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日
本
で
花
壇
は
成
立
し
な
い

公
園
の
発
祥
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

私
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
は
、
チ
ェ

コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
あ
る
伝
説
で
す
。

昔
々
、
イ
ー
ジ
ー
ク
と
い
う
若
者
が

悪
魔
に
出
会
い
、﹁
20
年
間
、
美
し
い
姫

と
の
愛
に
生
き
ら
れ
る
な
ら
悪
魔
と
ど

こ
へ
で
も
行
く
﹂
と
い
う
契
約
書
に
サ

イ
ン
し
た
。
そ
し
て
、
美
し
い
姫
と
結

婚
し
、
王
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
20
年
は

瞬
く
間
に
過
ぎ
去
り
、
悪
魔
と
の
約
束

の
日
が
き
て
し
ま
う
。
男
は
﹁
あ
と
３

日
延
ば
し
て
く
れ
。
姫
の
望
み
が
あ
る

か
ら
﹂
と
悪
魔
に
頼
ん
だ
。
す
る
と
悪

魔
は
﹁
姫
の
望
み
を
毎
日
一
つ
だ
け
か

な
え
て
や
る
が
、
私
が
そ
の
望
み
を
か

な
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
契
約
書

を
返
し
て
や
る
﹂
と
約
束
す
る
。
男
は
、

姫
に
望
み
を
尋
ね
た
。
姫
は
﹁
城
壁
を

取
り
除
い
て
ほ
し
い
﹂
と
言
う
。
す
る

と
、
翌
朝
、
城
壁
は
消
え
、
城
の
周
囲

は
広
々
と
し
た
野
原
に
な
っ
た
。
次
の

日
に
姫
は
﹁
野
原
を
世
界
中
の
花
で
い

っ
ぱ
い
に
し
た
い
﹂
と
言
っ
た
。
す
る

と
、
翌
朝
、
野
原
は
美
し
い
花
園
に
変

わ
っ
た
。
夫
の
異
常
な
行
動
に
不
安
を

抱
い
た
姫
は
、
最
後
の
日
に
自
分
の
金

髪
を
３
本
抜
い
て
﹁
私
の
腕
よ
り
長
く

し
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
簡

単
な
望
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姫
を
見

た
こ
と
で
、
そ
の
美
し
さ
に
心
を
奪
わ

れ
た
悪
魔
は
そ
の
望
み
実
現
で
き
な
か

っ
た
。
結
局
、
悪
魔
は
契
約
書
を
残
し

て
姿
を
消
し
、
二
人
は
幸
せ
に
暮
ら
し

た
と
い
う
。

こ
の
話
は
田
中
充
子
さ
ん
の
﹃
プ
ラ

ハ
を
歩
く
﹄︵
岩
波
書
店
、
２
０
０
１
︶

に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
が
思
う
に
、

こ
の
話
は
悪
魔
に
立
ち
向
か
う
女
性
の

力
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、
女
性
の

力
と
公
園
は
関
連
が
あ
る
の
で
す
。
西

洋
で
は
王
侯
貴
族
の
庭
園
が
今
で
も
公

園
と
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
政
略

結
婚
か
ら
城
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
女
性
の
象
徴
と
し
て
、
花
壇
は
公
園

発
祥
の
一
つ
と
思
い
ま
す
。

私
は
１
年
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し

ま
し
た
が
、
そ
こ
で
驚
い
た
の
は
、
バ

ラ
で
も
１
ヶ
月
や
２
ヶ
月
、
な
か
に
は

半
年
も
咲
い
て
い
る
。
日
本
な
ら
、
花

は
せ
い
ぜ
い
も
っ
て
１
週
間
。
で
す
か

ら
花
壇
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
成
立
す

る
が
、
日
本
で
は
無
理
な
ん
で
す
。
日

本
で
花
壇
を
維
持
す
る
に
は
、
も
の
す

ご
い
管
理
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
花
壇
を
公
園
の
起
源
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
が
日
本
に
は
合
わ
な
い
の

