
建
造

費
集
め
は
、
提
案
者
で
あ
る
フ
ラ

ン
ス
の
政
治
家
・
歴
史
家
エ
ド
ゥ

ア
ー
ル
・
ド
・
ラ
ブ
ラ
イ
エ
が
中

心
に
な
り
実
施
。
ア
メ
リ
カ
独
立

１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
開
催
さ

れ
た
１
８
７
６
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
万
博
に
完
成
し
て
い
た

「
た
い
ま
つ
部
」、
１
８
７
８
年
の

パ
リ
万
博
で
完
成
し
た
「
頭
部
」

を
展
示
し
て
寄
付
を
呼
び
か
け
た
。

１
８
８
１
年
ま
で
に
一
定
程
度
寄

付
を
集
め
た
も
の
の
、
資
金
が
底

を
つ
き
一
時
中
断
す
る
。

こ
の
窮
地
を
救
っ
た
の
が
、
当

時
発
行
さ
れ
て
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ワ
ー
ル
ド
紙
の
社
主
で
、
優

れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
表
彰
す

る
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
の
名
の

由
来
と
な
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
。
１
８
８
５

年
か
ら
募
金
集
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
し
て
建
設
資
金
を
確
保

し
た
。

ポ
ッ
ト
が
、
１
９
７
３

年
に
完
成
し
た
「
シ
ド

ニ
ー
・
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
」。

２
０
０
７
年
に
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
。
世

界
で
最
も
建
造
年
代
が

新
し
い
世
界
遺
産
と
な

る
。
シ
ド
ニ
ー
港
に
建

つ
こ
の
建
造
物
は
、
白

い
貝
殻
や
帆
船
の
帆
を

思
わ
せ
る
独
特
の
形
状

が
特
徴
だ
。
バ
レ
エ
、

オ
ペ
ラ
、
演
劇
、
舞
踊
、

音
楽
な
ど
、
年
間
１
６

０
０
も
の
公
演
が
開
催

さ
れ
、
バ
ッ
ク
ス
テ
ー

ジ
ツ
ア
ー
な
ど
各
種
ツ

ア
ー
が
毎
日
行
わ
れ
て

い
る
。

工
事
着
工
は
１
９
５

９
年
。
完
成
ま
で
に
14

年
を
要
し
た
。
総
工
費

が
予
想
以
上
に
膨
ら
み
、

建
築
費
用
の
大
半
は
宝

く
じ
の
販
売
収
益
で
ま

か
な
っ
た
。
宝
く
じ
は

シ
ド
ニ
ー
が
あ
る
同
国

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー

ル
ズ
州
が
発
行
し
た
も

の
で
、１
枚
10
豪
ド
ル
。

１
９
５
９
年
か
ら
86
年

ま
で
の
間
に
８
６
７
回

売
り
出
さ
れ
、
当
初
の

16
年
間
で
１
億
豪
ド
ル

を
超
え
た
と
さ
れ
て
い

る
。比

較
的
新
し
い
建
造

物
で
あ
り
な
が
ら
、
世

界
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
た
理
由

が
ユ
ニ
ー
ク
だ
。
世
界
遺
産
に
は

10
の
登
録
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
実
際
に
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
る
物
件
は
、
そ
の
う
ち
複
数

の
基
準
を
満
た
し
た
も
の
が
ほ
と

ん
ど
。
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
は
、「
人

類
の
創
造
的
才
能
を
表
す
傑
作
で

あ
る
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
基
準
だ

け
で
登
録
が
認
め
ら
れ
た
。

本当は軍事目的だった カ
ナ
ダ
の
首
都
オ
タ
ワ
か
ら
古

都
キ
ン
グ
ス
ト
ン
間
を
結
ぶ
リ
ド

ー
運
河
は
１
８
３
２
年
に
開
通
。

２
０
０
７
年
に
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
。

北
米
の
運
河
の
中
で
最
も
古
く

ー
ト
リ
ン
ク
が
運
河
に
オ
ー
プ
ン

す
る
。
全
長
７
・
８
km
に
わ
た
る

天
然
氷
の
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
は
、

オ
タ
ワ
市
の
冬
の
風
物
詩
だ
。

ま
た
、
運
河
に
は
40
以
上
の
水
門

が
あ
り
「
ロ
ッ
ク
マ
ス
タ
ー
」
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
パ
ー
ク
ス
カ

ナ
ダ
（
国
立
公
園
管
理
局
）
の
ス

タ
ッ
フ
と
と
も
に
管
理
。
開
通
し

た
19
世
紀
初
期
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
技
術
を
現
在
も
使
い
、
手
動

