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修
理
の
成
果
に
つ
い
て

修
理
落
成
式

昨
年
六
月
、
小
笠
原
諸
島
が
世
界
自
然
遺
産
に
、
中

尊
寺
・
毛
越
寺
と
そ
の
周
辺
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
暗
雲
を
少
し
吹

き
払
っ
て
く
れ
た
か
の
よ
う
な
朗
報
で
あ
っ
た
。
特
に

中
尊
寺
は
、
本
学
の
歴
史
と
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る
の
で

な
お
さ
ら
だ
。

一
八
九
六（
明
治
二
十
九
）年
の
古
社
寺
保
存
会
の
設

置
と
翌
一
八
九
七（
明
治
三
十
）年
の
古
社
寺
保
存
法
の

公
布
に
よ
り
、
わ
が
国
の
文
化
財
保
護
の
基
本
が
で
き

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
と
き
二
万
円
余
り

の
国
庫
補
助
を
受
け
て
最
初
の
修
理
が
お
こ
な
わ
れ
た

の
が
中
尊
寺
金
色
堂
内
お
よ
び
寺
宝
類
で
あ
り
、
修
理

を
担
当
し
た
の
が
岡
倉
天
心
率
い
る
東
京
美
術
学
校

（
以
下
、「
美
校
」
と
い
う
）だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

を
決
定
し
た
の
は
古
社
寺
保
存
会
だ
っ
た
に
せ
よ
、
い

ち
早
く
美
校
が
担
当
す
る
こ
と
に
し
、
異
論
を
封
じ
る

か
の
ご
と
く
古
社
寺
保
存
法
公
布
の
四
カ
月
も
前
に
工

事
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
同
会
委
員
に
し

て
美
校
校
長
兼
帝
国
博
物
館
美
術
部
長
で
あ
っ
た
天
心

の
実
力
と
持
ち
前
の
機
略
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

修
理
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
美
校
助
教
授
の
六
角

紫
水
と
大
村
西
崖（
と
も
に
美
校
一
期
生
）、
雇
の
新
納

忠
之
介（
同
三
期
生
）と
亀
田
徳
太
郎（
同
）お
よ
び
研
究

科
生
の
木
村
武
山
・
高
橋
烏
谷
・
菅
原
大
三
郎
・
武
谷

冨
造
・
石
河
寿
衛
彦
・
本
島
袈
裟
彦
・
松
田
為
賀
・
氏

家
静
修
、
四
年
生
の
児
島
明
、
三
年
生
の
澤
木
彦
門
・

三
村
耕
三
、
卒
業
生
の
秋
月
復
郎
・
佐
藤
栄
三
郎
と
嘱

託
教
師
の
伊
東
忠
太
で
、
み
な
一
応
の
知
識
や
技
術
を

身
に
つ
け
て
い
た
と
は
い
え
、
修
理
の
経
験
な
ど
な
い

青
年
た
ち
で
あ
り
、
し
か
も
一
同
当
惑
す
る
ほ
ど
金
色

堂
は
破
損
し
て
い
た
が
、
彼
ら
は
当
時
と
し
て
は
最
大

限
の
学
術
的
見
地
に
立
っ
て
、
真
摯
な
研
究
的
姿
勢
で

修
理
に
臨
ん
だ
。
地
元
の
新
聞
な
ど
も
そ
れ
を
好
意
的

に
報
じ
て
い
る
。

天
心
や
今
泉
雄
作
は
、
明
治
維
新
直
後
か
ら
の
町
田

久
成
ら
先
覚
の
実
績
を
土
台
に
、
十
数
年
に
わ
た
っ
て

日
本
美
術
保
護
制
度
樹
立
の
準
備
を
推
し
進
め
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
全
国
的
古
美
術