は
当
然
で
す
。

自
然
に
も
大
中
小
が
あ
る

花
壇
は
、
人
工
的
な
手
入
れ
を
し
な

い
と
維
持
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
う

い
う
類
の
公
園
を
﹁
小
自
然
﹂
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
小
自
然
と
い
う
の
は
金
魚

上田篤
うえだあつし

京都精華大学名誉教授
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鉢
の
中
の
金
魚
や
、
池
の
鯉
、
鳥
籠
の

鳥
な
ど
で
、
人
間
が
餌
を
や
っ
て
管
理

し
て
、
や
っ
と
生
き
て
い
け
る
も
の
。

つ
ま
り
、
人
間
が
生
き
も
の
を
飼
っ
て

い
る
状
態
の
も
の
で
す
。
公
園
と
い
う

の
も
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
小
自
然
な
ん
で

す
よ
。
植
木
鉢
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
水
を
や
っ
た
り
、
虫
を
駆
除

し
た
り
、
草
取
り
し
た
り
と
管
理
し
な

く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
に
、
風
土
を

無
視
し
て
植
物
を
植
え
て
い
ま
す
し
ね
。

で
す
か
ら
、
公
園
は
植
木
鉢
の
よ
う
な

小
自
然
な
ん
で
す
。

こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
﹁
大
自
然
﹂。

山
岳
と
か
、
大
海
と
か
、
人
間
の
力
の

及
ば
な
い
生
き
も
の
や
風
土
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
中
間
に
﹁
中
自
然
﹂

と
い
う
も
の
が
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
生
き
も
の
は
勝
手
に
生
き
て

い
る
し
、
人
間
は
人
間
で
勝
手
に
生
き

て
い
る
。
そ
う
い
う
、
勝
手
に
生
き
て

い
る
も
の
ど
う
し
の
対
等
の
関
係
が
、

バ
ラ
ン
ス
を
持
っ
て
続
い
て
い
る
状
態

を
﹁
中
自
然
﹂
と
呼
ぶ
。
そ
の
中
自
然

の
典
型
が
﹁
鎮
守
の
森
﹂、
あ
る
い
は

﹁
里
山
﹂
な
ん
で
す
。
ま
ぁ
、
里
山
は
多

少
人
間
の
手
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
鎮

守
の
森
は
ほ
と
ん
ど
管
理
も
し
て
い
な

い
で
す
ね
。
い
わ
ば
放
っ
た
ら
か
し
で

す
。そ

こ
で
は
人
間
も
生
き
も
の
と
し
て

対
等
・
平
等
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う

中
自
然
に
、
日
本
人
は
惹
か
れ
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
公
園
で
は
な
く
、
里
山

や
里
川
に
憧
れ
る
。

風
土
で
異
な
る
中
自
然
が
あ
る

日
本
の
都
市
公
園
に
行
っ
て
み
る
と
、

ベ
ン
チ
で
本
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
人

な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン

に
行
く
と
た
く
さ
ん
い
ま
す
け
ど
。
つ

ま
り
、
現
実
問
題
と
し
て
、
日
本
の
都

市
公
園
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
っ
て
い
な

い
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
川
の
流
域
、
川
辺
、
川
の

道
を
歩
く
と
、
日
本
人
は
心
休
ま
り
ま

す
ね
。
人
工
的
な
小
自
然
を
﹁
こ
れ
が

公
園
で
す
よ
﹂
と
与
え
ら
れ
る
よ
り
、

心
休
ま
る
川
を
中
心
に
お
い
て
憩
い
の

空
間
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
で
す
か
。
つ
ま
り
、
都
市
の
手
頃
な

中
自
然
の
一
つ
が
川
な
ん
で
す
よ
。
里

川
を
公
園
に
し
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い

い
の
で
あ
っ
て
、
虫
を
見
つ
け
た
り
、

魚
を
見
た
り
し
な
が
ら
歩
く
の
は
楽
し

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
川
の
流
域
を

行
政
単
位
と
し
て
い
る
の
が
﹁
郡

こ
ほ
り

﹂
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

平
成
の
市
町
村
合
併
で
、
２
０
０
２

年
︵
平
成
14
︶
に
は
約
３
２
０
０
あ
っ

た
市
町
村
が
、
２
０
０
６
年
︵
平
成
18
︶

４
月
に
は
１
８
２
０
に
ま
で
減
り
ま
し

た
。
長
い
目
で
見
れ
ば
、
都
道
府
県
、

市
町
村
の
数
は
か
な
り
変
動
し
て
い
ま

す
が
、
一
貫
し
て
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
の
は
郡
の
数
な
の
で
す
。
大
化
の
改