で
開
閉
し
て
い
る
。

工
事
は
米
英
戦
争
（
１
８
１
２

～
１
８
１
４
年
）
後
の
１
８
２
６

年
に
開
始
。
当
時
の
ア
ッ
パ
ー
カ

ナ
ダ
（
同
国
東
部
で
現
在
の
オ
ン

タ
リ
オ
州
南
部
）
を
植
民
地
に
し

て
い
た
イ
ギ
リ
ス
が
、
米
軍
の
攻

撃
を
避
け
軍
事
物
資
を
輸
送
す
る

た
め
に
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
。

工
事
の
指
揮
は
英
国
王
立
工
兵
隊

の
ジ
ョ
ン
・
バ
イ
中
佐
が
担
当
し

た
。
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
の
は

約
19 

km
で
、
大
部
分
が
リ
ド
ー
川

や
カ
ラ
タ
キ
川
、
リ
ド
ー
湖
な
ど

自
然
の
水
路
を
利
用
す
る
。

軍
事
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
運
河

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
本
来
の
目
的

で
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
開
通
以

来
一
度
も
な
い
。

Profile　モノづくりをテーマに雑誌等で執筆。書著に『高すぎ？安すぎ⁉モノのねだん辞典』など。

メ
キ
シ
コ
南
部
の
ユ
カ
タ
ン
半

島
に
あ
る
チ
チ
ェ
ン
・
イ
ッ
ツ
ァ

は
、
古
代
マ
ヤ
文
明
を
代
表
す
る

都
市
遺
跡
。
１
９
８
８
年
に
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
５
世
紀
に

マ
ヤ
系
イ
ッ
ツ
ァ
族
に
よ
っ
て
半

島
北
部
に
築
か
れ
た
が
、
イ
ッ 

ツ
ァ
族
は
７
世
紀
に
一
度
姿
を
消

す
。
10
世
紀
に
末
裔
が
再
移
住
し

て
再
興
を
果
た
し
た
が
、
こ
う
し

た
経
緯
か
ら
、
遺
跡
は
南
側
の
旧

チ
チ
ェ
ン
エ
リ
ア（
５‒

７
世
紀
）

と
北
側
の
新
チ
チ
ェ
ン
エ
リ
ア

（
10
・
13
世
紀
）
に
分
か
れ
る
。

総
面
積
は
１
・
５
平
方
マ
イ
ル

と
広
大（
１
平
方
マ
イ
ル
＝
約
２
・

59
㎡
）。
天
文
台
や
球
戯
場
、
戦

士
の
神
殿
、
セ
ノ
ー
テ
（
聖
な
る

泉
）
と
い
っ
た
遺
跡
が
点
在
す
る

が
、
最
も
有
名
で
一
番
目
を
引
く

の
が
、
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
と
呼
ば
れ

る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
だ
。「
ク
ク
ル
カ

ン
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」「
ク
ク
ル
カ

ン
神
殿
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

二
重
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
初

期
の
ト
ル
テ
カ
＝
マ
ヤ
方
式
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
を
内
蔵
。
そ
こ
に
は
、

玉
座
や
生
贄
の
心
臓
を
捧
げ
た
チ

ャ
ク
モ
ー
ル
像
が
置
か
れ
て
い
る
。

カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
は
ス
ペ
イ
ン
語
で

城
と
い
う
意
味
。
マ
ヤ
の
最
高
神

で
あ
る
ク
ク
ル
カ
ン
を
祀
っ
て
い

る
。
一
辺
55
・
３
ｍ
、
高
さ
24
ｍ

で
、
９
層
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

４
面
に
91
段
の
階
段
が
あ
り
、
最

上
部
の
神
殿
を
合
わ
せ
る
と
総
数

３
６
５
段
と
な
る
。
さ
ら
に
北
面

の
９
層
は
真
ん
中
で
分
か
れ
て
お

り
計
18
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

マ
ヤ
太
陽
暦
の
１
年
（
18
カ
月
３

６
５
日
）
を
表
現
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
暦
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

春
分
の
日
と
秋
分
の
日
の
年
２
回

起
き
る
の
が
「
ク
ク
ル
カ
ン
の
降

臨
」。
太
陽
が
沈
む
時
に
基
壇
が

つ
く
る
影
が
体
を
く
ね
ら
せ
た
ヘ

ビ
の
よ
う
な
形
に
な
り
、
階
段
下

の
両
脇
に
あ
る
ヘ
ビ
の
頭
像
と
つ

な
が
る
こ
と
で
ク
ク
ル
カ
ン
が
降

臨
し
た
と
さ
れ
る
。

か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、
全
長

約
２
０
２
km
。
現
在
も
ほ
ぼ

当
時
の
ま
ま
だ
。
毎
年
１
月

上
旬
か
ら
３
月
上
旬
限
定
で
、

ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
も
登
録
さ

れ
て
い
る
世
界
最
長
の
ス
ケ

頭部展示で寄付を呼び掛けた

毎日バックステージツアーが行われる

別名は暦のピラミッド
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世世界界遺遺産産をを するする旅

カ
ナ
ダ

カ
ナ
ダ

リ
ド
ー
運
河

アメリカアメリカ

第４回 オセアニア・北米・南米

ククルカンの
ピラミッド
メキシコメキシコ

自由の女神像

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

キ
リ
ス
ト
像

シ
ド
ニ
ー
・
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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