調
査
の
折
に
し
ば
し
ば
無
謀
な
修
理
の
例
を
目
に
し
、

一
刻
も
早
く
学
術
的
見
地
に
立
っ
た
新
し
い
修
理
法
、

つ
ま
り
、
現
今
の
古
美
術
修
理
の
原
則
で
あ
る
「
現
状

維
持
修
理
」
を
普
及
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
実

施
し
始
め
て
い
た
。
金
色
堂
修
理
も
そ
の
方
針
を
と
っ

た
こ
と
は
、
紫
水
の
「
現
在
あ
る
も
の
を
今
後
減
ら
さ

ぬ
様
に
す
る
。修
繕
は
復
元
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、

つ
け
足
し
は
し
な
い
と
云
う
建
前
で
始
め
た
。」（「
中
尊

寺
修
理
に
つ
い
て
」『
六
角
紫
水
の
古
社
寺
調
査
日
記
』

所
収
）と
い
う
言
葉
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。

金
色
堂
そ
の
他
の
修
理
が
完
了
し
た
一
八
九
八（
明

治
三
十
一
）年
五
月
二
十
九
日
、
そ
れ
を
記
念
し
て
法

要
・
完
成
式
典
・
宝
物
展
観
・
能
狂
言
な
ど
が
華
や
か

に
挙
行
さ
れ
た
。
平
泉
駅
は
人
出
を
予
測
し
て
前
日
に

開
設
さ
れ
た
ば
か
り
。
こ
の
小
さ
な
駅
に
当
日
は
七
千

人
を
超
え
る
乗
降
客
が
あ
っ
た
と
地
元
紙
が
伝
え
て
い

る
。
こ
れ
よ
り
参
拝
客
が
一
段
と
増
え
た
ら
し
い
。

た
だ
し
、
こ
の
盛
大
な
催
し
も
、
事
情
を
知
る
も
の

に
と
っ
て
は
一
抹
の
寂
し
さ
が
あ
っ
た
。
式
典
に
列
席

す
べ
き
天
心
な
い
し
紫
水
、
新
納
ら
は
二
カ
月
前
の
美

校
騒
動
で
辞
職
し
て
し
ま
い
、
代
わ
り
に
美
校
代
表
と

し
て
式
典
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
漆
工
家
の
辻
村
松
華

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
尊
寺
に
は
修
理
の
経
過
を
把
握

で
き
る
記
録
文
書
綴
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
末

尾
の
あ
た
り
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
修
繕
事
務
所
の
中

尊
寺
側
一
同
の
天
心
宛
書
簡
控
え（
明
治
三
十
一
年
四

月
八
日
付
）に
は
天
心
の
配
慮
の
お
蔭
で
修
理
が
落
成

に
近
づ
い
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
辞
と
と
も
に
、
辞
職
に

対
す
る
落
胆
の
情
が
生
々
し
く
表
明
さ
れ
て
い
て
印
象

的
だ
。

金
色
堂
は
一
九
六
二（
昭
和
三
十
七
）年
か
ら
七
年
を

か
け
て
解
体
大
修
理
が
お
こ
な
わ
れ
、
木
造
鞘
堂
の
代

わ
り
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
覆
堂
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、

保
護
環
境
が
整
え
ら
れ
て
現
在
の
姿
と
な
っ
た
。
そ
の

た
め
、
明
治
期
の
美
校
に
よ
る
修
理
は
影
が
薄
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
昭
和
の
大
修
理

に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
え

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
現
状
維
持
修
理
」
に
よ
る
国
宝
修
理

日
本
美
術
の
保
護 

後
篇

第
十
三
回

本
学
の
歴
史
と
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る
世
界
文
化
遺
産
「
中
尊
寺
金
色
堂
」。

東
京
美
術
学
校
に
よ
る
金
色
堂
修
理
は
国
宝
修
理
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

吉
田
千
鶴
子

中
尊
寺
金
色
堂
の
修
理
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次
号
予
告

「
東
京
音
楽
学
校
と
邦
楽
科
問
題
」　橋

本
久
美
子

東
京
音
楽
学
校
に
お
い
て
、
邦
楽
教
育
は
初
期
よ
り
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
に

初
め
て
「
科
」
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
同
校
に
お
け
る

邦
楽
を
と
り
あ
げ
る
。

中尊寺金色堂内（中尊寺所蔵写真）

六角紫水大村西崖新納忠之介

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
人
材
育
成

に
も
大
き
く
貢
献
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
修

理
担
当
者
の
な
か
の
六
角
紫
水
が
の
ち
に
漆
芸
制
作
・

研
究
に
お
い
て
、
大
村
西
崖
が
東
洋
美
術
史
学
に
お
い

て
、
新
納
忠
之
介
が
国
宝
修
理
に
お
い
て
、
伊
東
忠
太

が
日
本
建
築
史
学
・
建
築
設
計
に
お
い
て
輝
か
し
い
業

績
を
あ
げ
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
る
。

天
心
は
美
学
・
美
術
史
の
学
識
を
有
し
、
ま
た
、
国

策
と
し
て
の
日
本
美
術
保
護
・
奨
励
論
に
も
よ
く
通
じ

て
い
た
が
、
一
八
八
四（
明
治
十
七
）年
の
法
隆
寺
夢
殿

救
世
観
音
と
の
対
面
を
「
一
生
の
最
快
事
な
り
」
と
生

徒
に
語
っ
た
よ
う
に
、
理
窟
で
は
な
く
自
分
の
目
で
古

美
術
を
見
て
強
い
感
動
と
喜
び
を
覚
え
た
こ
と
か
ら
日

本
美
術
の
た
め
に
身
を
挺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
感
動

こ
そ
美
術
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
最
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

で
あ
る
こ
と
を
体
得
し
て
い
た
た
め
、後
進
に
も
見
学・

修
理
・
模
写
模
刻
な
ど
を
通
し
て
直
に
古
美
術
に
接
す

る
機
会
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
。
金
色
堂
修
理
の
場
合

も
、
修
理
自
体
を
完
璧
に
遂
行
す
る
だ
け
で
な
く
、
前

途
あ
る
青
年
た
ち
が
ま
ず
美
に
感
動
し
、
研
究
心
を
起

こ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
美
術
の
分
野
で
成
長
し
て
い
く
土

台
を
作
る
よ
う
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

（
よ
し
だ
・
ち
づ
こ
／
美
術
学
部
教
育
資
料
編
纂
室
講
師
）