新
の
時
、
５
５
０
ぐ
ら
い
の
郡
が
あ
っ

た
の
が
江
戸
時
代
に
は
だ
い
た
い
６
０

０
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
江
戸
時

代
か
ら
今
日
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
変
動
し

て
い
ま
せ
ん
。
藩
も
、
都
道
府
県
も
い

く
つ
か
の
郡
の
集
合
で
、
原
則
的
に
は

郡
を
割
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
郡
は
河
川
の
流
域
を
単
位
と
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

昔
は
生
産
だ
け
で
は
な
く
交
通
も
川

を
中
心
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
郡
ご
と
に
、
天
気
も
違
っ
て
い
た
。

﹁
山
あ
て
﹂
で
天
気
を
予
測
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
よ
く
天
気
が
当
た
る
と
評
判
の

土
地
の
お
婆
さ
ん
も
、
違
う
場
所
に
連

れ
て
こ
ら
れ
る
と
天
気
を
当
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
郡
ご
と
に
天
気
が
違
う

と
い
う
こ
と
は
、
中
自
然
も
郡
ご
と
に

違
っ
て
当
た
り
前
と
い
う
こ
と
で
す
。

カ
ミ
サ
マ
と
庭
園

日
本
の
庭
園
で
一
番
大
事
な
も
の
は

何
か
ご
存
知
で
す
か
？

そ
れ
は
﹁
蹲
踞

つ
く
ば
い

﹂
で
す
。

茶
室
に
は
露
地
が
あ
り
、
蹲
踞
が
あ

り
、
水
が
あ
る
。
な
ぜ
水
か
と
い
う
と
、

そ
こ
が
カ
ミ
サ
マ
の
依
代

よ
り
し
ろ

だ
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
水
は
、
カ
ミ
サ
マ
が
乗
り
移
っ

て
く
る
場
と
し
て
必
要
な
ん
で
す
ね
。

日
本
の
仏
教
で
庭
園
造
り
に
熱
心
な

の
は
臨
済
宗
で
す
が
、
そ
こ
の
お
坊
さ

ん
は
﹁
臨
済
宗
で
は
仏
像
を
つ
く
ら
な

い
﹂
と
言
い
ま
す
。﹁
滝
の
流
れ
る
せ
せ

東京渋谷の氷川神社。渋谷区最古の神社といわれ、昔は渋谷川が門前を流れていたそうだ。
松、杉がうっそうと茂った様子が「江戸名所図会」にも描かれている。コンクリートとア
スファルトで覆い尽くされたこの地域で、（右頁上）これだけの緑地が残ったのは鎮守の
森だったからに他ならない。現在は、境内全域が渋谷区の保存樹木に指定されている。
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ま
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
自
然
界
の
す
べ

て
の
事
物
は
魂
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

世
界
観
で
、
マ
ナ
イ
ズ
ム
と
は
違
い
ま

す
。
マ
ナ
は
﹁
強
力
な
力
﹂
で
す
。
そ

れ
に
人
々
は
憧
れ
る
。
そ
れ
が
日
本
文

化
の
基
本
的
な
在
り
方
な
ん
で
す
。

動
物
を
食
べ
る
の
は
、
そ
の
も
の
が

持
っ
て
い
る
マ
ナ
を
食
べ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
動
物
が
持
っ
て
い
る
力
が
欲
し
い
。

だ
か
ら
猪
や
熊
、
鴨
や
雉

き
じ

を
食
べ
る
の

は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
か
つ
て

の
日
本
で
獣
肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
の

を
仏
教
で
殺
生
を
禁
じ
て
い
る
せ
い
だ
、

と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
牛
や
豚
や
羊

と
い
っ
た
家
畜
を
食
べ
な
い
の
は
家
畜

の
肉
に
マ
ナ
が
な
い
か
ら
で
す
。
猪
や

熊
、
鹿
、
鴨
、
雉
と
い
っ
た
野
生
の
獣

や
渡
り
鳥
は
食
べ
た
の
で
す
か
ら
、
殺

生
を
嫌
っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
マ
ナ

イ
ズ
ム
か
ら
き
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

お
祭
り
の
と
き
に
そ
う
い
う
も
の
を

食
べ
る
の
も
、
初
物
を
食
べ
る
こ
と
に

こ
だ
わ
る
の
も
、
そ
う
い
う
理
由
で
す
。

初
鰹
、
初
穂
な
ど
、
初
物
に
は
マ
ナ
が

宿
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
日
本
料

理
屋
の
主
人
に
聞
い
た
の
で
す
が
、﹁
日

本
料
理
は
旬
を
食
べ
る
も
の
﹂
と
い
う
。

そ
れ
が
マ
ナ
に
通
じ
る
わ
け
で
す
。

マ
ナ

m
ana

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
善
悪
両
面
に
働

き
、
こ
れ
を
所
有
す
れ
ば
大
き
な
利
益
を
得
る
よ
う

な
作
用
を
持
つ
超
自
然
的
な
力
。
文
化
人
類
学
で
広

く
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
漠
然
た
る
呪
術
・
宗
教
的
な

力
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

太
陽
と
山
と
遙
拝
所

太
陽
の
次
に
重
要
な
の
が
山
で
す
。

太
陽
が
カ
ミ
サ
マ
な
ら
、
そ
れ
が
ど
こ

か
ら
出
て
、
ど
こ
へ
沈
む
か
が
問
題
と

な
る
。
日
の
出
、
日
の
入
り
の
地
点
は

一
年
中
動
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
目
印

を
山
に
お
き
ま
す
。
冬
至
の
と
き
に
太

陽
が
山
に
か
か
っ
て
金
冠
状
に
見
え
る

現
象
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
見

え
る
場
所
に
は
、
縄
文
時
代
の
古
墳
が

あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す
。

冬
至
の
翌
日
は
、
一
年
の
始
ま
り
と
し

て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
し
た
。

だ
か
ら
縄
文
時
代
は
、
冬
至
に
山
を
見

通
し
て
太
陽
が
見
え
る
場
所
に
、
古
墳

や
環
状
列
石
を
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
そ
こ
は
太
陽
を
拝
む
遙
拝
所

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
夏
至

や
春
分
、
秋
分
に
も
遙
拝
す
る
場
所
が

神
社
に
な
っ
た
た
め
に
、
山
も
聖
な
る

も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
で
も
、
も
と
も

と
は
太
陽
が
万
物
の
マ
ナ
で
す
。
そ
し

て
、
太
陽
と
山
と
遙
拝
所
が
セ
ッ
ト
に

な
る
。
だ
か
ら
、
太
陽
の
信
仰
も
あ
れ

ば
、
山
の
信
仰
も
あ
れ
ば
、
遙
拝
所
の

信
仰
も
あ
る
。
そ
の
遙
拝
所
が
神
社
で

あ
り
、
鎮
守
の
森
な
ん
で
す
よ
。

そ
こ
は
た
い
て
い
水
源
の
涵
養
林
で

す
か
ら
、
鎮
守
の
森
に
は
必
ず
水
が
出

る
。
そ
れ
と
、
昔
多
か
っ
た
の
は
沼
。

鎮
守
の
森
に
沼
が
あ
っ
た
と
い
う
所
は

多
い
。
地
下
水
が
湧
く
よ
う
な
、
そ
う

ら
ぎ
の
音
が
、
お
釈
迦
様
の
説
法
で
す
﹂

と
言
う
。
庭
が
仏
像
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。奈

良
の
南
都
六
宗
は
国
家
鎮
護
の
お

寺
で
す
か
ら
、
今
で
も
行
く
と
み
な
さ

ん
仏
像
を
拝
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
京

都
に
は
禅
宗
系
の
寺
が
多
い
た
め
か
、

み
ん
な
庭
を
見
に
来
る
。
そ
う
い
う
庭

の
中
心
に
あ
る
の
が
水
の
せ
せ
ら
ぎ
な

ん
で
す
ね
。
庭
園
は
基
本
的
に
は
小
自

然
で
す
が
、
日
本
の
庭
園
に
は
よ
く
見

る
と
中
自
然
的
な
要
素
が
多
い
。

さ
ら
に
道
元
の
曹
洞
宗
に
な
る
と
庭

さ
え
も
否
定
し
て
、﹁
大
自
然
こ
そ
が
仏

様
﹂
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
。

庭
の
原
型
は

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
カ
ミ
サ
マ

の
依
代
と
し
て
の
庭
の
原
型
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。

神
社
に
行
く
と
白
洲
が
あ
り
ま
す
ね
。

あ
れ
が
実
は
庭
の
原
型
な
ん
で
す
。

森
の
中
に
カ
ミ
サ
マ
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
神
社
の
白
洲

に
お
呼
び
す
る
。
そ
の
と
き
、
虫
や
他

の
動
物
が
来
な
い
よ
う
に
、
そ
の
場
を

生
き
も
の
が
嫌
う
真
っ
白
な
色
に
し
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
清
浄
に

し
て
カ
ミ
サ
マ
が
降
り
て
く
る
と
い
う

の
が
、
庭
の
お
こ
り
で
す
。

で
は
、
そ
の
カ
ミ
サ
マ
と
は
何
か
。

こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
日
本
人
は
基
本
的
に
太
陽
、

そ
し
て
火
を
カ
ミ
サ
マ
と
思
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
信
仰
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
で
す
。

マ
ナ
（
注
）
を
、
日
本
語
で
は
﹁
玉た

ま

﹂

と
呼
び
ま
す
が
、
魂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

魂
は
虫
で
も
持
っ
て
い
て
、
こ
そ
う
い

う
魂
を
尊
ぶ
の
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
い

い
う
場
所
が
鎮
守
の
森
に
な
る
ん
で
す
。

日
本
の
場
合
そ
う
い
う
水
の
あ
る
場

所
、
鎮
守
の
森
を
中
心
に
村
が
で
き
、

そ
こ
で
村
の
会
合
を
し
た
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
水
と
村
と
森
は
一
体
化
し
た

も
の
な
ん
で
す
ね
。

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
な
る
と
ま
っ

た
く
異
な
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
図
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
が
広
ま
る
の
と
、
森
が
な
く
な

る
地
域
と
は
重
な
り
ま
す
。
教
会
の
周

り
に
集
落
が
生
ま
れ
る
の
で
す
が
、
教

会
は
土
地
を
教
会
の
財
産
と
考
え
て
、

木
を
ど
ん
ど
ん
伐
採
し
て
耕
作
地
に
し

た
。
教
会
の
建
物
は
基
本
的
に
石
造
り

で
、
庭
に
も
木
を
植
え
て
い
ま
せ
ん
。

木
を
植
え
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と

に
ロ
シ
ア
正
教
だ
け
で
す
ね
。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
農
業
主
義
で
あ
っ
て
、

森
林
主
義
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
し
か

し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
感
覚
で
、
ケ
ル
ト
民
族

や
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
森
を
伐
る
こ
と
に

抵
抗
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

都
市
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
な
い

私
は
、
日
本
の
す
ま
い
に
は
い
ろ
い

ろ
な
カ
ミ
サ
マ
が
い
て
、
棲
み
分
け
が

あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
土
間
に
は
竈

や
水
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
る
し
、
庭
に
は

別
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
る
。
板
敷
き
の
部

屋
に
は
だ
い
た
い
神
棚
が
あ
っ
て
鎮
守

の
カ
ミ
サ
マ
が
、
畳
の
座
敷
に
な
る
と



31 小自然から中自然へ

日
本
と
西
洋
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
比
べ

て
み
る
と
、
西
洋
に
は
バ
ル
コ
ニ
ー
が

あ
ま
り
無
い
ん
で
す
ね
。
あ
ん
な
も
の

が
あ
る
と
泥
棒
に
入
ら
れ
て
危
な
く
て

仕
方
が
な
い
し
、
必
要
を
感
じ
な
い
の

で
す
。
し
か
し
日
本
人
に
と
っ
て
は
、

窓
を
開
け
て
大
気
と
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
感
覚
は
捨
て
き
れ
な
い
の
で
し

ょ
う
ね
。

日
本
人
は
ど
ん
な
に
近
代
化
し
て
も
、

火
の
よ
う
な
ミ
ニ
太
陽
、
マ
ナ
を
身
に

つ
け
た
い
と
い
う
精
神
文
化
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
文
化
を
持
ち
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
を
、
都
会
の

中
に
も
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
よ
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
公
園
な
の
か
、

川
な
の
か
。

水
辺
を
生
か
し
た
中
自
然
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
が
い
か
に
つ
く

ら
れ
た
の
か
、
ミ
レ
ー
が
描
い
た
﹁
晩

鐘
﹂
を
見
る
と
わ
か
り
ま
す
。
遠
く
に

見
え
る
鐘
楼
に
家
族
が
祈
っ
て
い
る
。

西
洋
の
都
市
は
遠
く
か
ら
で
も
教
会
の

尖
塔
が
見
え
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
都

市
の
中
に
入
る
と
ど
ん
な
に
曲
が
り
く

ね
っ
た
道
で
も
自
然
に
広
場
に
通
じ
、

中
心
に
教
会
が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
す

と
、
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
寺
院
と
ビ
ッ
グ
ベ

ン
が
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
丘
か

ら
見
え
る
よ
う
に
、
建
物
の
高
さ
を
規

制
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
眺
望
地
点

を
何
カ
所
も
つ
く
る
。
セ
ン
ト
ポ
ー
ル

仏
教
の
世
界
で
す
。
座
敷
と
い
う
の
は
、

冠
婚
葬
祭
を
執
り
行
な
う
部
屋
で
す
か

ら
ね
。
こ
れ
ら
が
き
ち
っ
と
揃
っ
て
い

る
の
が
、
実
は
京
都
の
町
家
で
す
。
だ

か
ら
、
み
ん
な
憧
れ
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
は
家
の
中
の
話
で
す
が
、
町
レ

ベ
ル
に
な
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

日
本
中
に
祭
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

祇
園
祭
で
は
、
約
30
の
鉾
が
出
ま
す
が
、

こ
れ
は
30
の
町
内
会
の
祭
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。
京
都
の
祭
り
で
は
な
い
。

町
内
と
い
う
の
は
一
つ
の
ミ
ニ
・
ポ
リ

ス
で
あ
っ
て
、
各
町
内
に
一
つ
の
カ
ミ

サ
マ
が
い
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
こ
の
町
内
同
士
を
結
ぶ
、
都

市
の
カ
ミ
サ
マ
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。私

は
よ
く
、
西
洋
の
都
市
を
﹁
リ
ン

ゴ
﹂
に
た
と
え
ま
す
。
芯
が
あ
っ
て
、

種
が
あ
り
、
実
が
あ
っ
て
、
皮
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
都
市
は
﹁
ブ
ド
ウ
﹂

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
種
が
あ
り
、
実
が

あ
り
、
皮
が
あ
る
。
そ
し
て
房
全
体
が

都
市
な
ん
で
す
。
江
戸
八
百
八
町
と
い

う
の
は
、
８
０
８
個
の
ブ
ド
ウ
の
粒
が

集
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
全
体
を
ま

と
め
た
カ
ミ
サ
マ
は
い
な
い
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
町
内
ご
と
に
鎮
守
の
森

が
あ
る
。
た
だ
し
江
戸
の
こ
と
で
す
か

ら
、
す
べ
て
に
森
を
つ
く
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
こ
で
根
津
権
現
や
富
岡

八
幡
宮
な
ど
、
共
通
の
神
を
祀
っ
て
い

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
根

津
権
現
な
ど
の
鎮
守
の
森
は
﹁
都
市
公

園
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
町
と

だ
ぶ
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
町
内
の
カ
ミ

サ
マ
で
す
か
ら
、
そ
こ
は
セ
ミ
パ
ブ
リ

ッ
ク
と
い
う
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
公
と
私
の
中
間
ぐ
ら
い
の
位
置
で

す
ね
。
す
る
と
、
近
代
に
な
っ
て
入
っ

て
き
た
公
園
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と

の
日
本
に
は
な
い
空
間
な
ん
で
す
。

マ
ナ
に
触
れ
ら
れ
る
公
園
を

で
は
、﹁
ど
の
よ
う
な
空
間
が
日
本
の

公
園
に
ふ
さ
わ
し
い
か
﹂
と
い
う
疑
問

が
湧
き
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
が
京
都
に
来
る
と
、

多
く
の
人
が
﹁
山
が
い
い
﹂
と
言
い
ま

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
平
地
が
多
く
風
景
の
変
化
は
乏
し
い

し
、
大
河
と
小
川
は
あ
る
け
れ
ど
中
小

河
川
が
無
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
日
本

は
山
も
川
も
多
い
。
私
は
、
川
や
水
系

を
活
か
し
て
里
川
を
つ
く
っ
た
ら
、
そ

れ
が
ま
さ
に
公
園
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
れ
が
無

い
か
ら
仕
方
な
く
花
壇
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
す
。

日
本
人
に
は
、
自
然
を
敬
う
気
持
ち

が
共
通
し
て
あ
る
。
何
と
な
く
人
工
物

よ
り
も
自
然
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
西
洋
の
人
と
違
う
と
こ

ろ
で
す
。
だ
か
ら
、
都
会
と
い
う
よ
う

な
人
工
的
な
空
間
に
住
ん
で
い
る
と
、

日
本
人
は
何
と
な
く
も
の
足
ら
な
く
な

っ
て
く
る
の
で
す
。

は
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
中
心
、
ビ
ッ
グ

ベ
ン
は
議
会
の
中
心
。
い
ま
だ
に
こ
れ

を
守
っ
て
、
ま
ち
の
景
観
を
乱
す
建
物

の
高
さ
規
制
を
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
ま
ち
は
、
形
成

の
さ
れ
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違
う
の

で
す
。
だ
か
ら
、
公
園
だ
け
持
っ
て
き

て
も
馴
染
ま
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

日
本
は
、
こ
れ
ま
で
集
落
か
ら
山
を

見
て
き
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
外
か
ら

都
市
を
見
た
の
で
は
な
く
、
都
市
の
中

か
ら
外
の
山
を
見
て
き
た
。
で
す
か
ら
、

東
京
に
は
至
る
所
に
富
士
見
坂
が
あ
り

ま
す
。
江
戸
っ
子
に
と
っ
て
は
、
富
士

山
が
山
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
京
都
な
ら

比
叡
山
、
大
坂
な
ら
生
駒
山
。
そ
う
し

た
聖
な
る
山
を
拝
む
場
所
が
神
社
だ
っ

た
わ
け
で
、
そ
れ
を
大
切
に
し
な
く
て

は
い
け
な
い
の
で
す
。

東
京
な
ら
ば
、
富
士
山
が
見
え
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
な
中
自
然
を
も
う
一
度
つ
く

る
べ
き
な
ん
で
す
よ
。
い
わ
ば
、
現
代

版
鎮
守
の
森
で
す
。
そ
こ
に
は
、
川
や

水
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
流
の
自

然
と
の
関
係
の
取
り
方
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
は
無
い
け
れ
ど
、
そ

れ
が
本
当
の
意
味
で
の
日
本
の
都
市
公

園
に
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
新

し
い
日
本
人
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
な

り
ま
す
よ
。
そ
こ
に
は
虫
も
い
れ
ば
、

魚
も
い
る
。
そ
し
て
、
生
態
系
の
持
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

東京・渋谷に約4000
坪の鎮守の森を守る
氷川神社。参道脇の
相撲場では大相撲の
奉納が行なわれ「金
王の相撲」、「渋谷の
相撲」などといわれ
て、将軍家にも「渋
谷の相撲なら見に行
こう」といわれるほ
ど人気があったとい
う。秋の例祭に行な
われていた相撲は、
現在も季節を変えて
続いているという。




